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「
稜
起
序
」
の
中
核
を
な
し
て
ゐ
る
「
有
法
能
起
摩
阿
術
信
根
」
を
採
上
げ

て
考
察
す
る
に
嘗
つ
て
、
こ
の
「
摩
阿
術
信
根
」
が
「
稜
起
序
」
に
先
立
つ

「
蹄
敬
偶
」
の
第
三
偶
か
ら
響
き
渡
つ
て
く
る
「
大
乗
の
正
信
」
を
承
け
て
ゐ

る
こ
と
に
ま
づ
氣
づ
か
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
大
乗
正
信
」
と
い
ふ
四
文
字
も

漢
文
と
し
て
見
た
場
合
に
ほ
幾
通
り
か
の
讀
み
方
が
可
能
で
あ
り
、
大
別
す
る

と
、
そ
の
一
っ
ほ
「
大
乗
へ
の
正
信
」
で
あ
り
、
「
大
乗
に
封
す
る
正
信
」
が

意
味
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
大
乗
の
法
が
信
の
到
象
と
な
っ
て
を
り
、

そ
れ
ゆ
ゑ
に
「
正
信
」
の
擁
ひ
手
は
基
本
的
に
は
衆
生
の
側
に
見
出
さ
れ
て
ゐ

る
。
更
に
ま
た
そ
の
信
が
「
正
信
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
ご
と
く
、
大
乗
に
到
す

る
信
は
そ
の
到
象
と
な
る
大
乗
の
法
に
相
應
し
た
大
乗
的
な
信
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
正
」
し
い
信
と
な
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
の
場
合
に
、
如
何
に
「
大
乗
へ
の
正
信
」
が
大
乗
を
到
象
と
す
る
と

ほ
い
つ
て
も
、
大
乗
の
法
を
妄
念
に
虜
ほ
れ
た
衆
生
と
封
立
さ
せ
て
、
衆
生
か

『
大
乗
起
信
論
』
ー
造
論
の
因
縁

五

『
大
乗
起
信
論
』

九

ら
懸
絶
し
た
超
越
的
な
敦
説
と
し
て
仰
ぎ
見
る
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
か
か
る
客
證
化
さ
れ
た
到
象
を
志
向
す
る
宗
敦

的
意
識
と
し
て
信
心
を
受
取
る
や
う
な
小
乗
的
信
を
聯
か
で
も
滞
留
さ
せ
る
や

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
正
信
」
を
稜
起
さ
せ

る
た
め
に
は
、
や
が
て
「
因
縁
分
」
で
述
べ
ら
れ
る
や
う
に
、
「
如
来
の
根
本

之
義
を
解
繹
」
し
て
、
「
衆
生
を
し
て
正
解
し
て
謬
ら
ざ
ら
し
」
む
る
こ
と
が

基
礎
に
な
る
と
い
ふ
考
へ
方
が
『
義
記
』
の
立
場
と
な
っ
て
ゐ
る
。
も
う
一
っ

の
讀
み
方
は
「
大
乗
よ
り
の
正
信
」
で
あ
り
、
「
正
信
」
の
生
ず
る
源
は
「
大

乗
」
自
膿
に
あ
る
と
考
へ
る
場
合
で
あ
る
。
郎
ち
、
大
乗
に
封
す
る
正
信
ほ
輩

に
衆
生
の
側
か
ら
の
努
力
だ
け
で
は
起
し
得
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
が
「
大
乗
の
側

か
ら
生
じ
た
信
」
で
あ
り
、
そ
の
故
に
「
大
乗
に
賜
す
る
信
」
で
あ
っ
て
始
め

て
衆
生
は
正
信
に
相
應
し
、
正
信
に
包
ま
れ
得
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
場
合
に

は
「
正
信
」
の
捷
ひ
手
は
嘗
然
「
大
乗
」
自
膿
の
側
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

『
義
記
』
に
お
い
て
も
「
起
は
衰
起
の
謂
な
り
、
本
覺
内
に
薫
ず
る
こ
と
有
る

を
以
て
因
と
為
し
、
…
…
薫
用
大
な
る
を
縁
と
為
し
、
此
の
勝
境
に
於
て
希
有

ー

造

論

の

因

縁
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の
信
を
稜
し
、
能
く
心
を
浄
め
し
め
、
水
清
珠
の
如
し
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
ご

と
く
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
か
く
し
て
「
大
乗
」
と
「
正
信
」
と
の
開
に
は
相

更
に
「
序
文
」
第
三
偶
に
お
い
て
、
「
起
信
」
の
前
提
條
件
と
し
て
「
除
疑

捨
邪
執
」
と
い
ふ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
智
旭
は
こ
の
「
疑
」
を
「
一
心

(
2
)
 

箕
如
生
減
寅
理
事
の
中
に
於
て
、
猶
豫
し
て
了
せ
ざ
る
」
こ
と
と
名
づ
け
、
ま

た
「
邪
執
」
を
「
無
我
如
末
之
蔵
に
於
て
、
妄
に
人
我
法
我
を
計
る
」
こ
と
と

説
明
し
、
こ
の
や
う
な
「
疑
が
除
か
れ
、
執
が
去
る
」
と
い
ふ
條
件
が
充
さ
れ

「
則
ち
正
信
自
ら
起
る
」
と
強
調
し
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
序
文
」
に
お
い
て
は
「
起
大
乗
正
信
」
を
掲
げ
た
第
三
偶

に
先
立
つ
て
、
「
最
勝
業
の
循
知
に
し
て
、
色
無
擬
自
在
な
る
救
世
の
大
悲

者
」
す
な
は
ち
身
口
意
の
三
業
に
お
い
て
完
全
な
る
佛
と
、
「
法
性
員
如
海
」

と
稲
へ
ら
れ
た
佛
身
の
餞
お
よ
び
「
無
量
の
功
徳
蔵
」
と
讃
へ
ら
れ
た
佛
身
の

相
を
兼
備
し
た
法
と
、
「
如
寅
修
を
行
ず
る
」
僧
と
い
ふ
、
盛
十
方
の
三
賓
に

蹄
命
す
る
「
蹄
敬
傷
」
が
唱
へ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
乗
の
正
信
の
向
ふ
べ

き
封
象
も
し
く
は
内
容
が
具
慢
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

以
上
の
や
う
に
三
つ
の
事
柄
が
示
さ
れ
た
の
を
踏
ま
へ
た
上
で
、
第
三
偶
に

お
い
て
『
大
乗
起
信
論
』
と
い
ふ
標
題
を
掲
げ
た
こ
の
論
書
の
中
心
課
題
で
あ

る
「
起
大
乗
正
信
」
と
い
ふ
一
句
が
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

但
し
新
繹
に
お
い
て
ほ
、
「
序
文
」
で
は
単
に
「
起
信
」
と
の
み
示
し
、
つ
づ

く
「
登
起
序
」
に
入
っ
て
「
大
乗
の
浄
信
を
稜
起
し
」
と
説
明
し
直
さ
れ
て
ゐ

る
。
さ
て
「
起
大
乗
正
信
」
を
偲
統
的
な
讀
み
方
に
順
つ
て
「
大
乗
の
正
信
を

れ
ば
、

互
に
主
と
な
り
客
と
な
り
合
ふ
開
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
稜
起
序
」
に
眼
を
擬
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

起
し
」
と
解
す
る
と
、
正
信
を
起
す
主
證
は
「
除
疑
捨
邪
執
」
せ
る
衆
生
と
考

へ
ら
れ
、
「
大
乗
」
は
そ
の
客
髄
に
比
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
本
論
書

の
標
題
と
な
っ
て
ゐ
る
「
大
乗
起
信
」
と
い
ふ
文
字
の
配
列
に
随
へ
ば
、
む
し

ろ
「
大
乗
が
信
を
起
す
」
と
受
取
る
方
が
漠
文
と
し
て
は
自
然
な
讀
み
方
と
考

へ
ら
れ
、
先
ほ
ど
述
べ
た
や
う
に
、
相
反
す
る
讀
み
方
の
閲
で
主
客
は
入
替
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
の
や
う
な
解
繹
の
縫
れ
合
ひ
を
念
頭
に
お
い
て

奮
繹
の
「
稜
起
序
」
に
お
け
る
「
有
法
能
起
」
や
、
こ
れ
に
相
應
す
る
新
繹

の
「
有
法
能
生
」
に
は
じ
ま
る
文
の
構
造
を
見
る
な
ら
ば
、
「
能
起
」
以
下
は

「
法
有
り
、
」
ま
た
は
「
法
の
…
…
す
る
有
り
」
と
い
ふ
宣
言
を
前
提
と
し
、

或
い
ほ
そ
れ
を
條
件
と
す
る
枠
組
の
中
に
嵌
込
ま
れ
て
ゐ
る
結
果
、
「
法
」
の

存
在
を
直
接
に
受
け
て
「
能
起
」
以
下
が
走
り
出
し
て
ゐ
る
と
解
す
る
限
り
、

「
能
起
」
ま
た
は
「
能
生
」
の
主
髄
が
「
法
」
と
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
と
い
へ
よ
う
。
し
か
も
「
是
故
應
脱
」
と
い
ふ
句
で
「
稜
起
序
」
を
締
括

っ
た
の
ち
に
、
「
五
分
」
よ
り
な
る
『
起
信
論
』
の
本
論
が
客
観
的
な
敦
説
の

髄
裁
を
と
つ
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
文
面
か
ら
判
断
す
る
限
り
、

「
稜
起
序
」
に
お
い
て
は
「
大
乗
」
が
能
動
で
「
起
信
」
が
所
動
と
位
置
づ
け

ら
れ
、
ま
た
「
大
乗
」
が
髄
（
相
を
含
む
）
で
「
起
信
」
が
用
と
固
ま
つ
て
ゐ

て
、
雨
者
の
闘
係
は
非
可
逆
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
相
互
に
轄
入
し
合
ふ
や
う

な
柔
軟
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な

が
ら
「
正
宗
分
」
す
な
は
ち
本
論
の
「
第
二
段
立
義
分
」
に
到
る
と
、
「
摩

詞
術
」
が
「
法
」
と
「
義
」
ー
ー
新
繹
で
は
「
有
法
」
と
「
法
」
ー
の
二
種

九



に
分
け
ら
れ
、

に
よ
っ
て
、

お
き
た
い
。
但
し
『
起
信
論
』
の
テ
ク
ス
ト
全
證
に
亘
つ
て
周
到
な
考
察
を
行

ふ
た
め
に
ほ
別
に
論
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
、

記
』
と
『
裂
網
疎
』
に
お
い
て
『
大
乗
起
信
論
』
と
い
ふ
題
琥
を
一
字
毎
に
解

説
し
て
ゐ
る
箇
所
を
紹
介
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
い
。

『
大
乗
起
信
論
』
ー
ー
造
論
の
因
縁

こ
こ
で
は

『義

相
入
し
合
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
明
敏
な
る
智
旭
ほ
こ
の
貼
を
見
失
ほ
せ
な
い

や
う
に
す
る
た
め
に
、
既
に
第
四
節
に
お
い
て
詳
述
し
た
や
う
に
、

と
ほ
•
…
・
・
一
切
の
衆
生
心
を
指
す
な
り
」
と
い
ふ
注
繹
を
加
へ
た
の
で
あ
ら
う
。

こ
の
や
う
に
員
如
の
法
が
「
衆
生
心
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
決
定
さ
れ
た
こ
と

「
法
有
り
」
と
言
ほ
れ
て
ゐ
る
の
ほ
決
し
て
法
を
賓
在
と
し
て
措

定
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
言
句
を
組
合
せ
た
敦
説
と
し
て
差
別
相
を

含
ん
だ
形
で
表
現
さ
れ
た
法
ほ
衆
生
を
不
覺
か
ら
覺
へ
導
く
た
め
の
方
便
と
し

て
仮
に
立
て
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
判
然
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
登
起
序
」
に
お
い
て
は
、
梁
本
た
る
と
唐
本
た
る
の
園
別

な
く
、
法
の
能
起
を
受
取
る
も
の
が
「
大
乗
の
信
」
と
は
語
ら
れ
て
を
ら
ず
、

「
摩
詞
術
」
ま
た
ほ
「
大
乗
」
の
「
信
根
」
と
い
ふ
耳
慣
れ
な
い
用
語
が
使
は

れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
「
信
根
」
の
語
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
て
『
起
信
論
』
に
お
け
る
「
信
」
の
意
味
を
振
返
つ
て

「
法
有
り

「
法
と
は
衆
生
心
な
り
。
是
の
心
は
一
切
の
世
閲
法
と
出
世
閲

法
と
を
振
す
」
と
端
的
な
形
で
示
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
捩
所
と
す
る
な
ら
ば
、

能
起
と
し
て
の
「
大
乗
」
と
所
起
と
し
て
の
「
起
信
」
と
は
と
も
に
齊
し
く
如

来
蔵
な
る
衆
生
心
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
た
と
い
能
起
の
主
髄

と
な
る
の
は
大
乗
の
法
と
さ
れ
て
も
、
そ
の
「
法
」
が
「
起
信
」
と
互
に
相
郎

九

ら
か
な
放
能
を
深
く
信
じ
て
員
如
の
世
界
へ
の
願
望
を
懐
く
こ
と
で
あ
り
、
そ

『
義
記
』
元
緑
版
巻
上
二
十
五
裏
、
大
正
蔵
経
四
四
巻
二
四
五
頁
下
段

『
起
信
裂
網
疎
』
延
賓
版
巻
一
、
十
三
裏

『
義
記
』
に
お
い
て
ほ
、
先
に
引
用
し
た
「
起
」
字
の
繹
文
に
引
き
つ
づ
い

て
、
「
信
」
と
は
「
心
浄
」
の
謂
な
る
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
に
、
さ
ら
に
次
の

(
1
)
 

や
う
に
脱
か
れ
て
ゐ
る
。
ま
づ
「
唯
識
の
論
」
か
ら
「
信
の
別
は
三
有
り
」
と

い
ふ
句
を
引
い
て
、
信
心
の
段
階
を
次
の
や
う
に
三
つ
に
分
け
て
ゐ
る
。

「
一
に
ほ
質
有
を
信
ず
。
謂
く
、
諸
法
の
寅
の
事
と
理
の
中
に
於
て
、
深
く

信
忍
す
る
が
故
に
。
二
に
は
有
徳
を
信
ず
。
謂
く
、
三
賓
の
員
浄
の
徳
の
中

に
於
て
、
深
く
信
楽
す
る
が
故
に
。
三
に
有
能
を
信
ず
。
謂
<
、

と
出
世
の
善
に
於
て
、
深
く
多
く
の
力
有
り
て
、
能
＜
得
し
、
能
く
成
ぜ
ん

(
2
)
 

こ
と
を
信
じ
て
、
希
望
を
起
す
が
故
に
」
。

第
一
段
階
の
「
信
忍
」
と
は
「
諸
法
の
賓
の
事
と
理
」
す
な
は
ち
現
賓
世
界

に
お
い
て
賀
在
す
る
事
と
理
の
唯
中
に
衆
生
が
身
を
置
き
な
が
ら
、
そ
の
員
賓

相
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
く
確
信
を
懐
く
こ
と
を
指
し
て
ゐ
る
。
中

村
元
『
佛
敦
語
大
僻
典
』
に
よ
れ
ば
「
信
忍
」
と
は
「
員
理
を
確
信
す
る
こ

と
」
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
大
乗
の
法
を
依
り
所
と
し
て
現
賓
界
に
到
す

る
正
し
い
認
識
に
到
逹
す
る
こ
と
が
因
と
な
っ
て
第
二
の
信
が
起
る
こ
と
に
な

る
。
第
二
段
階
の
「
信
榮
」
と
は
佛
法
僧
の
三
賓
に
そ
な
は
つ
て
ゐ
る
員
に
浄

の
結
果
が
第
三
段
階
に
轄
ず
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
段
階
は
主
と
し
て
出
世
開

一
切
の
世

(

1

)

 

(

2

)
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の
方
向
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
員
如
へ
の
確
信
を
意
味
し
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
に

反
し
て
「
有
能
」
へ
の
信
と
は
、
世
閲
と
出
世
閲
の
双
方
に
わ
た
つ
て
あ
ら
ゆ

一
切
の
凡
夫
や
菩
薩
に
自
ら
の
善
を
成
就

す
る
能
力
が
具
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
汚
濁
の

無
明
で
さ
へ
も
清
浄
と
な
り
う
る
と
い
ふ
希
望
が
湧
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
や

う
な
信
と
は
お
そ
ら
く
世
閲
と
出
世
閲
、
凡
夫
と
菩
薩
と
の
差
別
を
超
え
た
と

こ
ろ
で
生
ず
る
信
を
指
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
以
上
の
三
種
の
信
は
い
づ

れ
も
何
か
を
確
信
す
る
と
い
ふ
仕
方
で
生
ず
る
が
、
衆
生
心
が
澄
浄
と
な
っ
て

ゆ
く
段
階
の
異
な
る
に
應
じ
て
三
種
の
別
が
現
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

「
唯
識
の
論
」
が
引
か
れ
た
の
に
つ
づ
い
て
、
更
に
「
梁
の
振
論
」
に
お
い

て
説
か
れ
た
「
三
種
」
の
信
が
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
梁
の
振
論
」
と
は
や
は

り
員
諦
に
よ
っ
て
漢
繹
さ
れ
た
、
唯
識
振
の
な
か
で
最
も
重
要
な
論
書
と
さ
れ

る
『
振
大
乗
論
』
を
依
り
所
と
し
て
、
員
諦
の
門
人
た
ち
が
相
承
し
た
一
派
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

「
一
に
貢
有
を
信
ず
。
自
性
住
佛
性
（
の
ゆ
ゑ
に
）
。
二
に
可
得
を
信
ず
。
引

出
佛
性
の
故
に
。
三
に
無
窮
の
功
徳
を
信
ず
。
至
得
果
佛
性
（
の
ゆ
ゑ
に
）
」
。

と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
信
の
三
段
階
に
三
種
の
名
稲
を
冠
し
た
佛
性
が
そ
れ

ぞ
れ
配
嘗
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
貼
の
瞼
討
か
ら
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

宇
井
伯
壽
監
修
『
コ
ン
サ
イ
ス
佛
敦
辟
典
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
種
の
佛

性
は
線
稲
し
て
「
三
佛
性
」
と
い
は
れ
、
「
常
住
不
愛
の
佛
性
に
於
て
、
他
の

修
證
の
為
に
三
義
を
分
ち
た
る
も
の
」
と
一
括
し
て
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
「
1
、

自
性
住
佛
性
、
一
切
衆
生
本
有
の
自
性
に
し
て
常
住
な
る
も
の
。
三
悪
の
衆
生

る
善
と
係
り
合
ふ
こ
と
に
お
い
て
、

は
唯
此
一
を
具
す
る
の
み
。

2
、
引
出
佛
性
、
修
行
の
功
に
依
り
本
有
の
佛
性

が
漸
く
引
出
せ
ら
る
る
も
の
。
三
乗
の
行
人
之
を
具
す
。

3
、
至
得
果
佛
性
、

修
行
の
因
満
ち
て
本
有
の
佛
性
が
了
了
に
顕
稜
し
た
る
も
の
。
郎
ち
諸
佛
の
佛

性
な
り
。
」
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
依
り
所
と
し
て
先
ほ
ど
の
「
梁
の

揖
論
」
か
ら
の
引
用
を
振
返
る
こ
と
に
す
る
。

ま
づ
第
一
段
階
の
寅
有
、
す
な
は
ち
煩
悩
の
到
象
と
な
る
現
賓
的
存
在
者
に

到
す
る
信
念
は
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
と
い
ふ
三
悪
趣
に
住
ん
で
ゐ
て
、
未
だ

稜
心
す
る
こ
と
も
な
く
、
不
覺
に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
な
衆
生
で
さ
へ
も
攘

い
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
迷
妄
の
内
に
在
る
衆
生
に
も
佛

性
は
生
得
的
な
自
性
と
し
て
具
備
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
契

機
と
な
っ
て
第
二
種
の
信
に
移
行
し
う
る
の
で
あ
る
。
第
二
段
階
の
「
可
得
」

へ
の
信
は
、
聾
聞
乗
で
あ
れ
縁
覺
乗
で
あ
れ
、
ま
た
菩
薩
乗
（
大
乗
）
で
あ
ら

う
と
、
稜
心
し
て
本
来
の
佛
性
を
引
出
す
こ
と
を
目
指
す
修
行
者
に
具
つ
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
修
行
に
よ
る
「
可
得
」
、
す
な
は
ち
員

如
の
認
識
に
到
逹
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
へ
の
確
信
を
意
味
す
る
と
考
へ
ら
れ
よ

う
。
第
三
段
階
の
「
無
窮
の
功
徳
」
へ
の
確
信
と
は
、
修
行
を
完
成
し
た
結
果

と
し
て
、
佛
地
に
到
逹
せ
る
覺
者
に
お
い
て
褻
現
し
た
「
至
得
果
佛
性
」
か
ら

生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
「
無
窮
の
功
徳
」
は
如
来
の
無
擬
自
在
の
用
と
し
て
働

く
ゆ
ゑ
に
、
衆
生
心
が
佛
地
と
無
差
別
と
な
り
、
衆
生
自
身
も
自
在
に
行
ず
る

と
こ
ろ
に
ま
で
進
み
得
て
、
始
め
て
第
三
種
の
確
信
に
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
ぺ
た
ご
と
く
、
『
義
記
』
は
衆
生
心
の
三
段
階
に
應
じ
て
、
信
を
三

種
に
分
け
て
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
榮
欲
す
る
封
象
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
も
、

九
四



こ
の
や
う
に
題
琥
の
内
の
「
信
」
を
め
ぐ
つ
て
、
衆
生
心
の
信
に
焦
貼
を
合

せ
て
法
蔵
と
智
旭
が
綿
密
な
注
繹
を
行
っ
た
が
、
『
起
信
論
』
の
本
文
に
お
い

て
は
、
「
第
三
段
解
繹
分
」
の
「
第
三
章
分
別
稜
趣
道
相
」
の
と
こ
ろ
で
、

正
定
豪
に
入
っ
た
菩
薩
の
懐
く
「
信
心
」
が
説
か
れ
た
後
に
、

行
信
心
分
」
に
お
い
て
「
未
だ
正
定
に
入
ら
ざ
る
衆
生
に
依
る
が
故
に
、
信
心

を
修
行
す
る
こ
と
を
説
く
」
た
め
に
、
信
心
に
四
種
あ
る
こ
と
を
次
の
や
う
に

論
じ
て
ゐ
る
。

「
一
に
は
、
根
本
を
信
ず
。
謂
ふ
所
は
、
員
如
の
法
を
築
念
す
る
が
故
に
。

ニ
に
は
、
佛
に
無
量
の
功
穂
有
り
と
信
ず
。
常
に
念
じ
て
親
近
し
、
供
養
し
、

恭
敬
し
て
、
善
根
を
稜
起
し
、
一
切
智
を
願
求
す
る
が
故
に
。
三
に
は
、
法

に
大
利
益
有
り
と
信
ず
。
常
に
念
じ
て
諸
の
波
羅
蜜
を
修
行
す
る
が
故
に
。

四
に
は
、
僧
能
く
正
し
く
自
利
利
他
を
修
行
す
と
信
ず
。
常
に
榮
う
て
諸
の

菩
薩
衆
に
親
近
し
、
如
寅
の
行
を
學
せ
ん
と
求
む
る
が
故
に
。
」
と
。

こ
こ
で
説
か
れ
て
ゐ
る
信
は
唯
識
で
示
さ
れ
た
一
一
一
種
の
信
の
内
で
第
二
段
階
の

「
可
得
」
へ
の
信
に
嘗
り
、
布
施
、
持
戒
、
忍
犀
、
精
進
、
定
慧
の
五
段
階
に

『
大
乗
起
信
論
』
ー
|
造
論
の
因
縁

「
第
四
段

修

信
が
す
べ
て
の
行
為
を
稜
現
す
る
本
源
と
な
っ
て
貫
い
て
を
り
、
し
た
が
つ
て

そ
れ
が
「
行
の
本
」
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
そ
れ
を
「
道
の
源
、
功
徳
の

母
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

更
に
『
裂
網
疎
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
や
う
な
詳
細
を
見
渡
す
に
先
立
つ
て
、

信
を
「
唯
識
論
に
撼
る
に
、
諸
の
善
心
所
の
中
に
於
て
、
最
も
上
首
と
為
す
。

謂
く
、
賓
と
徳
と
能
と
に
於
て
、
深
忍
榮
欲
し
、
心
浄
を
性
と
為
し
、
不
信
を

(3) 

封
治
し
て
、
築
善
を
業
と
為
す
」
と
綜
括
し
て
ゐ
る
。

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

七

九
五

『
義
記
』
に
お
い
て
、
信
根
を
説
明
す
る

念
根
、

定

分
れ
て
修
行
す
る
衆
生
心
に
共
通
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
衆
生
か
ら
は
懸
絶
し
た

根
本
の
員
如
と
佛
法
僧
の
三
賓
と
を
封
象
と
し
て
仰
ぐ
如
き
「
信
」
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
、
『
起
信
論
』
に
お
け
る
「
信
」
の
概
念
に
つ
い
て

は
一
往
明
か
に
な
っ
た
と
思
は
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
本
に
し
て
、
更
に
「
信
根
」

へ
と
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

竹
村
牧
男
著
『
大
乗
起
信
論
讀
繹
』
二

0
頁
ー
ニ
ー
頁

『
義
記
』
元
緑
版
上
巻
二
十
五
裏
、
大
正
蔵
経
四
四
巻
二
四
五
頁
下
段

『
裂
網
疎
』
延
賓
版
巻
一
、
六
裏

中
村
元
『
佛
敦
語
大
辟
典
』
に
よ
れ
ば
、
信
根
と
は
精
進
根
、

根
、
慧
根
と
と
も
に
「
解
脱
に
至
る
た
め
の
五
つ
の
力
、
ま
た
能
力
。
さ
と
り

を
得
る
た
め
の
五
つ
の
機
能
」
を
指
す
「
五
根
」
も
し
く
は
「
五
勝
根
」
の
一

っ
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。

「
根
」
と
い
ふ
文
字
は
、
佛
敦
用
語
と
し
て
は
、
草
木

の
根
が
植
物
髄
の
地
上
部
を
成
長
稜
展
さ
せ
、
幹
を
張
り
、
枝
葉
を
生
じ
て
繁

茂
さ
せ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
「
機
闘
、
能
力
」
と
い
ふ
意
味
を
も
っ
た

'
i
n
d
r
i
y
a
'
 
の
繹
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
衆
生
心
の
内
に

生
じ
た
信
を
単
に
一
時
的
な
所
得
と
受
取
っ
て
や
が
て
見
失
ふ
結
果
に
陥
ら
ず

に
、
し
つ
か
り
と
保
持
し
て
心
に
根
づ
か
せ
、
心
性
に
習
慣
づ
け
、
更
に
そ
れ

を
成
長
稜
展
さ
せ
て
一
段
と
高
い
位
階
へ
と
導
い
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る

能
力
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



(
1
)
 

「
信
濡
し
、
住
に
入
る
ほ
、
根
を
成
し
、
退
せ
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て

ゐ
る
の
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。

『
義
記
』
は
更
に
こ
れ
に
引
績
い
て
、
根
に
二
通
り
あ
る
こ
と
に
燭
れ
て
、

「
根
に

1

一
義
有
り
。
一
に
能
持
の
義
、
謂
く
、
自
分
を
失
は
ず
。
二
に
生
後
の

義
、
謂
く
、
勝
進
上
求
す
。
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
「
能
持
」
と
は
通
常
は
「
受

戒
者
が
戒
を
受
持
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
が
、
法
蔵
は
「
自
分
」
す
な
は
ち

自
ら
の
分
と
し
て
受
取
っ
た
員
如
へ
の
信
を
根
づ
か
せ
、
維
持
し
て
失
は
な
い

こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
ゐ
る
の
で
、
記
憶
力
を
意
味
す
る
陀
羅
尼
の
別
稲
で

は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
漢
繹
で
は
陀
羅
尼
に
封
し
て
は
通
常
「
線
持
」
と
い

ふ
繹
語
が
嘗
て
ら
れ
て
を
り
、
継
文
を
聴
聞
し
、
そ
の
理
を
思
惟
し
、
更
に
禰

定
を
修
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
慧
を
揖
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
員
如
の
智
慧
を
保

持
し
、
散
逸
さ
せ
な
い
や
う
に
努
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
第
二
の

「
生
後
」
と
は
基
本
的
な
用
語
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
も

の
ら
し
い
が
、
法
蔵
ほ
こ
れ
に
「
勝
進
上
求
す
」
と
説
明
を
加
へ
て
ゐ
る
。

「
勝
進
」
と
ほ
修
行
者
が
す
ぐ
れ
た
境
涯
に
向
つ
て
進
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
り
、

「
上
求
」
と
は
上
を
目
指
し
て
菩
提
な
ど
高
い
境
地
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
朦
で
あ
れ
ば
「
向
上
一
路
」
が
こ
れ
に
相
嘗
す
る
と
い
へ
よ
う
。

更
に
『
裂
網
疎
』
に
お
い
て
ほ
、
「
諸
の
衆
生
を
し
て
、
聞
思
修
の
三
慧
を

生
ぜ
し
め
、
乃
至
究
覚
し
て
成
佛
せ
し
む
る
。
名
づ
け
て
大
乗
の
信
根
と
為

(
2
)
 

す
」
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

「
究
党
し
て
成
佛
せ
し
む
る
」
と
い
ふ
こ
と
が

ほ
つ
き
り
出
さ
れ
て
ゐ
る
貼
で
『
義
記
』
よ
り
も
更
に
徹
底
さ
れ
て
ゐ
る
。
以

上
の
検
討
に
よ
っ
て
「
信
根
」
の
義
は
大
證
明
か
に
な
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る

た
め
に
、

ら
な
い
。

が
、
か
か
る
「
信
根
を
起
す
」
も
の
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

竹
村
牧
男
は
『
起
信
論
』
に
お
け
る
信
根
を
敦
理
證
系
に
部
し
て
検
討
す
る

(3) 

こ
と
を
試
み
、
大
略
次
の
や
う
に
迦
べ
て
ゐ
る
。
菩
薩
の
修
行
階
程
ほ
十
信
、

十
住
に
は
じ
ま
り
、
十
行
、
十
廻
向
、
十
地
と
踏
ん
で
等
覺
、
妙
覺
に
到
つ
て

完
了
す
る
全
部
で
五
十
二
位
の
階
程
と
し
て
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
内
、
最

初
の
十
信
は
凡
位
と
見
傲
さ
れ
、
未
だ
大
乗
の
菩
薩
と
し
て
不
退
轄
の
域
に
逹

し
て
ゐ
な
い
の
で
不
定
豪
と
呼
ば
れ
る
が
、
十
住
よ
り
後
の
階
位
は
信
が
根
を

張
り
、
菩
薩
と
し
て
ほ
不
退
轄
の
域
に
ま
で
進
ん
だ
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
、
正

定
豪
と
し
て
扱
は
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
五
十
二
位
の
階
程
と
照
ら
し
合
せ
る
と
、

衆
生
心
に
信
が
形
成
さ
れ
る
に
嘗
つ
て
信
根
を
起
す
と
い
ふ
こ
と
が
及
ぶ
範
園

は
、
初
心
の
菩
薩
の
段
階
で
あ
る
十
信
の
位
を
洞
足
し
て
、
更
に
員
如
の
空
理

に
安
住
し
う
る
十
住
位
の
最
初
の
位
に
嘗
る
稜
心
位
に
引
上
げ
ら
れ
る
ま
で
で

あ
り
、
不
定
豪
の
段
階
に
纏
綿
す
る
迷
妄
を
拭
去
つ
て
、
正
定
豪
の
位
に
仲
閲

入
り
す
る
こ
と
を
得
る
ま
で
の
階
梯
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
や

う
に
「
信
根
」
の
意
義
を
「
信
」
と
封
比
し
て
捉
へ
る
な
ら
ば
、
本
論
書
の
作

者
が
衆
生
心
に
植
ゑ
つ
け
よ
う
と
し
た
の
は
大
乗
へ
の
輩
な
る
信
に
と
ど
ま
ら

ず
、
信
根
を
起
す
こ
と
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
が
い
か
な
る
悲
願
よ
り
稜
し
て

ゐ
た
か
は
自
ら
明
白
と
な
る
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
か
か
る
「
信
根
を
起
す
」

も
の
ほ
員
如
に
よ
る
衆
生
心
へ
の
絶
え
ざ
る
浮
薫
習
と
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な

さ
て
黒
習
と
い
ふ
こ
と
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
根
に
そ
な
は
る
「
能
持
の

義
」
か
ら
「
生
後
の
義
」
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
信

九
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根
を
起
さ
れ
た
衆
生
が
信
心
を
貫
い
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
迷
妄
か
ら
自
己
を
無

分
別
知
へ
と
導
き
、
不
覺
の
唯
中
か
ら
覺
を
生
じ
さ
せ
る
錯
誤
に
み
ち
た
長
い

過
程
を
辿
つ
て
ゆ
く
衆
生
心
に
、
員
如
へ
の
楽
欲
を
絶
え
ず
維
持
さ
せ
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
『
起
信
論
』
の
中
櫃
部
を
占
め
て
ゐ
る
「
第
三

段
解
繹
分
」
の
「
心
生
減
門
」
に
お
い
て
、
淫
法
に
依
る
黒
習
と
い
ふ
こ
と

が
大
き
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

『
義
記
』
に
お
い
て
は
、
根
の
「
能
持
」
と
「
生
後
」
に
つ
い
て
語
っ
た
の

に
引
績
い
て
、
衆
生
心
に
お
け
る
根
と
信
の
有
無
の
組
合
せ
を
四
通
り
に
分
け

て
、
次
の
や
う
に
説
い
て
ゐ
る
。

「
一
に
、
信
有
り
て
根
無
き
、
謂
く
、
他
言
に
随
つ
て
信
ず
。

1

一
に
、
是
根

に
し
て
、
信
に
非
ず
、
謂
く
、
餘
の
慧
根
等
な
り
。
―
―
―
に
、
亦
た
信
、
亦
た

根
、
謂
く
、
此
の
中
に
辮
ず
る
所
の
理
を
見
て
信
を
成
ず
る
等
な
り
。
四
に
、

信
に
非
ず
、
根
に
非
ず
、
謂
く
、
所
餘
の
法
な
り
。
」
と
。

一
は
、
信
根
な
き
信
が
「
自
分
」
を
鋏
き
、
箪
な
る
他
律
に
服
す
る
根
無
し
草

で
あ
っ
て
、
不
定
棗
を
脱
し
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
二
は
、
根
は
そ
な

は
つ
て
ゐ
る
が
、
箪
な
る
可
能
態
に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
て
、
信
を
育
て
る
に
到
つ

て
ゐ
な
い
情
態
で
あ
り
、
解
脱
に
い
た
る
た
め
に
授
け
ら
れ
た
五
つ
の
能
力
の

内
、
ほ
か
の
四
つ
の
根
の
い
づ
れ
か
に
依
つ
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
。
―
―
―
は
、
信

と
根
の
双
方
を
兼
備
し
て
ゐ
る
場
合
で
、
『
起
信
論
』
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
ゐ

る
理
法
を
深
く
理
解
し
て
、
員
如
の
智
慧
を
習
得
し
、
絶
え
ず
保
持
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
菩
薩
の
階
程
を
昇
つ
て
ゆ
く
如
き
確
固
た
る
信
を
指
す
。
四
ほ
、
根

も
信
も
鋏
い
て
ゐ
て
、
佛
法
以
外
の
邪
道
に
趨
る
邪
定
豪
を
指
す
。
し
た
が
つ

『
大
乗
起
信
論
』
ー
—
造
論
の
因
縁

九
七

ゐ
る
。
法
を
説
く
べ
き
相
手
と
な
る
衆
生
の
根
機
が
多
様
で
あ
る
場
合
に
は
、

て
大
乗
の
「
信
根
を
起
す
」
こ
と
が
こ
の
第
三
の
場
合
に
相
嘗
す
る
こ
と
は
明

か
で
あ
ら
う
。

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

『
義
記
』
元
腺
版
上
巻
一
―
-
+
―
-
＿
裏
、
大
正
蔵
経
四
四
巻
二
四
八
頁
下
段

『
裂
網
疏
』
延
賓
版
巻
一
、
十
四
裏

竹
村
牧
男
『
大
乗
起
信
論
讀
繹
』
六
五
頁
i
六
六
頁

『
起
信
論
』
造
論
の
根
本
趣
旨
を
究
明
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
「
有
法
、

起
摩
阿
術
信
根
」
と
い
ふ
形
で
提
示
さ
れ
た
「
稜
起
序
」
を
考
察
し
て
き
た
が
、

造
論
の
理
由
ほ
更
に
本
論
の
「
第
一
段
因
縁
分
」
に
承
け
織
が
れ
て
ゐ
る
。

そ
こ
で
は
衆
生
に
お
け
る
根
機
の
差
異
と
繹
奪
以
後
の
信
心
形
態
の
菱
遷
の
歴

史
と
い
ふ
二
つ
の
観
貼
か
ら
細
か
く
系
統
立
て
て
説
明
さ
れ
、
「
如
末
根
本
之

義
」
を
「
継
揖
」
せ
ん
と
す
る
『
起
信
論
』
が
學
術
的
性
格
の
強
い
論
書
と
し

て
述
作
さ
れ
た
理
由
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
ま
づ
そ
の
枠
組
を
明
か
に
し
て

お
き
た
い
。

因
縁
と
い
ふ
語
は
縁
起
と
同
じ
く
、
佛
敦
に
お
い
て
は
一
般
に
存
在
者
全
髄

の
存
在
形
態
と
存
在
の
根
本
的
原
因
を
指
す
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

(
1
)
 

こ
の
「
因
縁
分
」
と
い
ふ
名
稲
に
お
い
て
は
「
理
由
」
と
い
ふ
意
味
で
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
「
因
縁
分
」
の
前
半
で
は
造
論
の
因

縁
と
し
て
は
八
種
あ
る
こ
と
が
陳
述
さ
れ
た
上
で
、
『
起
信
論
』
に
お
け
る
説

法
の
形
態
が
所
謂
到
機
説
法
の
形
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
事
情
を
明
か
に
し
て

八



一
人
一
人
の
衆
生
を
正
覺
に
導
く
べ
き
説
法
が
員
に
活
き
た
説
法
と
な
る
た
め

に
、
説
法
は
各
人
各
様
の
仕
方
で
行
は
れ
、
し
か
も
同
一
人
に
封
し
て
さ
へ
も

そ
の
都
度
異
な
っ
た
形
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
封
機
説
法

の
形
態
は
無
限
に
分
化
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
論
書
と
い
ふ

ジ
ャ
ン
ル
に
腸
す
る
一
冊
の
書
物
に
纏
め
る
た
め
に
一
定
の
類
型
化
が
必
要
と

な
る
。
そ
こ
で
「
因
縁
分
」
に
お
い
て
ほ
、
衆
生
心
が
善
根
を
成
熟
さ
せ
る
階

梯
を
七
つ
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
の
相
違
に
應
じ
た
仕
方
で
適
切
に

法
を
説
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
を
順
次
並
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一

つ
の
作
品
と
し
て
構
成
さ
れ
る
に
到
っ
た
継
過
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。

ま
づ
因
縁
の
第
一
は
「
縮
相
」
と
い
は
れ
、
次
の
二
つ
の
理
由
が
含
め
ら
れ

て
ゐ
る
。
一
っ
は
「
衆
生
を
し
て
一
切
の
苦
を
離
れ
て
、
究
覚
榮
を
得
し
め
ん

が
為
に
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
「
世
閲
の
名
利
恭
敬
を
求
む
る

に
非
ざ
る
が
故
に
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
苦
は
無
明
よ
り
も
た
ら
さ
れ
、
未

だ
員
如
を
覺
す
る
に
到
ら
な
い
衆
生
の
基
本
的
な
存
在
形
態
と
な
っ
て
ゐ
る
。

自
己
を
分
断
さ
せ
る
苦
を
厭
ひ
、
究
極
的
な
自
己
同
一
を
成
就
す
る
涅
槃
を
榮

ふ
の
は
す
べ
て
の
衆
生
に
共
通
し
た
課
題
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
ゑ
に
こ
の
第
一
因
縁
は
「
縮
相
」
の
地
位
に
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
し

か
し
な
が
ら
正
し
い
自
己
認
識
を
も
た
ず
、
そ
れ
故
に
不
覺
に
沈
流
す
る
凡
夫

が
自
力
を
以
て
究
覚
架
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
員
如
の
側
か
ら

絶
え
ず
芳
香
を
放
つ
て
、
員
如
へ
と
志
向
す
る
や
う
に
衆
生
心
を
習
慣
づ
け
る

(
2
)
 

こ
と
が
不
可
鋏
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
開
し
て
、
久
松
員
一
が
「
離
苦
得
架
」

は
「
員
如
の
用
大
、
涅
槃
の
不
住
性
に
因
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
世
閲
の

や
や
バ
ラ
ン
ス
を
鋏
い
て
ゐ
る
こ
と
に
な
ら
う
。

名
利
」
を
求
め
な
い
と
い
ふ
利
他
行
も
鼠
に
道
徳
的
な
こ
と
で
は
な
く
、

如
の
用
大
に
そ
の
根
披
を
持
」
つ
て
を
り
、
か
く
し
て
「
『
起
信
論
』
は
不
住

生
死
に
し
て
不
住
涅
槃
な
る
主
騰
の
造
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
説
い
て
ゐ
る
の

は
事
柄
の
員
髄
に
透
徹
し
た
解
繹
と
い
へ
よ
う
。

第
二
因
縁
以
降
の
七
つ
の
因
縁
は
「
別
相
」
と
も
い
は
れ
、
正
定
豪
に
位
す

る
菩
薩
か
ら
不
定
豪
の
衆
生
に
い
た
る
ま
で
の
機
根
の
相
違
に
應
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
説
法
の
形
態
が
工
夫
さ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
ゐ
る
。
ま
づ
第
二
因
縁

解
繹
分
」
の
内
で
「
顕
示
正
義
」
と
「
封
治

は
「
如
末
の
根
本
之
義
を
解
繹
し
て
、
諸
の
衆
生
を
し
て
正
解
せ
し
め
、
謬
ら

ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
」
と
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
は
「
第

立
義
分
」
と
「
第
三
段

邪
執
」
の
節
が
営
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
顕
示
正
義
」
の
箇
所
に
お
い
て
は
『
起

信
論
』
全
膿
の
中
で
も
っ
と
も
理
論
的
な
敦
説
で
あ
る
「
一
心
二
門
三
大
」
が

展
開
さ
れ
て
を
り
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
高
度
な
思
辮
は
正
定
豪
の
菩
薩
の
た
め

次
い
で
第
三
因
縁
は
「
善
根
成
熟
の
衆
生
」
を
相
手
に
し
て
、
「
摩
阿
術
の

法
に
堪
任
し
て
不
退
信
な
ら
し
め
る
為
の
故
」
で
あ
る
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
、
こ

れ
に
到
し
て
は
「
解
繹
分
」
の
「
分
別
稜
趣
道
相
」
が
嘗
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

更
に
「
善
根
微
少
の
衆
生
」
に
嘗
て
ら
れ
る
因
縁
と
し
て
は
、
第
四
か
ら
第

八
ま
で
の
五
つ
の
因
縁
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
『
起
信
論
』
に
お
い
て
こ
れ

に
相
営
す
る
箇
所
と
し
て
は
残
り
の
「
第
四
段
修
行
信
心
分
」
と
「
第
五
段

勘
修
利
盆
分
」
で
あ
り
、
こ
の
邊
り
は
機
根
の
園
分
と
本
論
の
構
成
と
の
閲
に

の
も
の
と
い
へ
よ
う
。

二
段

九
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『
大
乗
起
信
論
』
ー
—
造
論
の
因
縁

以
上
の
や
う
に
八
つ
の
因
縁
を
列
奉
し
て
、
造
論
に
は
「
別
相
」
と
し
て
示

さ
れ
た
七
つ
の
理
由
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
た
が
、
衆
生
の
側
に

お
け
る
善
根
の
成
熟
度
に
見
ら
れ
る
差
異
は
時
代
や
地
域
、
或
い
は
民
族
の
如

何
に
開
は
り
な
く
、
衆
生
の
自
己
認
識
の
過
程
を
反
映
し
て
現
れ
る
普
遍
的
な

差
別
相
と
見
傲
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
各
々
の
因
縁
は
衆

生
の
信
心
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
類
型
論
的
考
察
で
あ
り
、
機
根
の
異
な
る
に

應
じ
て
行
は
れ
た
説
法
が
併
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
づ
と
―
つ
の
髄
系

を
構
成
す
る
観
を
呈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
因
縁
分
」
の
後
半
は
、
こ
の
や
う
に
し
て
成
立
し
た
本
論
書
に
お
い
て
表

出
さ
れ
た
敦
説
が
賓
は
既
に
「
修
多
羅
」
す
な
は
ち
「
大
乗
経
」
の
中
で
十
分

に
脱
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
そ
れ
を
事
新
し
く
説
く
こ
と
に
一

髄
何
の
意
義
が
あ
る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
疑
問
に
到
し
て
、
歴
史
哲
學
的
な
見
地

か
ら
因
縁
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
て
ゐ
る
。
郎
ち
、
繹
尊
の
寂
減
以
後
よ
り
馬

鳴
に
候
託
し
た
作
者
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
退
行
の
一
途
を
辿
つ
て
き
た
宗

敦
心
の
菱
轄
を
回
顧
し
つ
つ
、
作
者
の
時
代
の
精
紳
的
情
況
を
展
望
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
造
論
の
因
縁
を
異
な
る
観
貼
か
ら
語
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る。
「
因
縁
分
」
の
後
半
に
お
い
て
は
、
作
者
は
正
像
末
的
歴
史
観
を
示
し
て
、

「
如
来
の
在
世
に
は
所
化
利
根
」
で
あ
っ
た
「
衆
生
の
根
行
」
が
時
代
が
降
る

毎
に
低
下
し
て
「
等
し
か
ら
ず
」
と
い
ふ
結
果
を
招
く
に
い
た
っ
た
と
判
定
し
、

如
末
減
後
の
衆
生
を
四
つ
の
型
に
分
け
、
如
末
か
ら
遠
ざ
か
る
に
し
た
が
つ
て

悪
化
す
る
と
考
え
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
馬
鳴
の
時
代
に
到
る
と
衆
生
か
ら
「
自

九
九

カ
」
す
な
は
ち
「
自
心
の
力
」
が
失
は
れ
た
結
果
、
「
廣
論
の
文
の
多
き
を
以

て
煩
と
な
し
、
心
に
縮
持
の
文
少
な
く
し
て
、
多
義
を
振
す
る
も
の
を
架
ひ
て
、

能
く
解
を
取
る
者
」
が
大
多
敷
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
自
分
で
罷
典
を
讀
ん
で
も

そ
の
数
へ
を
理
解
す
る
だ
け
の
「
智
力
が
無
く
」
、
論
文
の
助
け
が
必
要
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
も
長
大
な
論
文
は
讀
破
が
困
難
な
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
簡
略

に
し
て
、
し
か
も
内
容
豊
富
な
論
文
が
求
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
が
現
朕

(
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で
あ
る
た
め
に
、
「
文
義
の
二
持
無
し
」
と
『
義
記
』
で
断
ぜ
ら
れ
る
や
う
な

劣
根
の
衆
生
の
存
在
が
本
論
書
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
風
に
自
著
の
存

在
理
由
を
示
し
て
ゐ
る
。

「
如
来
の
在
世
」
す
な
は
ち
員
如
の
営
證
が
現
成
し
て
ゐ
た
時
節
に
あ
っ
て

は
、
「
佛
の
色
心
は
勝
れ
て
、
一
＿
音
に
無
邊
の
義
味
を
開
演
」
し
、
「
圃
昔
一

た
び
演
ぶ
れ
ば
異
類
等
し
く
解
し
」
て
、
「
大
乗
の
法
」
が
薇
は
れ
る
こ
と
は

そ
チ

ま
っ
た
く
な
く
、
し
た
が
つ
て
「
論
を
須
ゐ
」
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

反
し
て
、
始
元
の
時
か
ら
遠
く
隔
た
り
、
員
如
と
衆
生
と
の
本
来
的
な
か
か
は

り
が
影
を
ひ
そ
め
、
劣
機
に
溢
れ
た
末
法
の
世
に
あ
っ
て
は
、
始
元
的
に
員
如

を
思
惟
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
通
路
と
し
て
、
「
略
論
」
が
要
求
さ
れ
る
。

「
如
来
の
廣
大
深
法
の
無
邊
義
を
穂
振
」
す
る
こ
と
は
決
し
て
敷
多
の
鰹
典
や

浩
瀧
な
る
論
書
を
通
観
し
て
「
廣
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
少

文
」
乃
至
「
略
論
」
の
形
を
採
る
こ
と
こ
そ
望
ま
し
い
と
い
ふ
主
張
は
末
法
の

危
機
意
識
の
な
せ
る
業
と
思
は
れ
る
。

し
か
し
正
法
の
時
は
必
ず
し
も
「
如
来
在
世
」
の
時
と
限
る
必
要
は
な
く
、

ま
た
末
法
の
時
が
来
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
「
廣
説
を
怖
れ
」
る
の
を
待
っ
必



要
は
な
い
。
久
松
員
一
が
喝
破
す
る
如
く
、
「
正
造
末
の
機
は
何
時
の
時
代
に

(
4
)
 

も
あ
る
」
の
で
あ
り
、
「
佛
の
減
後
に
限
ら
ず
、
如
来
在
世
の
時
と
い
へ
ど
も
」

機
根
の
相
違
に
應
じ
て
末
機
も
現
れ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
逆

に
「
慎
如
現
成
の
時
が
正
法
の
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
な
ら
ば
、

「
今
日
に
て
も
、
員
如
三
昧
の
時
に
は
も
は
や
論
の
必
要
は
な
い
」
と
言
切
っ

て
ゐ
る
の
は
ま
こ
と
に
正
鵠
を
得
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
つ
て

「
因
縁
分
」
後
半
に
お
い
て
示
さ
れ
た
衆
生
に
お
け
る
「
根
行
」
退
化
の
四
つ

の
過
程
は
現
象
と
し
て
ほ
時
代
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
と
見
え
て
も
、
そ
の
員

相
に
お
い
て
は
む
し
ろ
員
如
に
よ
っ
て
妄
念
の
薫
習
を
試
み
よ
う
と
欲
す
る
超

歴
史
的
観
貼
か
ら
行
は
れ
た
宗
敦
心
の
類
型
化
な
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
見

地
に
立
つ
な
ら
ば
、
造
論
の
根
本
主
盟
は
も
は
や
馬
鳴
と
か
員
諦
と
い
っ
た
特

定
の
個
人
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
印
度
選
述
か
支
那
選
述
か
の
論
議

す
ら
既
に
意
味
を
喪
失
す
る
や
う
な
員
如
自
證
の
薫
習
に
あ
る
と
い
は
ね
ば
な

ら
ず
、
久
松
員
一
の
い
ふ
ご
と
く
、
『
起
信
論
』
の
造
論
は
「
理
論
を
縁
と
す

(
5
)
 

る
員
如
の
随
縁
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

(

1

)
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a
k
e
d
a
繹

(
T
h
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k
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n
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n
g
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w
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t
h
 c
o
m
、

m
e
n
t
a
r
y
 
b
y
 
Y
 oshito S• 

H
a
k
e
d
a
)

は
「
因
縁
分
」
を
「
執
筆
の
理
由
」

(
T
h
e
 R
e
a
s
o
n
s
 for 
Writing, p. 2
5
)

と
謁
し
て
を
り
、
大
拙
繹
で
は
「
こ

の
論
を
執
筆
す
る
た
め
の
誘
因
、
動
機
」

(
i
n
d
u
c
e
m
e
n
t
s
〔

to
write 
th is 

D
i
s
c
o
u
r
s
e〕
ー

p
.
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9
)

と
な
っ
て
ゐ
る
。

(

2

)

久
松
員
一
『
起
信
の
課
題
』
五
六
頁

(

3

)

『
義
記
』
元
禄
版
上
巻
三
十
七
裏
、
大
正
蔵
経
四
四
巻
二
五
0
頁
上
段

(

4

)

久
松
員
一
、
前
掲
書
五
八
頁

(

5

)

同
六
一
頁

1
0
0
 


