
「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

「
如
」
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
tatha
及
び
tathata
の
漢
訳
語
で
あ
る
。

tatha
と
は
「
そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
の
指
示
副
詞
で

あ
る
。
そ
し
て
tatha
に
ta
と
い
う
名
詞
語
尾
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
名
詞
化
さ
れ
た
も
の
が
tathata
で
あ
り
、
直
訳
す
れ
ば
「
そ

の
よ
う
で
あ
る
こ
と
•
も
の
・
状
態
・
人
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
な
原
義
を
持
つ
語
で
あ
り
な
が
ら
、
「
如
」
は

漢
訳
仏
典
に
お
い
て
非
常
に
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
今
回
は
こ
の
「
如
」
に
つ
い
て
、
二
つ
の
観
点

か
ら
考
察
し
た
い
。
二
章
で
は
如
来

tathagata
と
い
う
語
を
通
し
た
「
如
」

tatha
の
原
義
の
考
察
、
三
章
で
は
鈴
木
大
拙
の
般
若
思
想

を
通
し
た
「
如
」

tathata
の
考
察
を
行
う
。
諸
仏
の
呼
称
と
し
て
確
立
さ
れ
る
以
前
の
、
原
義
に
お
け
る
如
来
の
「
如
」
と
、
大
拙
の

『
般
若
経
』
思
想
に
お
け
る
「
如
」
と
は
、
一
脈
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
「
如
」
と
い
う
語
に
関
心
を
抱
い
た
き
っ
か
け
は
、
如
来
蔵
思
想
の
研
究
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
用
い
た
『
宝
性
論
』

と
『
仏
性
論
』
と
い
う
二
種
の
如
来
蔵
系
文
献
を
読
み
進
め
る
中
で
、
如
来
蔵
思
想
に
対
し
て
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
如
来
蔵
思

直
序
論

ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

に
関
す
る
一
考
察

末
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想
と
は
端
的
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
内
に
蔵
す
る
仏
性
を
根
拠
と
し
て
一
切
衆
生
の
成
仏
を
約
束
す
る
思
想
で
あ
る
。
「
一
切
衆

生
有
如
来
蔵
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
如
来
の
側
か
ら
説
か
れ
る
教
説
で
あ
り
、
凡
夫
は
そ
の
真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
1
)

と
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
凡
夫
が
仏
性
の
存
在
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
存
在
を
信
じ
て
修
行
し
、
結
果
的
に
悟
り
に
至
る
よ
り
他
に
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
如
来
蔵
思
想
は
「
信
」
に
重
き
を
置
く
思
想
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

如
来
蔵
思
想
の
大
ま
か
な
仕
組
み
は
今
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
凡
夫
の
身
か
ら
「
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
た
と
え
頭
で
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
こ
と
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
。
凡
夫
の
立
場
に
あ
り
な
が

ら
、
如
来
の
側
か
ら
説
か
れ
る
教
説
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
到
底
仏
性
を

認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
、
ま
た
社
会
の
方
が
は
る
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
如
来
蔵

思
想
に
対
す
る
私
的
な
疑
義
が
、
「
如
」
と
い
う
語
へ
と
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
仏
性
を
理
解
す
る
た
め
に
、
仏
性

に
代
わ
っ
て
仏
性
を
説
明
す
る
何
か
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
如
」
の
関
心
へ
と
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
如
」
の
意
味
は
「
そ
の
よ
う
に
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
指
示
語
で
あ
る
が
故
に
具
体
性
を
欠
い
て
お
り
、
真
理
を
語
る
に
は

抽
象
的
に
過
ぎ
る
感
も
あ
る
。
し
か
し
指
示
語
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
確
実
に
そ
こ
に

存
在
し
て
い
る
何
か
あ
る
も
の
、
も
し
く
は
あ
る
様
子
を
指
し
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
如
」
と
い
う
語
の
真
理
に
対
す
る

可
能
性
を
見
出
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ま
た
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
空
」
の
思
想
に
対
し
て
も
、
ど
こ
か
漠
然
と
了
解
し
難
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
生
減

の
相
の
下
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
体
的
な
自
性
は
無
く
、
そ
の
意
味
で
無
自
性
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
教
理
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
れ

を
踏
ま
え
た
上
で
、
目
の
前
に
実
在
す
る
も
の
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
今
ひ
と
つ
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
た
と
え
減
す
る

定
め
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
象
界
に
お
い
て
は
厳
然
と
目
の
前
に
在
る
の
で
あ
る
。
教
理
的
理
解
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
「
空
」
を
明
ら

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

三



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
鈴
木
大
拙
(
-
八
七

0
|
―
九
六
六
）
の
『
般
若
経
』
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
如
」
は
即
「
空
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
「
如
」
の
考
察
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
必
然
的
に
「
空
」
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
掴
め
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、

tathata
の
訳
語
の
変
遷
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
(2)0tathata
は
仏
教
伝
来
当
初
、
「
如
」
・
真
如
で
は

な
く
「
本
無
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
老
荘
思
想
の
「
無
」
を
媒
介
と
し
て
受
容
さ
れ
た
格
義
仏
教
的
な
訳
語
で
あ

る
。
し
か
し
元
来

tathata
は
、
上
記
の
指
示
副
詞
的
な
意
味
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
無
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
「
本
無
」
と
は
中
国
仏
教
に
お
け
る
意
訳
で
あ
る
。
「
本
無
」
と
意
訳
す
る
時
代
が
し
ば
ら
く
続
い
た
後
、

tathata
を
初
め
て
「
如
」
．

如
如
と
訳
し
た
の
は
曹
魏
の
康
僧
鎧
（
生
没
年
未
詳
）
に
よ
る
『
無
量
寿
経
』
（
二
五
二
訳
出
）
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

『
無
量
寿
経
』
の
二
五
二
年
と
い
う
訳
出
年
代
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
が
、
無
叉
羅
に
よ
る
『
放
光
般
若
経
』
（
二
九
一
訳
出
）
に
も

「
如
」
の
語
が
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
一
方
で
は
「
本
無
」
、
他
方
で
は
「
如
」
を
用
い
た
如
如
・
如
相
・
大
如
・
真
如
な
ど
の
語

が
入
り
乱
れ
て
使
用
さ
れ
る
時
代
が
続
い
た
が
、
そ
の
状
況
を
打
ち
破
っ
た
の
は
釈
道
安
（
＝
ニ
ニ
ー
三
八
五
）
．
竺
仏
念
（
三
五

0
|

四
一
七
）
と
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
ー
四
一
三
／
三
五

O
I
四
0
九
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
菩
提
流
支
（
？
ー
五
二
七
）
と
玄
奨
（
六

0
ニ
ー

六
六
四
）
に
よ
り
訳
語
が
確
立
さ
れ
た
。

釈
道
安
は
『
放
光
般
若
経
序
』
や
『
道
行
般
若
経
序
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
「
ま
こ
と
に
…
の
ご
と
し
」
と
い
う
単
な
る
常
用
語
で

あ
っ
た
真
如
を
、
「
本
無
」
に
代
わ
る

tathata
の
訳
語
と
し
て
最
初
に
採
用
し
た
人
物
で
あ
る
。
竺
仏
念
は
『
菩
薩
曖
洛
経
』
（
三
七
六

訳
出
）
等
の
中
で

tathata
の
訳
語
と
し
て
「
本
無
」
を
用
い
て
い
る
が
、
「
如
」
・
真
如
・
如
如
・
如
爾
な
ど
も
使
用
し
て
お
り
、
中
で

も
如
爾
を
し
ば
し
ば
採
用
し
た
点
が
彼
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
翻
訳
に
「
本
無
」
と
い
う
格
義
仏
教
的
訳
語
か
ら
の
脱
出
の
萌
芽

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
を
さ
ら
に
徹
底
し
た
の
が
鳩
摩
羅
什
で
あ
る
。
彼
は

tathata
に
対
し
て
「
本
無
」
．

： 



こ
の
章
で
は
如
来
の
「
如
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
仏
教
用
語
に
は
「
如
」
が
頻
出
す
る
。
如
意
・
如
幻
・
如
法
・
如
来
・
如
理
・
如

量
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
原
語
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
tatha
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
稿
で
は
tatha
の
訳
語
と

し
て
の
「
如
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
即
し
て
こ
れ
ら
の
中
で
特
に
如
来
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
。

如
来
な
る
語
は
如
来
・
応
供
・
正
遍
知
・
明
行
足
・
善
逝
・
世
間
解
・
無
上
士
・
調
御
丈
夫
・
天
人
師
・
仏
世
尊
と
い
う
仏
の
十
号
の

う
ち
の
一
っ
で
あ
り
、
意
味
と
し
て
は
諸
仏
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
如
来
を

「
如
」
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
、
少
し
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
如
来
の
原
義
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
数
多

く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
未
だ
は
っ
き
り
と
し
た
結
論
が
出
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
来
が

仏
の
十
号
の
一
っ
と
し
て
諸
仏
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
如
来
と
い
う
訳
語
が
導
入
さ
れ
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
後
な
の
で
あ
る
。

以
下
、
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
、
如
来
の
原
義
に
迫
り
た
い
。

ま
ず
如
来
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
合
成
語
で
あ
る

tathagata
の
訳
語
で
あ
る
。

tathagata
が
何
と
何
の
合
成
語
で
あ
る
か
と

二．

如
来
の
「
如
」

「
如
」
・
如
如
・
大
如
と
い
う
訳
語
を
い
ず
れ
も
使
用
し
て
い
る
が
、
羅
什
以
前
の
翻
訳
に
お
け
る
「
本
無
」
を
積
極
的
に
「
如
」
・
如

如
・
如
相
な
ど
と
言
い
換
え
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

tathata
の
原
義
へ
の
回
帰
を
意
図
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
羅
什
は
真
如
だ
け

は
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
た
い
。
そ
し
て
菩
提
流
支
か
ら
玄
葵
に
至
っ
て
、
最
終
的
に
真
如
が

tathata
の
訳
語
と
し
て
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

―
二
四



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

ご
一
五

い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
t
a
t
h
a
「
そ
の
よ
う
に
」
＋
a
g
a
t
a
「
来
る
」
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
見
方
と
、
t
a
t
h
a
「
そ
の
よ
う
に
」
＋
g
a
t
a

「
去
る
」
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
見
方
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
漢
訳
で
は
前
者
の
t
a
t
h
a
+
a
g
a
t
a
の
解
釈
を
と
る
経
典
が
多
い

こ
と
か
ら
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
の
多
く
は
如
来
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
漢
訳
仏
典
の
中
で
「
如
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
た
の
は
、
実
は
如

来
が
初
め
て
な
の
で
あ
る
(
3
)
。
つ
ま
り
「
如
」
は
t
a
t
h
a
や
t
a
t
h
a
t
a
単
独
の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
以
前
に
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
の
訳
語
で
あ
る

如
来
と
し
て
仏
典
に
登
湯
す
る
。
も
っ
と
も
t
a
t
h
a
g
a
t
a
も
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
最
初
期
は
「
如
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
多
阿

娼
・
多
阿
阿
娼
・
但
薩
阿
燭
・
但
他
伽
多
の
よ
う
に
音
写
さ
れ
て
い
た
。
と
も
か
く
、
仏
典
中
で
「
如
」
と
い
う
語
が
如
来
と
い
う
形
で

初
め
て
使
用
さ
れ
た
の
は
『
転
法
輪
経
』
で
あ
り
、
「
比
丘
等
よ
、
如
来
を
名
に
依
っ
て
友
の
語
に
依
っ
て
呼
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
仏
陀
の
五
比
丘
へ
の
転
法
輪
の
場
面
で
あ
る
。

ま
た
t
a
t
h
a
g
a
t
a
は
、
仏
教
の
み
に
見
ら
れ
る
語
で
は
な
い
。
古
く
は
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
な
ど
の
叙
事
詩
に
も
見
ら
れ
(
4
)
、
宗
教
文
献

に
限
っ
て
み
て
も
仏
典
だ
け
で
な
く
ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
の
中
に
も
散
見
さ
れ
る
。
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
に
お
け
る
用
法
は
宗
教
的
意
味
合
い

の
な
い
字
義
通
り
の
解
釈
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
「
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
t
a
t
h
a
を
指
示
副
詞
「
そ
の
よ
う
に
」

と
そ
の
ま
ま
解
釈
す
る
常
用
語
と
し
て
の
t
a
t
h
a
g
a
t
a
で
あ
る
。
一
方
、
仏
典
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
に
登
場
す
る
t
a
t
h
a
g
a
t
a
は
す
で
に
宗

教
的
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
と
さ
れ
る
。
長
崎
法
潤
氏
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
に
お
け
る
t
a
t
h
a
g
a
t
a
と
は
「
輪
廻
を
越
え
た
解

脱
者
で
あ
り
、
再
び
こ
の
輪
廻
の
世
界
に
生
れ
る
こ
と
は
な
い
」
(
5
)
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
意
は
「
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
母
胎
で
あ
る

遊
行
す
る
沙
門
の
中
に
す
で
に
存
在
し
た
」
(
6
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
両
者
に
見
ら
れ
る
t
a
t
h
a
g
a
t
a
な

る
語
は
、
叙
事
詩
に
お
い
て
見
ら
れ
た
t
a
t
h
a
「
そ
の
よ
う
に
」
の
部
分
が
宗
教
的
発
展
を
遂
げ
、
解
脱
や
涅
槃
・
来
世
へ
の
不
生
を
意

味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
、
宗
教
文
献
に
お
い
て
当
初
か
ら
t
a
t
h
a
g
a
t
a
は
解
脱
・
涅
槃
な
ど
の
宗
教
的
解
釈
を
加
え
ら
れ
た
意
味
を
持
っ
て
い



た
の
だ
ろ
う
か
。
赤
沼
智
善
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
。
「
T
a
t
h
a
g
a
t
a
そ
れ
自
身
に
は
、
本
来
勝
れ
た
人
と
か
覚
っ
た
人
と

か
い
ふ
、
偉
人
を
云
ひ
顕
す
べ
き
意
味
は
な
い
」
(
7
)
と
し
、
t
a
t
h
a
g
a
t
a
を
t
a
t
h
a
+
a
g
a
t
a
「
か
く
の
如
く
（
涅
槃
よ
り
）
来
る
」
と
解
釈

す
る
見
方
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
t
a
t
h
a
+
g
a
t
a
「
そ
の
よ
う
な
状
態
の
も
の
」
「
そ
の
よ
う
に
有
る
も
の
」
と
い
う
解
釈

を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
t
a
t
h
a
を
「
そ
の
よ
う
な
」
と
釈
す
る
こ
と
は
、
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
の
よ
う
に
t
a
t
h
a
の
原
義
を
採
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
如
来
の
「
如
」
に
何
ら
の
宗
教
性
を
も
付
加
せ
ず
、
ま
さ
に
t
a
t
h
a
を
そ
の
ま
ま
「
如
」
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
赤
沼
氏
は
t
a
t
h
a
を
「
如
」
と
見
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
如
よ
り
来
生
し
た
と
い
ふ
風
に
解
釈
す
る
の
は
後
期
の
も
の
で
、
形
而

上
学
的
な
原
理
的
な
如
と
い
ふ
様
な
考
は
未
だ
起
つ
て
居
ら
な
い
時
で
あ
る
か
ら
、
t
a
t
h
a
は
如
で
な
い
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
こ
と
」
(
8
)

と
し
て
批
判
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
判
は
果
た
し
て
妥
当
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
赤
沼
氏
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
「
如
」
と
は
、

お
そ
ら
く
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
如
」
、
つ
ま
り
『
般
若
経
』
に
お
け
る
「
如
」
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
章
に
お
い
て
詳

述
す
る
が
、
『
般
若
経
』
に
お
け
る
「
如
」
と
は
形
而
上
学
的
で
も
な
け
れ
ば
原
理
的
で
も
な
い
。
超
越
的
な
も
の
や
根
源
的
な
も
の
で

も
な
く
、
も
の
の
様
相
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
そ
の
よ
う
に
」
な
の
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
が
「
こ
こ
で
重
要
な
の
は
去
（
栽
a
t
a
)

若
し
く
は
来
(
g
a
t
a
)
よ
り
も
如
(
t
a
t
h
a
)
の
意
味
で
あ
る
、
『
般
若
経
』
の
作
者
も
こ
の
如
に
大
き
な
強
調
を
置
い
て
、
そ
れ
を
真
如

(
t
a
t
h
a
t
a
)
若
し
く
は
如
実
(
y
a
t
h
a
b
h
i
i
t
a
t
a
)
の
教
義
の
理
解
へ
の
鍵
と
し
て
ゐ
る
」
(
9
)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
余
計
な
意
味
を
読
み

込
ま
ず
「
如
」
を
如
実
に
そ
の
ま
ま
「
そ
の
よ
う
に
」
と
取
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
後
の
『
般
若
経
』
の
萌
芽
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
t
a
t
h
a
g
a
t
a
や
如
来
の
原
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
『
般
若
経
』
と
い
う
後
代
の
経
典
の
教
義
か
ら
前
時
代
の
教
義
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
教
義
の
時
間
的
発

展
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
般
若
経
』
に
お
い
て
開
花
し
た
t
a
t
h
a
t
a
の
思
想
は
、
何
も
な
い

と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
か
に
ル
ー
ツ
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
般
若
経
』
に
お
い
て
告
n
y
a
t
a
(
「
空
」
）
と
共
に
宣

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

―
二
六



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
—
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

鈴
木
大
拙
は
禅
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
禅
に
関
す
る
数
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
仏
教
思
想
は
た
だ
禅
の
み
に
基

づ
く
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
諸
学
派
や
諸
経
論
を
包
摂
す
る
幅
広
い
も
の
で
あ
る
。
著
作
中
に
は
、
本
稿
で
テ
ー
マ
と
し
て
い
る

「
如
」
に
関
す
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
「
如
と
い
ふ
言
葉
は
異
様
な
言
葉
で
は
あ
る
が
、
併
し
仏
教
の
用
語
で
は
最
も
意
味
深
い
言
葉
の

―
つ
で
あ
る
。
如
と
い
ふ
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
正
確
に
了
解
す
る
こ
と
は
仏
教
思
想
の
全
体
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
(10)

と
い

う
大
拙
の
言
葉
は
、
彼
が
い
か
に
「
如
」
と
い
う
仏
教
用
語
を
重
視
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

本
章
で
は
、
「
般
若
経
の
哲
学
と
宗
教
」
と
い
う
論
文
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
こ
の
論
文
は
一
九
三
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
禅
論
文

鈴
木
大
拙
に
お
け
る

孤

―
二
七

揚
さ
れ
た

tathata
の
思
想
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た

tathagata
の
影
響
を
ま
っ
た
く
受
け
ず
に
突
然
登
場
し
た
と
い
う
こ
と

は
考
え
難
い
。

tathagata
が
ま
だ
仏
の
十
号
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
以
前
、

tatha
の
原
義
を
そ
の
ま
ま
宿
し
て
い
た
頃
に
、
般
若
思
想

の
原
型
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

つ
ま
り
如
来
の
「
如
」
と
は
、
単
に
解
脱
や
涅
槃
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
語
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

後
代
に
定
着
し
た
諸
仏
の
称
号
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
「
そ
の
よ
う
に
来
た
者
（
去
っ
た
者
、
あ
る
者
）
」
の

「
そ
の
よ
う
に
」
に
重
点
を
置
い
て
そ
の
ま
ま
解
釈
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
「
そ
の
よ
う
に
」
に
宗
教
的
意
味

を
読
み
込
ま
な
い
と
す
れ
ば
、
「
そ
の
よ
う
に
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
様
子
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
鈴
木
大
拙
に
即
し
て
こ
の

点
を
考
察
し
た
い
。



集
』
第
三
巻
の
第
五
・
六
論
文
を
―
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
『
般
若
経
』
は
「
空
」
の
哲
学
を
説
く
も
の
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
が
、
「
如
」
と
い
う
概
念
も
頻
出
し
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
「
空
」
と
「
如
」
は
概
念
的
に
は
分
け
て
論
じ
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
が
、
働
き
と
し
て
は
相
即
関
係
に
あ
り
不
可
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
拙
の
こ
の
論
文
中
に
も
「
空
」
の
み
な
ら
ず

「
如
」
に
つ
い
て
の
記
述
も
多
数
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
彼
の
「
如
」
観
を
存
分
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
大
拙
が
用
い
た
『
般
若
経
』
と
、
般
若
と
い
う
語
に
つ
い
て
概
説
し
て
お
く
。
ま
ず
般
若
と
は
菩
薩
が
涅
槃
に
至
る
た
め
の
実

践
徳
目
で
あ
る
六
波
羅
蜜
（
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
般
若
）
の
一
っ
「
般
若
波
羅
蜜
」
を
指
し
て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
で
は
、
般
若
は

prajfia
の
音
写
語
と
し
て
智
慧
を
意
味
し
、
波
羅
蜜
は
波
羅
蜜
多
と
同
様
に

p
a
r
a
m
i
t
a
の
音
写
語
と
し
て
完
成
を

意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
般
若
波
羅
蜜
」
と
は
「
智
慧
の
完
成
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
『
般
若
経
』
に
お
い
て
特
に
「
空
」
を
徹
見
す
る

智
慧
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
『
般
若
経
』
と
名
付
け
ら
れ
た
経
典
は
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
量
や
年
代
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
大
部
分
が
『
（
摩
詞
）
般
若
波
羅
蜜
経
』
と
い
う
名
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
括
し
て
般
若

経
典
群
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
同
列
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
六
波
羅
蜜
の
中
で
も
、
特
に
「
般
若
波
羅
蜜
」
を
残
り

の
五
波
羅
蜜
の
基
礎
に
据
え
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
智
慧
に
は
prajfia
以
外
に
も
多
く
の
表
現
が
あ
り
、
三
学
の
一
っ
に
も
数
え
ら
れ
る

ほ
ど
以
前
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
悟
り
の
智
慧
を
得
る
と
い
う
仏
教
の
最
終
的
な
目
的
か
ら
考
え
て
も
、
「
般
若
波
羅
蜜
」
が

他
の
五
波
羅
蜜
の
基
盤
と
な
る
べ
き
素
地
は
、
初
期
仏
教
か
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
般
若
経
典
群
に
は
、
古
く
は
大
乗
仏
教
の
先

駆
的
経
典
と
し
て
登
湯
し
た
小
品
系
と
呼
ば
れ
る
『
道
行
般
若
経
』
『
小
品
般
若
経
』
『
八
千
頌
般
若
経
』
か
ら
、
大
品
系
と
呼
ば
れ
る

『
光
讃
般
若
経
』
『
放
光
般
若
経
』
『
大
品
般
若
経
』
『
二
万
五
千
頌
般
若
』
、
そ
し
て
『
十
万
頌
般
若
経
』
『
金
闊
般
若
経
』
『
般
若
心
経
』

『
理
趣
般
若
経
』
な
ど
を
経
て
、
最
終
段
階
に
集
大
成
と
し
て
登
場
す
る
『
大
般
若
経
』
ま
で
漢
訳
だ
け
で
も
合
計
四
二
種
類
以
上
の
経

典
が
存
在
す
る
(11)
。
こ
の
よ
う
な
膨
大
な
資
料
の
中
で
大
拙
が
「
般
若
経
の
宗
教
と
哲
学
」
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
の
は
、
イ
ン
ド
に

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

―
二
八



以
下

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

お
い
て
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
漢
訳
で
あ
る
。

大
拙
に
よ
る
『
般
若
経
』
研
究
と
い
え
ば
、
即
非
の
論
理
が
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
非
の
論
理
と
は
、
『
金
剛
般
若
経
』
中

に
説
か
れ
る
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
、
是
名
般
若
波
羅
蜜
多
」
(12)

と
い
う
部
分
を
、
大
拙
が
「
A
が
A
だ
と
云
ふ

の
は
、

A
は
A
で
は
な
い
、
故
に
、

A
は
A
で
あ
る
」
(13)

と
公
式
化
し
た
も
の
で
、
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
思
想

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
論
理
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
大
拙
の
『
般
若
経
』
研
究
か
ら
は
「
般
若
智
」
ー
「
空
」
ー
「
如
」

の
三
者
の
連
関
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
修
行
の
過
程
と
し
て
は
時
間
的
に
配
列
し
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
本
質
的
に

は
そ
れ
ぞ
れ
が
即
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
時
間
を
越
え
た
端
的
な
関
係
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
、

「
般
若
智
」
・
「
空
」
・
「
如
」
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
大
拙
の
思
想
を
追
っ
て
み
た
い
。

三

I
-
．
般
若
智

―
二
九

般
若
経
典
群
が
、
そ
れ
ま
で
の
経
典
で
は
六
波
羅
蜜
の
う
ち
の
―
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
般
若
波
羅
蜜
」
を
特
に
重
視
し
、
他
の
五
波

羅
蜜
を
統
べ
る
も
の
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
は
菩
薩
に
よ
る
「
般
若
智
」
の
完
成
に
重
点
を
置

く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
題
は
「
般
若
智
」
を
行
ず
る
菩
薩
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
修
道
的
側
面
か
ら
言
え
ば
、
「
般
若
智
」
と
は
正

覚
と
い
う
悟
り
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
ず
る
智
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
空
観
を
徹
底
し
て
ゆ
く

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
正
覚
と
い
う
悟
り
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
般
若
智
」
は
一
切
智
、
す
な
わ
ち
仏
の
智
慧
と
な
る
。
し
か
し
質

的
に
は
、
「
般
若
智
」
↓
正
覚
↓
一
切
智
と
い
っ
た
時
間
的
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
え
た
段
階
的
な
関
係
で
は
な
い
。
正
覚
を
求
め
て
行
じ
ら

れ
た
「
般
若
智
」
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
（
つ
ま
り
悟
る
）
際
の
様
子
を
大
拙
は
、
「
実
際
に
そ
の
目
的
が
手
に
入
る
と
、
捉
へ
る
も
の



と
捉
へ
ら
れ
た
も
の
と
が
一
っ
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
、
二
元
の
状
態
が
な
く
な
り
、
完
全
な
相
即
の
状
態
が
あ
ら
は
れ
る
、
そ
れ

が
正
覚
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
一
切
智

(sarvajfiata)

で
あ
る
」
(14)
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
「
般
若
智
」
を
手
段
と
し
て
正
覚
に
達
す
る

と
い
う
よ
り
は
、
正
覚
が
実
現
さ
れ
た
場
に
お
い
て
は
「
般
若
智
」
が
正
覚
で
あ
り
、
正
覚
が
「
般
若
智
」
で
あ
る
。
そ
し
て
一
切
智
と

は
結
局
、
「
般
若
智
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
時
間
的
・
段
階
的
関
係
は
成
立
せ
ず
、
「
般
若
智
」
が
端
的
に
正
覚
・
一

切
智
と
な
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
「
般
若
智
」
や
正
覚
・
一
切
智
と
は
、
ど
の
よ
う
な
覚
、
あ
る
い
は
智
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
常
的
な
思
考
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
「
般
若
智
」
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
語
と
し
て
無
分
別
智
が
あ
る
。

無
分
別
智
と
は
文
字
通
り
、
分
別
を
し
な
い
智
慧
で
あ
る
。
自
と
他
の
そ
れ
ぞ
れ
は
独
自
に
実
体
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
思
弁
的
・
分
析

的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
別
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
も
の
を
二
つ
に
分
け
る
智
慧
が
日
常
生
活
を
支
配
す
る
分
別
智
で

あ
る
。
こ
れ
は
識
(
<
i
j

固
n
a
)

と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
無
分
別
智
は
、
自
と
他
の
二
元
的
区
別
が
生
じ
る
以
前
、
よ
り
根
底
的

段
階
へ
と
導
く
智
慧
で
あ
る
。
自
も
他
も
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
実
体
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
縁
起
的
生
存
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
自
と
他
に
区
別
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
無
分
別
智
と
は
、
先
の
大
拙
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら

ば
、
「
二
元
の
状
態
」
か
ら
離
れ
て
「
完
全
な
相
即
の
状
態
」
へ
と
舞
い
戻
る
智
慧
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
も
他
も
一
如
で
あ
る
か
ら
、

自
に
対
し
て
も
他
に
対
し
て
も
執
着
が
生
じ
な
い
、
す
な
わ
ち
無
執
着
の
智
慧
で
あ
る
。
大
拙
は
こ
の
無
分
別
智
を
、
「
露
性
」
(15)

的
直
覚

と
も
、
自
覚
と
も
表
現
し
て
い
る
。
自
覚
と
い
う
と
、
そ
こ
に
自
他
の
区
別
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場

合
の
自
覚
と
は
、
真
理
を
見
破
る
智
慧
を
言
う
。
自
が
他
を
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
直
観
的
に
自
他
一
如
を
看
破
す
る
こ
と
が
自
覚
で
あ

る
。
こ
れ
は
論
理
に
属
す
る
認
識
で
は
な
く
、
「
霊
性
」
に
属
す
る
直
覚
で
あ
る
。

大
拙
は
「
般
若
智
」
の
作
用
と
し
て
、
「
如

(tathata)

の
相
に
於
て
、
も
の
を
見
る
こ
と
」
(16)

を
挙
げ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
般
若

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

一
三
〇



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

智
」
と
「
如
」
の
関
係
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
如
の
相
に
於
て
も
の
を
見
る
」
こ
と
を
字
義
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
「
そ
の
よ
う
な

状
態
に
お
い
て
も
の
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
そ
の
よ
う
な
状
態
」
と
は
、
目
の
前
で
現
実
に
存
在
し
て
い
る
そ
の
も

の
が
、
今
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
、
目
の
前
に
あ
る
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
お
い
て
、
も
の
を

見
る
こ
と
が
、
「
如
の
相
に
於
て
も
の
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
如
」
に
は
「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
「
そ
の
ま
ま
」
が
日
常
的
に
考
え
る
「
そ
の
ま
ま
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日

常
に
お
い
て
、
「
そ
の
ま
ま
」
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
の
前
の
も
の
を
「
そ
の
ま
ま
」
見
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
目
の
前
の
も

の
を
自
ら
に
対
し
て
在
る
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
限
り
、
そ
の
「
そ
の
ま
ま
」
は
対
象
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
そ
の

ま
ま
」
が
真
理
で
あ
る
な
ら
、
菩
薩
行
も
「
般
若
智
」
も
無
用
で
あ
る
。
本
当
に
「
如
の
相
に
於
て
も
の
を
見
る
」
と
は
、
対
象
と
な
る

も
の
だ
け
に
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
見
て
い
る
こ
ち
ら
側
を
も
含
め
て
、
「
如
」
の
相
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
如
の
相
に
於
て
も
の
を
見
る
」
と
は
、
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
に
分
け
ら
れ
る
以
前
の
、
両
者
一
如
の
場
に
お
い
て
、
両
者
の

本
質
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

大
拙
は
こ
の
よ
う
な
見
を
「
徹
見
」
と
再
三
表
現
し
て
い
る
。
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
に
分
か
れ
、
見
る
側
は
ど
こ
ま
で
も
見
る
側
に

と
ど
ま
る
の
が
日
常
の
見
な
ら
ば
、
相
対
す
る
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
の
間
の
壁
を
突
き
抜
け
る
よ
う
な
見
、
主
客
と
も
に
「
如
」
に

よ
っ
て
貫
か
れ
る
よ
う
な
見
が
「
徹
見
」
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
ま
た
大
拙
は
、
「
如
の
相
に
於
て
も
の
を
見
る
」
こ
と
を
「
も
の
を
そ

の
本
来
の
性
質
に
於
け
る
が
如
く
空
と
見
る
こ
と
」
(17)

で
あ
る
と
も
説
明
す
る
。
前
述
の
、
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
の
分
裂
以
前
、
一
如

の
場
が
「
空
」
で
あ
る
。
こ
こ
へ
来
て
、
「
般
若
智
」
．
「
如
」
に
続
い
て
「
空
」
が
そ
の
連
関
の
中
に
登
場
し
て
く
る
。
次
に
、
こ
の

「
空
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三



三
ー
ニ
．
空

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
—
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

/ 

般
若
経
典
群
は
初
め
て
大
乗
と
い
う
語
を
宣
言
し
た
大
乗
仏
教
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
「
空
」
の
思
想
を
標
榜
し
て

興
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
空
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
告
n
y
a
で
、
空
虚
や
欠
如
を
意
味
す
る
。
イ
ン
ド
の
数
学
に
お
い
て
告
n
y
a

は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
告
n
y
a
に
応
を
つ
け
て
名
詞
化
し
た
も
の
が
告
n
y
a
t
a
で
あ
り
、
こ
れ
は
空
性
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
空
」
の
思

想
は
部
派
仏
教
時
代
に
説
一
切
有
部
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
人
空
法
有
の
説
を
否
定
し
、
人
法
二
空
を
説
く
。
人
空
法
有
の
説
は
人
間
に
お

け
る
実
体
と
し
て
の
自
我
を
否
定
す
る
一
方
で
他
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
（
法
）
の
実
体
を
認
め
る
が
、
人
法
二
空
の
説
で
は
人
間
の
自
我
と

法
の
実
体
の
双
方
が
否
定
さ
れ
る
。
玄
奨
訳
『
大
般
若
経
』
で
は
一
八
種
の
空
が
説
か
れ
て
お
り
、
現
象
界
の
事
物
か
ら
自
我
・
観
念
そ

し
て
「
空
」
自
身
に
至
る
ま
で
、
徹
底
的
に
そ
の
空
性
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。

「
空
」
は
空
虚
や
欠
如
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
、
何
か
虚
ろ
な
状
態
に
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
「
空
」
は

無
自
性
を
意
味
し
、
人
間
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
実
体
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
「
も
の
を
そ
の
本
来
の
性
質
に
於
け
る

が
如
く
空
と
見
る
こ
と
」
と
い
う
引
用
を
挙
げ
た
が
、
も
の
の
性
質
を
空
と
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
の
実
体
を
否
定
し
、
実
際
の
も

の
と
は
縁
起
性
の
下
に
あ
る
と
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ゆ
る
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
が
も
の
の
真
相
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
空
」
と
は
否
定
作
用
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

他
方
、
否
定
作
用
の
み
に
留
ま
ら
な
い
の
も
「
空
」
の
特
徴
で
あ
る
。
大
拙
に
よ
れ
ば
、
真
の
「
空
」
と
は
「
実
際
に
は
、
万
徳
円

満
、
即
ち
無
限
の
徳
用
、
即
ち
イ
ン
フ
ィ
ニ
ッ
ト
・
ポ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ

(m日
氏
e
possibilities)
、
無
尽
の
は
た
ら
き
が
具
足
し
て
ゐ

る」
(18)
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
空
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
あ
ら
し
め
る
場
と
し
て
の
働
き
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
ど
こ
ま
で

も
空
寂
な
も
の
と
い
う
矛
盾
し
た
あ
り
方
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ィ
ニ
ッ
ト
・
ポ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
と
し
て
の
「
空
」
と
言
え
ば
、
老
荘
思
想



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

に
お
け
る
「
無
」
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
大
拙
は
、
老
荘
思
想
と
般
若
の
空
義
が
近
し
い
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
両

者
は
異
な
る
と
い
う
見
解
を
と
る
。
仏
教
の
「
空
」
と
は
無
内
容
で
は
な
く
、
「
も
の
が
充
実
し
て
、
充
実
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
」
(19)

が
あ

る
と
言
っ
て
、
老
荘
思
想
に
は
そ
れ
だ
け
の
深
み
は
な
い
と
述
べ
て
い
る

(
2
0
)
0

先
に
挙
げ
た
即
非
の
論
理
と
関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
こ
の
論
理
の
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
」
と
い
う
前
半
部
分

が
否
定
作
用
を
持
つ
「
空
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
大
拙
に
と
っ
て
「
空
」
は
「
霊
性
」
的
直
覚
、
す
な
わ

ち
「
般
若
智
」
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
論
理
を
超
え
た
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
。
論
理
を
超
え
た
直
観
的
に
看
取
さ
れ
る

矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
こ
に
現
実
を
超
え
た
超
越
的
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
空
」
を
超
越
的

概
念
と
捉
え
て
、
此
岸
で
あ
る
現
象
界
に
対
し
て
彼
岸
に
置
い
て
し
ま
う
こ
と
は
「
空
」
の
実
体
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
も
や
は
り
空

じ
ら
れ
る
べ
き
「
空
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
次
の
「
如
」
の
節
で
述
べ
る
が
、
「
空
」
は
「
如
」
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
必
ず
此
岸
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
「
空
」
の
否
定
的
無
化
作
用
と
は
、
必
ず
し
も
現
象
界
の
事
物
の
存
在
面
に
働
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
価
値
的
側
面
に

も
働
く
も
の
で
あ
る
(21)
。
事
物
は
「
空
」
と
い
う
先
天
的
無
化
作
用
を
背
負
い
な
が
ら
も
、
現
実
に
は
目
の
前
に
厳
然
と
し
て
在
り
、
今

こ
こ
の
場
に
お
い
て
そ
の
存
在
自
体
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
事
物
の
価
値
と
は
い
つ
も
「
私
に
と
っ
て
」
の
価
値
で
あ

る
。
私
に
と
っ
て
価
値
が
有
る
も
の
は
、
視
界
の
中
か
ら
私
に
向
か
っ
て
立
ち
現
わ
れ
、
私
に
と
っ
て
価
値
が
無
い
も
の
は
、
視
界
の
中

に
あ
り
な
が
ら
も
色
褪
せ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
の
ま
ま
に
存
在
し
て
い
る
全
体
と
い
う
よ
り
も
、
私
に
と
っ
て
の

価
値
の
濃
淡
が
存
在
の
上
に
被
せ
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
を
「
如
」
の
相
に
お
い
て
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、

私
に
と
っ
て
の
価
値
的
差
別
が
反
映
さ
れ
た
も
の
の
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
「
空
」
の
場
で
は
、
そ
の
私
が
す
で
に
空
じ
ら
れ
て
お
り
、

私
が
感
じ
る
好
悪
な
ど
の
感
情
も
空
じ
ら
れ
て
お
り
、
私
に
相
対
し
て
い
る
事
物
も
無
自
性
「
空
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
空
」
と
い

／ 



う
こ
と
は
、
価
値
が
無
い
と
か
有
る
と
い
う
価
値
の
有
無
の
次
元
を
超
え
て
価
値
的
判
断
が
中
止
さ
れ
、
私
に
と
っ
て
の
価
値
と
い
う
覆

い
を
外
し
た
状
態
で
、
無
差
別
の
相
の
下
に
も
の
が
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
般
若
智
」
の
見
破
り
、
事
物
と
自
我
に
通
底
す
る
無
自
性
と
い
う
空
性
の
看
破
に
よ
っ
て
、
相
対
す
る
見
る
側
と
見

ら
れ
る
側
は
価
値
的
な
覆
い
が
外
れ
て
無
差
別
と
な
る
。
そ
れ
は
目
の
前
に
あ
る
花
が
「
花
」
と
い
う
実
体
的
な
概
念
で
表
現
し
得
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
花
は
「
い
わ
ゆ
る
花
」
で
は
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
在
り
方
で
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、
花
は
「
い
わ
ゆ
る
花
」
が
持
つ
あ
ら
ゆ
る
価
値
的
判
断
か
ら
解
放
さ
れ
、
空
性
と
い
う
共
通
の
土
俵
の
上
に

立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
他
と
無
差
別
で
あ
る
。
次
に
、
無
化
作
用
で
あ
る
「
空
」
を
経
た
も
の
が
、
絶
対
的
肯
定
へ
と
転
回
す
る

「
如
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

三
ー
三
．
如

こ
こ
ま
で
に
考
察
し
た
「
般
若
智
」
．
「
空
」
に
対
す
る
大
拙
の
理
解
は
、
一
般
的
な
『
般
若
経
』
理
解
を
概
ね
踏
襲
す
る
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
如
」
に
関
す
る
大
拙
の
思
想
は
、
独
自
の
『
般
若
経
』
理
解
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
従
来

の
研
究
で
は
『
般
若
経
』
に
つ
い
て
、
般
若
智
を
基
盤
に
据
え
た
空
を
称
揚
す
る
最
初
の
経
典
と
の
見
方
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
、
「
如
」

と
の
連
関
は
さ
ほ
ど
問
題
に
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
如
」
に
つ
い
て
の
研
究
と
言
え
ば
、
『
大
乗
起
信
論
』
に
代
表
さ
れ
る
如
来
蔵
思

想
に
お
け
る
真
如
に
関
す
る
も
の
が
主
だ
っ
た
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
拙
は
、
従
来
の
「
般
若
智
」
ー
「
空
」
の
み
の
関
係
か

ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
「
般
若
智
」
ー
「
空
」
ー
「
如
」
の
連
関
と
い
う
枠
組
み
を
持
ち
込
ん
だ
と
言
え
る
。

大
拙
は
「
如
」
に
つ
い
て
、
「
”
シ
ュ
ー
ニ
ャ
タ
ー
“
（
空
）
が
一
切
を
否
定
、
あ
る
い
は
拒
絶
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
”
タ
タ
タ
ー
“

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

一
三
四



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

（
如
）
は
、
一
切
を
受
け
入
れ
、
一
切
を
う
け
が
う
も
の
」
(22)

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
度
「
空
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
無
化
さ

れ
、
無
差
別
の
相
の
下
に
お
か
れ
た
事
物
が
、
「
如
」
の
相
の
下
で
は
肯
定
さ
れ
、
も
う
一
度
そ
の
ま
ま
の
個
物
的
多
と
し
て
差
別
の
相

の
下
に
働
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
非
の
論
理
の
前
半
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
」
が
「
空
」
の
無
化
作
用

を
表
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
「
仏
説
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
非
般
若
波
羅
蜜
多
、
是
名
般
若
波
羅
蜜
多
」
の
全
体
が
ま
さ
に
「
如
」

を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
大
拙
門
下
の
秋
月
龍
眠
氏
は
、
即
非
の
論
理
と
は
「
如
」
の
論
理
的
表
現
に
外
な
ら
な
い
(23)

と
指
摘
し
て

い
る
。
先
の
花
の
替
え
を
使
う
な
ら
ば
、
「
如
」
の
相
に
あ
る
花
と
は
、
「
い
わ
ゆ
る
花
」
で
は
な
い
と
い
う
在
り
方
で
在
る
花
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
花
が
空
性
と
い
う
一
な
る
土
俵
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
自
身
の
固
有
性
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
般
若
経
』
に
お
い
て
は
、
現
象
界
の
如
幻
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
現
象
世
界
は
共
通
し
て
「
空
」
と
い
う
否
定
作
用
を
背
負
っ
た

も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
物
は
実
体
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
現
象
界
と
は
虚
仮
で
あ
る
。
一
切
の
事
物
は
幻
の
如
し
、
こ

れ
が
如
幻
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ
は
、
幻
と
し
て
有
る
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
の
で
あ
る
。
幻
と

は
空
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
一
切
の
事
物
は
、
虚
仮
と
い
う
在
り
方
、
幻
と
い
う
在
り
方
、
「
空
」
と
い
う
在
り
方
で
有
り
、
虚
仮
で
あ

り
幻
で
あ
り
「
空
」
で
あ
る
が
故
に
滅
す
る
。
こ
の
よ
う
な
在
り
方
は
、
経
中
の
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
表
現
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
だ
ろ
う
。
真
空
妙
有
と
は
、
真
空
が
単
な
る
「
無
」
で
は
な
く
、
直
ち
に
妙
有
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

真
な
る
「
空
」
と
は
否
定
作
用
で
あ
り
な
が
ら
も
有
を
妙
有
と
し
て
成
り
立
た
せ
、
有
は
真
空
と
い
う
否
定
作
用
と
共
に
在
る
場
合
に
の

み
妙
有
で
あ
り
得
る
。
こ
の
真
空
と
い
う
否
定
作
用
と
共
に
在
る
と
い
う
在
り
方
が
、
「
如
」
で
あ
り
妙
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
で
は
、
「
如
」
と
「
空
」
は
一
見
矛
盾
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
、
否
定
と
肯
定
・
一
と
多
・
無
と
有
・
静

と
動
の
よ
う
に
、
分
別
意
識
に
お
い
て
両
者
を
論
理
的
・
分
析
的
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
空
」
と

い
う
作
用
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
分
別
意
識
に
捉
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
で
「
如
」
は
実
現
し
得
ず
、
「
如
」
の
相
へ
の
還
帰
が
な
い
「
空
」

一
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四
．
結
び

作
用
と
は
単
な
る
虚
無
化
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
如
」
と
「
空
」
は
両
極
端
へ
と
向
か
う
逆
向
き
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
な
が
ら
、
「
般
若
智
」
が
働
く
場
に
お
い
て
は
即
で
結
び
付
け
ら
れ
得
る
、
切
り
離
せ
な
い
矛
盾
的
相
即
関
係
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
「
如
」
は
、
大
拙
の
『
般
若
経
』
研
究
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
「
空
」
と
並
ぶ
ほ
ど
の
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
「
般
若
智
」
・
「
空
」
．
「
如
」
の
三
者
は
有
機
的
に
連
関
す
る
。
「
如
」
と
は
、
「
般
若
智
」
の
作
用
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た

「
空
」
観
に
基
づ
い
て
事
物
が
見
ら
れ
た
と
き
の
、
そ
の
様
相
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
般
若
智
」
に
よ
る
「
空
」
観
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
無

差
別
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
矛
盾
的
に
現
象
界
の
差
別
相
の
下
で
個
物
的
多
と
い
う
様
相
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前

節
に
お
い
て
、
無
限
の
可
能
性
と
し
て
の
「
空
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
「
空
」
の
こ
の
側
面
が
す
な
わ
ち
「
如
」
で
あ
る
。

大
拙
は
『
般
若
経
』
に
つ
い
て
「
如
」
．
「
空
」
．
「
般
若
智
」
だ
け
で
な
く
、
即
非
、
「
霊
性
」
的
直
覚
、
正
覚
、
真
空
妙
有
な
ど
様
々

な
言
葉
を
駆
使
し
て
縦
横
無
尽
に
表
現
し
て
い
る
が
、
一
方
で
こ
れ
ら
は
「
抽
象
で
は
な
く
経
験
」
(24)

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る

と
も
述
べ
て
い
る
。
事
実
、
彼
の
著
作
中
に
は
次
の
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
「
だ
が
、
自
分
は
多
く
を
言
い
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
”
タ

タ
タ
ー
“
は
、
遠
く
無
限
の
彼
方
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
」
(25)
。
結
局
こ
の
よ
う
に
、
「
如
」
と
は
ど
れ
だ
け
言
葉
を
尽
し
て
も
伝
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
不
可
得
で
、
言
詮
不
及
の
妙
な
る
相
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
無
理
や
り
知
性
に
よ
っ
て
説
明
す
れ
ば
即
非
の
論
理
と
い
う
形

を
取
る
が
、
ど
こ
ま
で
も
直
観
に
属
し
、
体
得
す
る
べ
き
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

一
三
六



「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

本
稿
で
は
「
如
」
に
つ
い
て
、
二
章
に
お
い
て
は
如
来
の
原
義
か
ら
、
三
章
に
お
い
て
は
鈴
木
大
拙
の
思
想
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。
簡

単
に
ま
と
め
る
と
以
下
で
あ
る
。
如
来

tathagata
は
仏
の
十
号
と
な
っ
て
諸
仏
を
指
す
宗
教
的
意
味
を
獲
得
す
る
が
、
そ
れ
以
前
の
原

義
が
「
そ
の
よ
う
に
来
た
者
（
去
っ
た
者
、
あ
る
者
）
」
で
あ
っ
た
と
解
す
れ
ば
、
つ
ま
り

tathata
が
真
如
と
し
て
固
定
化
・
概
念
化
さ

れ
る
以
前
の
本
来
的
な
指
示
語
と
し
て
の
働
き
に
立
ち
返
れ
ば
、
そ
こ
で
は
よ
り
広
範
な
解
釈
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
解
釈
に
よ
っ
て
、

tathagata
の
原
義
に
後
の
般
若
経
典
群
に
見
ら
れ
る
実
相
と
し
て
の
「
如
」
の
思
想
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
通
底
す
る
「
如
」
と
は
、
も
の
が
「
そ
の
よ
う
に
」
そ
の
ま
ま
に
あ
る
相
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
「
般
若
智
」
に
よ
る
「
空
」
作
用
に
よ
っ
て
空
じ
ら
れ
無
化
さ
れ
て
一
如
と
な
っ
た
も
の
が
、
そ
の
「
空
」
作
用
を
背
負
う
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
再
び
全
体
の
調
和
の
中
で
個
物
的
多
と
し
て
息
を
吹
き
返
す
、
そ
の
様
相
を
指
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

序
章
に
お
い
て
如
来
蔵
思
想
に
少
し
触
れ
た
が
、
大
拙
は
「
般
若
経
の
哲
学
と
宗
教
」
の
中
で
、
如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い

る
。
彼
は
仏
性
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、
「
こ
れ
ら
の
兄
弟
の
す
べ
て
が
生
れ
出
て
く
る
母
胎
は
「
如
来
蔵
」

(tathagatagarbha)

と
い

は
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
ゐ
る
、
併
し
そ
れ
は
「
如
蔵
」

(tathatagarbha)

と
よ
ば
れ
る
方
が
一
層
適
切
で
あ
ら
う
」
(26)

と
述
べ
る
。
つ
ま

り
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
仏
性
を
、
『
般
若
経
』
に
お
け
る
「
如
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
般
若
経
典
群
で
は
、
如
来

の
「
如
」
と
衆
生
の
「
如
」
が
同
質
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
如
」
の
思
想
は
後
の
如
来
蔵
系
文
献
に
お
け
る
仏
性

の
無
差
別
と
い
う
思
想
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
如
」
と
は
、
如
来
蔵
思
想
に
お
い
て
ほ
ぼ
固
定

化
さ
れ
る
仏
性
や
自
性
清
浄
心
よ
り
も
、
も
っ
と
動
的
で
広
範
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
動
的
で
広

範
な
意
味
を
持
ち
、
す
ん
な
り
と
は
捉
え
が
た
か
っ
た
故
に
、
後
の
如
来
蔵
思
想
に
よ
っ
て
仏
性
や
自
性
清
浄
心
と
い
う
よ
り
実
体
的
・

視
覚
的
な
表
現
へ
と
発
展
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

如
来
蔵
思
想
に
関
連
し
て
、
「
如
」
の

「
そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
指
示
副
詞
的
意
味
を
反
映
し
た
見
解
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
日
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常
会
話
に
お
い
て
指
示
語
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
会
話
の
当
事
者
間
で
既
知
の
事
柄
に
つ
い
て
で
あ
る
。
指
示
語
が
指
し
示
す
事
柄
が
ど

ち
ら
か
に
と
っ
て
未
知
で
あ
る
場
合
、
指
示
語
を
用
い
な
い
。
な
ら
ば
仏
か
ら
衆
生
へ
の
転
法
輪
で
あ
る
経
典
に
お
い
て
、
真
理
が
「
そ

の
よ
う
に
」
と
い
う
指
示
語
を
用
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
の
み
な
ら
ず
衆
生
に
と
っ
て
も
そ
の
真
理
が
既
知
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
一
切
衆
生
有
如
来
蔵
」
の
「
一
切
」
の
根
拠
と
は
、
「
如
」
が
指
示
副
詞
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
日
常
会
話
と
異
な
る
点
は
、
衆
生
が
そ
の
指
示
内
容
を
忘
却
し
て
お
り
、
完
全
に
既
知

と
い
え
る
状
況
に
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
修
行
の
必
要
性
が
生
じ
る
と
も
言
え
る
。
如
来
蔵
思
想
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
ま
だ
充
分
な
解
明
に
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
真
理
を
表
す
言
葉
が
指
示
語
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
探
っ
て
い

き
た
い
。

最
後
に
、
真
如
と
「
如
」
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
羅
什
は
そ
れ
以
前
か
ら

tathata
の
訳
語
と

し
て
真
如
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
如
」
・
如
如
・
如
相
な
ど
を
多
用
す
る
一
方
で
真
如
は
一
度
も
使
用
し
な
か
っ

た
と
い
う
（
町
）
。
鍵
主
良
敬
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
推
論
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、
「
真
如
な
る
語
の
上
に
玄
学
的
思
惟
の
残
滓
を
認

め
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
羅
什
は
、
如
・
如
如
を
本
義
と
し
て
真
如
を
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。

真
如
と
い
う
訳
語
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
」
（
蕊
）
と
述
べ
て
い
る
。
羅
什
の

真
意
を
知
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
が
、
こ
れ
は
妥
当
な
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
的
判
断
を

中
止
す
る
こ
と
が
「
空
」
の
作
用
で
あ
る
。
そ
し
て
「
如
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
空
性
を
背
負
っ
た
事
物
の
様
相
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
空
」
も
「
如
」
も
価
値
的
な
判
断
か
ら
は
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
如
」
に
、
真
な
る
と
い
う
価
値
を
付
加
す
る
「
真
」

と
い
う
字
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

tatha
及
び

tathata
は
「
如
」
の
一
字
で
表
わ
す
方
が
良
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

一
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「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
1

(
l
)三
枝
充
應
(
-
九
七
五
）
『
講
座
仏
教
思
想
3

倫
理
学
・
教
育
学
』
理
想
社
、
第
三
章
如
来
蔵
•
仏
性
思
想
（
高
崎
直
道
著
）
参
照
。

(
2
)
以
下
、
鍵
主
良
敬
(
-
九
六
八
）
「
本
無
お
よ
び
如
・
真
如
の
訳
出
に
つ
い
て
」
、
『
大
谷
学
報
』
四
七
（
四
）
、
三
四
ー
五
七
頁
参
照
。

(
3
)
鍵
主
良
敬
(
-
九
六
八
）
、
前
掲
論
文
、
三
四
頁
。

(4)
渡
辺
研
二
（
一
九
八
二
）
「
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
説
の

tathagata
再
考
＂
ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
か
ら
み
た
『
沙
門
果
経
』
の
六
師
（
二
）
」
、
『
大
正
大

学
綜
合
佛
教
研
究
所
年
報
』
四
、
ニ
ニ
ニ
頁
。

(5)
長
崎
法
潤
(
-
九
九
一
）
「
T
a
t
h
a
g
a
t
a
考
」
、
前
田
恵
学
博
士
頌
寿
記
念
会
『
仏
教
文
化
学
論
集
』
山
喜
房
仏
書
林
、
四
二
頁
。

(
6
)
同
論
文
、
四
二
頁
。

(7)
赤
沼
智
善
(
-
九
八
一
）
「
如
来
の
名
義
に
就
い
て
」
、
『
原
始
佛
教
之
研
究
』
法
蔵
館
、
三
一
三
頁
。

(
8
)
同
論
文
、
三
―
二
頁
。

(
9
)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
（
全
四

0
巻
）
、
一
八
頁
。
（
以
下
、
巻
数
／
頁
数
と
略
記
）

(10)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
（
五
／
一
七
ー
一
八
）
。

(11)
平
川
彰
・
梶
山
雄
一
・
高
崎
直
道
編
(
-
九
八
三
）
『
講
座
大
乗
仏
教
2
般
若
思
想
』
春
秋
社
、
第
II
章
参
照
。

(12)
『
金
闊
般
若
経
』
の
「
如
来
説
第
一
波
羅
蜜
非
第
一
波
羅
蜜
。
是
名
第
一
波
羅
蜜
。
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(13)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
、
（
五
／
三
八
一
）
。

(14)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
（
五
／
―
二
）
。

(15)
大
拙
は
「
霊
性
」
と
い
う
語
を
「
な
に
か
二
つ
の
も
の
を
包
ん
で
、
二
つ
の
も
の
が
ひ
っ
き
ょ
う
ず
る
に
二
つ
で
な
く
て
―
つ
で
あ
り
、

ま
た
―
つ
で
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
二
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
霊
性
で
あ
る
。
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
一
九
七
二
、
『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
書
店
、
一
六
頁
）

(16)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
（
五
／
二

0
)
。

(17)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
（
五
／
一
五
）
。

(18)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
、
（
二
九
／
一
九
）
。

(19)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
、
（
二
七
／
二
九
六
）
。

(20)
し
か
し
大
拙
の
言
う
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
空
じ
て
い
な
が
ら
同
時
に
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
「
空
」
と
は
、
む
し
ろ
「
有

は
無
よ
り
生
ず
」
と
い
う
老
子
の
思
想
に
よ
り
近
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
「
空
」
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
そ
の
意

一
三
九



味
で
万
物
が
一
如
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
て
も
、
大
拙
の
言
う
と
こ
ろ
の
母
胎
的
絶
対
的
一
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
か
ど

う
か
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(21)
本
来
「
空
」
の
作
用
が
働
く
局
面
は
、
存
在
的
側
面
と
価
値
的
側
面
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
二
分
し
て
考
え
得
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

(22)
鈴
木
大
拙
著
・
工
藤
澄
子
訳
(
-
九
八
七
）
『
禅
』
筑
摩
書
房
、

(23)
『
秋
月
龍
瑕
著
作
集
』
第
七
巻
、
五
八
頁
参
照
。

(24)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
（
五
／
六
五
）

(25)
鈴
木
大
拙
著
・
工
藤
澄
子
訳
(
-
九
八
七
）
、
前
掲
書
、

(26)
『
鈴
木
大
拙
全
集
増
補
新
版
』
（
五
／
二

0
)
。

(27)
鍵
主
良
敬
(
-
九
六
八
）
、
前
掲
論
文
、
四
九
頁
。

(28)
同
論
文
、
四
九
頁
。

一
八
六
頁
。

「
如
」
に
関
す
る
一
考
察
ー
鈴
木
大
拙
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

一
七
四
頁
。

一
四
〇


