
羅
什
以
前
の
古
訳
般
若
経
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

野高引
般
若
や
空
の
本
義
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
が
中
国
に
賓
ら
さ
れ

つ
広
め
ら
れ
た
の
は
、
鳩
摩
羅
什
(
三
四
四

1
四
一
三
)
に
よ
っ
て
多

〈め
く
の
大
乗
経
典
が
翻
訳
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の

齢
理
解
は
格
義
と
呼
ば
れ
る
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
お
。
そ

岬
う
し
た
羅
什
以
前
の
般
+
右
研
究
者
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
道
安

経
宝
二
ニ

i
三
八
五
)
や
支
遁
(
=
二
四

1
三
六
六
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

膨
道
安
の
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る
本
無
義
や
支
遁
の
主
張
し
た
い
わ
ゆ
る

相
即
色
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
従
来
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
だ
が
、
し

伽
か
し
な
が
ら
両
者
の
思
想
に
対
す
る
評
価
の
仕
方
を
見
て
み
る
と
、

叫
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
道
安
の
思
想
に
つ
い
て
は
、

新
格
義
を
批
判
し
て
は
い
る
も
の
の
、
当
時
の
老
・
荘
・
易
融
合
の
気

風
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
玉
弼
・
郭
象
ら
の
い
わ
ゆ
る
玄
学
の
思

l

想
を
受
け
継
い
で
い
る
と
す
る
見
距
と
、
『
道
行
経
』
『
放
光
経
」
な

前

野

j享

ど
の
所
説
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
下
敷
き
と
し
、
空
の
思
想
の
核
心

に
迫
っ
て
い
る
と
す
る
見
解
と
が
あ
る
。
ま
た
、
支
遁
の
思
想
に
つ

い
て
は
、
道
安
よ
り
勝
っ
て
い
る
点
も
あ
る
が
や
は
り
空
を
徹
底
し

て
は
い
な
い
と
す
る
見
慌
と
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
因
縁
所
生
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
説
い
て
い
る
と
す
る
見
臨
と
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
道
安
と
支
遁
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
中
国
伝
統
思
想
の

名
残
を
留
め
た
不
完
全
な
理
解
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
と
、
必
ず
し

も
不
完
全
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
少
な
く
と
も
当
時
翻
訳
さ
れ
通

行
し
て
い
た
経
典
の
所
説
を
十
分
に
理
解
し
消
化
し
て
い
た
と
す
る

見
解
と
が
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
評
価
が
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま

え
る
と
、
羅
什
以
前
の
空
の
理
解
に
つ
い
て
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
の
中
身
を
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

伝
統
思
想
の
概
念
・
用
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
不

完
全
な
理
解
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
概
念
・
用
語
に
よ
っ
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て
表
明
さ
れ
て
い
る
思
惟
や
境
涯
を
、
な
お
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
道
安
や
支
遁
が

拠
っ
て
い
た
、
経
什
の
来
華
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
古
訳
『
般
若
経
』
の

思
想
内
容
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
も
こ
れ
ま
で
余
り
詳
し
く
は
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。
格
義
と
呼
ば
れ
る
理
解
の
中
身
を
考
え
る
に
当
た

り
、
や
は
り
そ
れ
ら
古
訳
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
言
葉
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
実
践
の

問
題
を
中
心
に
、
古
訳
般
若
経
の
所
説
を
検
討
し
、
そ
し
て
そ
れ
と

の
関
連
か
ら
道
安
と
支
遁
の
思
想
を
検
討
し
て
、
羅
什
以
前
の
般
若

思
想
の
展
開
を
ま
た
別
の
角
度
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
、
と
思
う

の
で
あ
る
。

古
訳
般
若
経
の
思
想

羅
什
以
前
の
般
若
経
の
翻
訳
は
数
種
類
あ
る
が
、
後
に
見
る
道
安

と
支
遁
と
の
関
わ
り
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
道
行
経
』
『
光
讃
経
』
『
放

光
経
』
(
い
ず
れ
も
大
正
蔵
八
巻
所
収
)
の
三
つ
の
般
若
経
の
所
説
を
、

相
互
に
比
較
・
対
照
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
一
)
「
道
行
経
」
の
思
想

最
初
に
、
後
漢
・
桓
帝
の
時
に
竺
朔
仏
が
胡
本
を
溺
ら
し
、
霊
帝

の
光
和
二
こ
七
九
)
年
に
支
識
が
訳
出
し
た
『
道
行
経
』
の
所
説

を
見
ょ
う
。

般
若
経
の
主
張
の
中
心
の
一
つ
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
者

の
態
度
や
心
構
え
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
ど
の

テ
キ
ス
ト
で
も
と
の
事
が
繰
り
返
し
問
題
に
さ
れ
る
。
『
道
行
経
』
で

も
、
般
若
を
実
践
す
る
際
に
取
る
べ
き
態
度
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

仏
言
う
。
色
に
著
し
て
行
ぜ
ざ
る
者
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
と

為
す
。
痛
捧
思
想
生
死
識
に
著
し
て
行
ぜ
ざ
る
者
は
、
般
若
波
羅

蜜
を
行
ず
と
為
す
。
是
れ
菩
薩
摩
詞
薩
の
行
と
為
す
。
色
に
於
い

て
著
せ
ず
と
為
す
、
痛
棒
思
想
生
死
識
に
於
い
て
著
せ
ず
と
為
す
、

須
陀
湿
・
斯
陀
含
・
阿
那
合
・
阿
羅
漢
・
酔
支
仏
・
仏
道
に
於
い

て
亦
た
著
せ
ず
。
所
以
は
何
ぞ
や
。
諸
著
を
過
す
る
を
以
て
の
故

に
、
復
た
薩
芸
若
中
に
出
づ
、
是
れ
般
若
波
羅
蜜
と
為
す
。
(
清
崎
市

品
、
四
四
三
頁
上
)

諸
々
の
現
象
や
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
作
用
に
執
着
し
な
い
の
が
、
般
若

を
実
践
す
る
菩
薩
の
修
道
で
あ
る
。
ま
た
修
道
の
結
果
到
達
す
る
理

想
的
な
状
態
だ
と
人
々
が
考
え
る
、
二
乗
の
聖
者
や
仏
道
の
境
涯
に

も
執
着
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
執
着
を
離
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
真
実
の
智
慧
(
薩
芸
若
)
を
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
れ
こ
そ
が
般
若
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
現
象
や
認

識
作
用
や
理
想
的
な
境
涯
が
「
有
」
る
と
し
て
そ
れ
に
執
着
す
る
こ

と
だ
け
を
戒
め
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

い
ず
れ

舎
利
弗
、
須
菩
提
に
問
う
。
何
所
か
著
と
為
す
。
須
草
口
提
-
=
一
宮
ノ
。
色



の
空
な
る
を
知
る
は
、
是
れ
日
い
て
著
と
為
す
。
痛
棒
思
想
生
死

識
の
空
な
る
を
知
る
は
、
是
れ
日
い
て
著
と
為
す
。
(
清
浄
品
、
四

四
二
頁
中
)

と
、
現
象
や
認
識
作
用
が
「
空
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
執
着
で
あ

り
、
そ
れ
と
明
言
し
て
は
い
な
い
が
や
は
り
克
服
す
べ
き
惑
い
事
態

と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
有
」
や
「
空
」
と
い
う
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ら

)
ゆ
る
執
着
を
否
定
す
る
の
は
、
勿
論
そ
れ
が
真
実
の
智
慧
を
妨
げ
る

繭
原
因
だ
か
ら
だ
が
、
そ
れ
で
は
現
象
の
あ
り
さ
ま
は
ど
の
よ
う
に
捉

引
え
ら
れ
る
か
。

つ
仏
雪
一
同
う
。
般
若
波
緩
蜜
を
行
ず
る
者
は
、
色
を
壊
し
て
無
常
と
視

〈め
ず
、
痛
痔
思
想
生
死
識
を
壊
し
て
無
常
と
視
ず
。
何
を
以
て
の
故

酌
に
。
本
無
な
る
が
故
に
。
(
功
徳
品
、
四
三
七
頁
上
)

一
吋
般
若
を
実
践
す
る
者
は
、
現
象
や
認
識
作
用
が
有
る
こ
と
を
否
定
し

経
打
ち
壊
し
て
そ
れ
が
無
常
だ
と
見
な
さ
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
ら
は

舵
全
て
「
本
無
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

官

つ
胡
仏
、
須
菩
提
に
語
ぐ
。
目
何
所
ぞ
是
れ
本
無
な
る
と
は
、
一
切
諸

駒
法
亦
た
本
無
な
り
。
諸
法
本
無
な
る
が
如
く
、
須
陀
桓
道
も
亦
た

以
本
無
な
り
、
斯
陀
合
道
も
亦
た
本
無
な
り
、
阿
那
含
道
も
亦
た
本

新
無
な
り
、
阿
羅
漢
道
・
畔
支
仏
道
も
亦
た
本
無
な
り
、
但
薩
阿
掲

ま

も
亦
復
た
本
無
な
り
。
一
の
本
無
に
し
て
異
有
る
と
と
無
く
、
入

か

ら
ざ
る
所
無
く
、
悉
く
一
切
を
知
る
。
是
く
須
菩
提
よ
。
般
若
波

3 

経
蜜
は
即
ち
是
れ
本
無
な
り
。
・
・
但
薩
阿
掲
は
般
若
波
縫
蜜
に
因

り
、
悉
く
世
間
は
本
無
に
し
て
異
有
る
こ
と
無
し
と
知
る
。
是
く

か

の
如
く
須
菩
提
よ
。
恒
隆
阿
掲
は
悉
く
本
無
を
知
る
、
爾
く
な
る

が
故
に
号
字
し
て
仏
と
為
す
。
(
照
明
品
、
四
五

O
頁
上
)

あ
ら
ゆ
る
現
象
は
本
来
無
(
本
無
)
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
何
も

違
い
が
無
い
。
従
っ
て
二
乗
の
聖
者
の
境
涯
も
、
如
来
(
但
薩
阿
掲
)

の
境
涯
も
、
般
若
自
体
も
、
い
ず
れ
も
本
来
無
で
あ
っ
て
実
体
が
無

い
。
そ
し
て
般
若
に
よ
っ
て
こ
の
「
本
無
」
を
知
っ
た
者
を
仏
と
呼

ぶ
の
だ
と
述
べ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
現
象
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
は
、
い
ま
見
た

「
本
無
」
の
他
に
、
「
自
然
」
「
幻
」
と
い
う
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
「
自
然
」
に
つ
い
て
。

仏
、
須
菩
提
に
語
ぐ
。
色
は
著
無
く
、
縛
無
く
、
脱
無
し
。
何
を

以
て
の
故
に
。
色
の
自
然
な
る
が
故
に
色
と
為
す
。
痛
痔
思
想
生

死
識
は
著
無
く
、
縛
無
く
、
脱
無
し
。
何
を
以
て
の
故
に
。
識
の

自
然
な
る
が
故
に
識
と
為
す
。
(
泥
型
品
、
四
四
一
頁
下
)

現
象
や
認
識
作
用
に
は
、
執
着
と
い
う
こ
と
も
、
束
縛
と
い
う
こ
と

も
、
解
脱
と
い
う
こ
と
も
無
い
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
お
の
ず
か
ら

(
自
然
)
に
、
現
象
な
り
認
識
作
用
な
り
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
言
う
。
次
い
で
「
幻
」
に
つ
い
て
。

い
か
ん

仏
言
う
。
目
須
菩
提
の
意
に
於
い
て
云
何
。
幻
と
色
と
は
異
有
り

や
無
し
ゃ
、
幻
と
痛
痔
思
想
生
死
識
と
は
異
有
り
や
無
し
ゃ
。
須
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し
か

菩
提
、
仏
に
報
じ
て
言
一
う
。
爾
り
、
天
中
天
ょ
。
幻
と
色
と
は
異

無
き
な
り
。
色
は
是
れ
幻
な
り
、
幻
は
是
れ
色
な
り
。
幻
と
痛
痔

思
想
生
死
識
と
は
等
し
く
異
無
し
。
仏
言
う
。
云
何
ぞ
、
須
菩
提

よ
。
所
想
等
し
く
法
に
随
わ
ず
五
陰
に
従
ら
ざ
る
を
菩
薩
と
字
す
。

か

須
菩
提
言
う
。
是
く
の
如
し
、
天
中
天
よ
。
菩
薩
の
学
び
て
仏
と

作
ら
ん
と
欲
す
る
は
、
幻
を
学
ぶ
と
為
す
の
み
。
(
道
行
品
、
四
ニ

七
頁
上
)

現
象
や
認
識
作
用
は
い
ず
れ
も
実
体
が
無
い
幻
と
異
な
る
点
が
無

く
、
従
っ
て
現
象
が
す
な
わ
ち
幻
で
あ
り
幻
が
す
な
わ
ち
現
象
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
幻
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
の
が
菩
薩
な
の
だ

と
宮
守
つ
。

こ
の
「
本
無
」
「
自
然
」
「
幻
」
は
、
い
ず
れ
も
真
実
の
智
慧
に
よ
っ

て
照
ら
し
出
さ
れ
る
現
象
の
真
実
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
言
わ
れ
た

事
柄
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
が
「
有
」
や
「
空
」
を
超

越
し
て
い
る
乙
と
か
ら
「
本
無
」
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
、
現
象

に
本
来
執
着
や
解
脱
な
ど
の
事
態
が
無
い
こ
と
か
ら
「
自
然
」
と
い

う
見
解
が
提
示
さ
れ
、
ま
た
菩
薩
の
修
道
の
あ
り
か
た
と
の
関
わ
り

か
ら
「
幻
」
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で

お
C
Lふ
為
ノ
。

さ
て
、
か
く
菩
薩
は
現
象
が
「
幻
」
だ
と
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
す
な
わ
ち
、
菩
薩
は

般
若
の
教
え
に
如
何
に
従
い
修
道
す
べ
き
な
の
か
。

仏
、
須
菩
提
に
語
ぐ
。
・
般
若
波
羅
蜜
は
、
本
よ
り
形
無
く
、
但

だ
字
有
る
の
み
。
韮
口
薩
は
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
に
随
う
に
、
当
に

是
く
の
如
く
な
る
べ
し
。
般
若
波
羅
蜜
は
、
本
よ
り
従
り
て
生
ず

る
所
無
し
。
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
に
随
う
に
、
当
に
是
く

の
如
く
な
る
べ
し
。
般
若
波
羅
蜜
は
、
等
し
く
異
有
る
乙
と
無
し
。

菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
に
随
う
に
、
当
に
是
く
の
如
く
な
る

べ
し
。
幻
化
及
び
野
馬
は
、
但
だ
名
有
る
も
形
無
し
。
菩
薩
は
般

若
波
羅
蜜
の
教
え
に
随
う
に
、
当
に
是
く
の
如
く
な
る
べ
し
。
(
随

品
、
四
七

O
頁
中
)

般
若
は
本
来
姿
形
が
無
く
、
た
だ
「
字
」
が
あ
る
だ
け
で
、
何
か
か

ら
生
ず
る
こ
と
が
無
く
、
平
等
で
差
異
が
無
い
。
例
え
ば
、
幻
や
陽

炎
に
た
だ
名
が
有
る
だ
け
で
形
が
無
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
菩
薩

は
そ
れ
を
よ
く
弁
え
て
般
若
の
教
え
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
ま
た
、

須
菩
提
言
う
。
韮
口
蔭
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
、
色
を
受
げ
ず
、

痛
淳
思
想
生
死
識
を
受
け
ず
。
色
を
受
け
ざ
れ
ば
色
無
し
と
為
し
、

痛
棒
思
想
生
死
識
を
受
け
ざ
れ
ば
識
無
し
と
為
す
。
般
若
波
羅
蜜

を
受
け
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
受
け
ざ
る
。
影
の
取
る
所
無
き
が

如
く
、
得
る
所
無
き
が
故
に
受
け
ず
。
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行

ず
る
に
、
一
切
の
字
法
を
受
け
ず
。
(
道
行
品
、
四
二
六
頁
上

1
中
)

と
、
菩
隆
が
般
若
を
行
ず
る
に
際
し
て
は
、
現
象
も
認
識
作
用
も
、
ま

た
他
で
も
な
い
般
若
自
体
も
受
付
入
れ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
「
字
法
」
、



す
な
わ
ち
名
称
が
有
る
だ
け
で
実
体
が
無
い
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
固
着

し
て
受
げ
入
れ
な
い
こ
と
が
、
つ
ま
り
は
般
若
を
実
践
す
る
こ
と
だ

と一吉田〉フ。

以
上
『
道
行
経
』
で
は
、
般
若
を
実
践
す
る
際
に
あ
ら
ゆ
る
執
着

を
取
り
去
る
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
執
着
と
の
関

連
か
ら
、
現
象
の
真
実
の
あ
り
さ
ま
を
「
本
無
」
「
自
然
」
「
幻
」
と

す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
事
物
の
名
称
で
あ

)
る
「
字
」
を
そ
の
も
の
自
体
と
執
着
し
な
い
乙
と
が
般
若
の
実
践
だ

間
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

てつ
つ
己
『
光
讃
経
』
の
思
想

制
次
い
で
、
西
晋
・
太
康
七
(
二
八
六
)
年
に
紙
多
羅
が
胡
本
を
爾

肘
ら
し
い

d

周
年
の
う
ち
に
竺
法
護
が
訳
出
し
た
『
光
讃
経
』
の
所
説
を

岬
見
よ
い
引
。

程
『
光
讃
経
』
は
、
『
道
行
経
』
と
同
様
に
諸
々
の
現
象
が
「
自
然
」
で

舵
あ
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
『
道
行
経
』
と
は
ま
た
異
な
る
説
明
の
仕

掛
方
も
見
受
け
ら
れ
る
。
最
初
に
こ
の
点
を
見
ょ
う
。

一
駒
須
菩
提
、
舎
利
弗
に
謂
う
。
所
謂
色
を
離
る
と
は
、
色
の
自
然
な

叫
る
が
故
な
り
。
所
謂
痛
淳
思
想
生
死
識
を
雌
る
と
は
、
識
の
自
然

荷
な
る
が
放
な
り
。
所
謂
檀
波
羅
蜜
を
離
る
と
は
、
檀
波
羅
蜜
の
自

然
な
る
が
故
な
り
。
所
謂
戸
波
羅
蜜
・
廃
波
羅
蜜
・
惟
逮
波
羅
蜜
・

禅
波
羅
蜜
・
般
若
波
羅
蜜
を
離
る
と
は
、
六
波
羅
蜜
の
自
然
な
る

5 

が
故
な
り
。
・
舎
利
弗
、
須
菩
提
に
謂
う
。
何
ぞ
識
の
自
然
な
る

を
謂
い
、
何
ぞ
痛
痔
思
想
生
死
識
の
自
然
な
る
を
謂
い
、
何
ぞ
十

二
因
縁
・
三
十
七
品
・
十
八
不
共
諸
仏
の
法
の
自
然
な
る
を
謂
う

や
。
須
菩
提
答
え
て
日
う
。
己
に
無
所
有
な
り
、
故
に
自
然
と
謂

う
。
色
は
無
所
有
な
り
、
故
に
色
は
自
然
な
り
と
臼
う
。
痛
棒
思

想
生
死
識
は
無
所
有
な
り
、
故
に
痛
棒
思
想
生
死
識
は
自
然
な
り

と
臼
う
。
(
仮
号
品
、
一
七

O
頁
中
1
下
)

現
象
や
認
識
作
用
、
ま
た
種
々
の
波
羅
蜜
や
十
二
因
縁
・
三
十
七
道

品
・
十
八
不
共
法
と
い
っ
た
諸
仏
の
教
え
を
離
れ
る
こ
と
を
主
張
す

る
の
は
、
そ
れ
ら
が
何
も
実
体
を
持
た
ず
(
無
所
有
)
、
従
っ
て
お
の

ず
(
自
然
)
と
そ
れ
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

仏
、
須
菩
提
に
告
ぐ
。
:
須
菩
提
よ
。
阿
羅
漢
な
る
者
は
、
則
ち

自
然
と
為
す
。
自
然
な
る
が
故
に
空
な
り
、
故
に
日
い
て
空
と
為

す
。
府
支
仏
な
る
者
は
、
則
ち
自
然
と
為
す
。
自
然
な
る
が
故
に

空
な
り
、
故
に
白
い
て
空
と
為
す
。
但
薩
阿
掲
は
、
則
ち
自
然
と

為
す
。
自
然
な
る
が
故
に
空
な
り
、
故
に
臼
い
て
空
と
為
す
。
(
出

術
品
、
一
九
九
頁
下
)

と
、
二
乗
の
聖
者
や
如
来
の
境
涯
は
や
は
り
お
の
ず
か
ら
な
る
も
の

で
、
従
っ
て
「
空
」
な
の
だ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
現
象
が
「
自
然
」
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
実
体
が
無
く
「
無
所
有
」
だ
か
ら
「
自
然
」
で

あ
り
、
ま
た
「
自
然
」
だ
か
ら
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
、
「
自

然
」
と
「
無
所
有
」
「
空
」
と
を
結
び
つ
け
、
『
道
行
経
』
と
は
ま
た
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異
な
る
説
明
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
執
着
や
解
脱
の
無
い
「
自
然
」
に

特
に
注
目
し
、
そ
れ
を
更
に
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
何
故
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
等
し
く
「
無
所
有
」
で

「
自
然
」
で
「
空
」
だ
と
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
現
実
に
は
二
乗
は
二
来
、

仏
は
仏
で
あ
り
、
ま
た
色
は
あ
く
ま
で
も
色
、
識
は
あ
く
ま
で
も
識

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
・
ζ

と
が
個
々
別
々
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
更
に
『
光
讃
経
』
の
記
述
を
見
て
い
こ
う
。

須
菩
提
、
舎
利
弗
に
謂
う
。
:
・
限
耳
鼻
舌
身
意
は
、
悉
く
無
所
有

に
し
て
、
亦
た
不
可
得
な
り
。
限
色
・
耳
声
・
鼻
香
・
舌
味
・
身

更
・
意
欲
、
六
情
・
六
識
・
六
味
・
十
八
諸
入
の
因
縁
、
一
切
諸

事
は
、
悉
く
無
所
有
に
し
て
、
亦
た
不
可
得
な
り
。
:
菩
薩
と
般

若
波
羅
蜜
と
は
、
悉
く
無
所
有
に
し
て
、
亦
た
不
可
得
な
り
。
:

ぃ
r

何
を
以
て
の
故
に
。
字
し
て
菩
薩
と
字
す
れ
ば
、
何
く
従
り
来
ら

怯

ん
。
其
の
名
字
な
る
者
は
、
為
た
何
所
に
在
り
て
菩
薩
と
為
さ
ん
。

是
の
故
に
名
づ
け
て
菩
薩
と
為
す
。
菩
薩
と
言
う
は
、
但
だ
字
を

以
て
す
る
の
み
、
何
所
従
り
来
ら
ん
。
色
痛
棒
思
想
生
死
識
は
、
但

す
な
わ

だ
字
を
以
て
す
る
の
み
。
包
だ
字
を
字
と
し
言
に
著
す
る
の
み
、
而

ち
色
有
る
こ
と
無
く
、
痛
痔
思
想
生
死
識
有
る
こ
と
無
し
。
所
以

は
何
ぞ
。
字
な
る
者
も
亦
た
空
な
れ
ば
、
字
は
自
然
に
し
て
空
な

り
。
是
れ
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
菩
薩
と
は
為
さ
ず
、
亦
た
己

れ
の
字
し
て
菩
薩
と
為
す
無
き
な
り
。
・
舎
利
弗
よ
。
呈
一
口
う
所
の

菩
薩
と
は
但
だ
仮
号
の
み
。
(
等
三
世
品
、
ニ

O
六
頁
上

1
中
)

既
に
見
た
こ
と
だ
が
、
感
覚
器
官
の
働
き
や
認
識
対
象
で
あ
る
現
象
、

更
に
は
般
若
や
菩
薩
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
事
柄
は
「
無
所
有
」
で

あ
り
、
そ
の
も
の
自
体
と
し
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
実
体
が
無
い
(
不

可
得
)
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
た
だ
そ
う
い
う
名
称
(
字
)

を
つ
け
ら
れ
、
か
り
そ
め
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
(
仮
号
)
に
過
ぎ

ず
、
そ
う
し
た
「
字
」
に
相
当
す
る
何
ら
か
の
本
質
が
有
る
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ι
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須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
う
。
:
又
た
其
の
名
号
は
、
亦
た
住
す

る
所
無
く
、
亦
た
住
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
所
以
は
何
ぞ
。
衆
生
の

類
、
無
結
心
従
り
仮
の
名
号
を
行
じ
て
、
識
名
色
六
入
所
更
痛
受

愛
有
生
老
病
死
を
行
ず
。
亦
復
た
是
く
の
如
く
、
仮
に
し
て
字
有

す
ぺ

り
。
其
の
字
の
本
は
、
都
て
住
す
る
所
無
く
、
亦
た
住
せ
ざ
る
に

あ
ら
ず
。
所
以
は
何
ぞ
。
唯
だ
然
り
、
世
尊
よ
。
一
切
法
は
悉
く

本
有
る
こ
と
無
き
を
以
て
な
り
。
(
仮
号
品
、
一
六
八
頁
上
)

と
い
う
よ
う
に
、
衆
生
は
無
知
の
心
か
ら
仮
の
名
称
に
執
着
し
、
色

ゃ
識
か
ら
生
老
病
死
に
至
る
ま
で
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
の
原
因

を
作
り
出
す
。
だ
が
そ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
、
固
定
的
な
本
質

を
持
た
ず
、
あ
く
ま
で
も
仮
の
「
字
」
な
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
に
安

住
せ
ず
ま
た
依
拠
し
な
い
の
で
も
な
い
と
い
っ
た
態
度
が
要
請
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、

仏
復
た
舎
利
弗
に
告
ぐ
。
菩
薩
摩
詞
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る

時
に
、
当
に
斯
の
観
を
作
す
べ
し
。
号
す
る
所
の
菩
薩
、
謂
う
所



の
仏
と
は
、
亦
た
仮
号
の
み
。
謂
う
所
の
名
色
痛
痔
思
想
生
死
識

は
、
亦
た
仮
号
の
み
。
皆
な
由
お
吾
我
の
ご
と
し
。
請
う
所
の
我

な
る
者
は
、
適
に
無
所
有
に
し
て
、
我
無
く
人
無
く
、
命
無
く
寿

無
し
。
及
び
含
血
腕
動
も
、
心
無
く
意
無
し
。
所
造
を
作
す
が
若

か

き
も
自
然
な
り
。
所
習
所
更
所
見
知
見
の
事
、
此
く
の
如
き
の
強

類
、
皆
不
可
得
、
空
に
し
て
無
所
著
な
り
。
悉
く
仮
号
に
由
り
、
但

だ
虚
一
雪
一
一
口
有
る
の
み
。
是
く
の
如
く
菩
麓
摩
詞
薩
、
般
若
波
羅
蜜
を

)
行
ず
と
為
す
。
(
行
空
品
、
一
五
二
頁
中
)

間
菩
薩
が
盤
石
を
実
践
す
る
際
に
は
、
菩
薩
や
仏
と
い
っ
た
境
涯
、
現

引
象
や
認
識
作
用
が
、
全
て
「
仮
号
」
で
あ
る
と
見
な
防
れ
ば
な
ら
な

つ
い
。
衆
生
に
「
我
」
や
「
命
」
が
無
く
実
は
「
無
所
有
」
で
、
生
き

め
物
に
「
心
」
や
「
意
」
が
無
く
実
は
「
自
然
」
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

断
さ
ま
ざ
ま
に
知
覚
認
識
す
る
事
物
を
「
不
可
得
」
で
「
空
」
と
見
な

岬
し
て
と
ら
わ
れ
ず
、
全
て
を
「
仮
号
」
「
虚
言
」
と
捉
え
ね
ば
な
ら
な

経
い
と
言
う
。
従
っ
て
ま
た
般
若
の
教
え
を
受
け
る
に
際
し
、

舵
時
に
須
菩
提
、
諸
天
子
の
為
に
分
別
説
言
す
。
一
文
字
と
し
て
説

叩
く
べ
き
者
無
け
れ
ば
、
分
別
す
べ
か
ら
ず
、
亦
た
聞
く
者
無
し
。
所

蜘
以
は
何
ぞ
。
般
若
波
羅
蜜
は
、
文
字
と
し
て
説
く
無
口
灯
れ
ば
な
り
。

叫
亦
た
聴
く
者
無
し
。
所
以
は
何
ぞ
。
但
薩
阿
掲
に
文
字
無
け
れ
ば

鮒
な
り
。
・
是
く
の
如
く
天
子
よ
。
一
切
諸
法
は
亦
た
化
な
り
。
彼

れ
説
く
者
無
く
、
亦
た
聴
く
者
無
し
。
同
世
え
ば
夢
中
に
仏
の
経
を

説
く
を
聞
く
が
如
し
。
(
問
品
、
二
一
二
頁
中
)

7 

と
い
う
具
合
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
か
り
そ
め
の
も
の
(
化
)
だ
か

ら
、
実
は
教
え
を
説
く
者
も
聞
く
者
も
無
く
、
か
く
て
あ
た
か
も
夢

の
中
で
仏
の
説
法
を
聞
く
よ
う
に
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

る。
以
上
『
光
讃
経
」
で
は
、
現
象
の
真
実
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
「
自

然
」
と
い
う
見
解
と
「
無
所
有
」
「
空
」
と
い
う
見
解
と
が
結
び
つ
け

ら
れ
、
『
道
行
経
」
と
は
ま
た
異
な
る
説
明
の
仕
方
が
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
現
象
の
現
実
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
『
道
行
経
』
で
は
「
字
」

「
字
法
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
『
光
讃
経
」
で
は
そ

の
他
に
「
名
号
」
「
仮
号
」
「
虚
一
言
」
な
ど
と
よ
り
多
様
な
表
現
が
な

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
の
広
が
り
が
窺
え
る
。
そ

し
て
ま
た
菩
薩
の
観
行
の
対
象
と
し
て
の
「
仮
号
」
の
方
へ
と
、
関

心
の
重
点
が
移
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
三
)
『
放
光
経
』
の
思
想

更
に
、
西
晋
・
太
康
三
(
二
八
二
)
年
に
朱
士
行
が
弟
子
の
弗
如

砲
に
託
し
て
胡
本
を
鷲
ら
し
、
元
康
元
(
二
九
一
)
年
に
無
羅
叉
と

竺
叔
蘭
が
共
同
で
翻
訳
し
、
永
興
元
(
三

O
四
)
年
に
竺
法
寂
が
竺

叔
聞
と
共
に
校
訂
を
加
え
た
『
放
光
経
』
の
所
説
を
、
先
に
見
た
『
光

讃
経
』
と
の
違
い
に
注
意
し
な
が
ら
見
ょ
う
。

復
た
次
に
舎
利
弗
よ
。
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
、
菩
薩
は
当
に

是
の
観
を
作
す
ベ
し
。
草
口
薩
は
但
だ
字
な
る
の
み
、
仏
も
亦
た
字
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な
る
の
み
、
般
若
波
羅
蜜
も
亦
た
字
な
る
の
み
、
五
陰
は
亦
た
字

な
る
の
み
。
舎
利
弗
ょ
。
一
切
の
吾
我
と
言
う
者
有
る
は
、
亦
た

皆
な
字
な
る
の
み
。
吾
我
を
索
む
る
も
、
亦
た
五
口
我
有
る
無
し
。

何
を
以
て
の
故
に
。
一
切
諸
法
は
無
所
有
に
し
て
、
空
な
る
を
用

て
の
故
に
。
是
の
故
に
菩
薩
は
、
一
切
の
字
法
に
於
い
て
、
都
て

見
る
所
無
く
、
見
る
所
無
き
中
に
於
い
て
、
復
た
見
る
こ
と
有
ら

か

ず
。
菩
薩
は
是
く
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
を
作
せ
ば
、
諸
仏
を
除

き
、
一
切
の
諸
声
聞
・
酔
支
仏
の
上
に
過
ぐ
。
(
仮
号
品
、
五
頁
上
)

般
若
を
実
践
す
る
に
際
し
、
菩
薩
は
、
菩
薩
・
仏
・
般
若
波
羅
蜜
・

五
陰
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
全
て
「
字
」
に
過
ぎ
ず
、
何
も
確

た
る
実
体
を
持
た
な
い
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ

ら
ゆ
る
現
象
は
「
無
所
有
」
で
「
空
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

う
し
た
あ
ら
ゆ
る
「
字
法
」
を
見
ず
、
ま
た
見
な
い
こ
と
に
も
と
ら

わ
れ
な
い
。
か
く
菩
薩
の
般
若
の
実
践
は
、
二
乗
の
聖
者
た
ち
よ
り

優
れ
て
い
る
。
ま
た
、

仏
言
う
。
衆
生
は
、
但
だ
共
に
名
字
数
に
縛
ら
れ
、
無
端
緒
に
著

す
。
是
の
故
に
菩
薩
摩
詞
薩
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
、
名

字
相
に
於
い
て
、
之
を
抜
済
す
。
須
菩
提
、
仏
に
白
し
て
言
う
。
何

等
を
名
字
相
と
為
す
。
仏
、
須
菩
提
に
告
ぐ
。
名
字
な
る
者
は
真

な
ら
ず
、
仮
号
し
て
名
を
為
す
。
仮
号
し
て
五
陰
と
為
し
、
仮
名

し
て
人
と
為
し
、
男
と
為
し
女
と
為
し
、
仮
名
し
て
五
趣
及
び
有

為
・
無
為
法
と
為
し
、
仮
名
し
て
須
陀
湿
・
斯
陀
含
・
阿
那
含
・

阿
羅
漢
・
酔
支
仏
・
三
耶
三
仏
と
為
す
。
(
超
越
法
相
品
、

頁
下
:
一
二
九
頁
上
)

と
い
う
よ
う
に
、
般
若
を
実
践
す
る
菩
薩
は
、
衆
生
が
「
名
字
」
に

束
縛
さ
れ
「
無
端
緒
」
で
空
で
あ
る
事
柄
に
執
着
し
て
い
る
の
で
、
仮

に
五
陰
・
人
・
男
・
女
・
五
趣
・
有
為
法
・
無
為
法
や
阿
羅
漢
・
庶

支
仏
な
ど
と
名
づ
け
、
そ
う
し
た
「
仮
号
」
「
仮
名
」
を
手
掛
か
り
と

し
て
衆
生
を
救
済
す
る
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
名

字
」
は
実
は
菩
薩
が
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
「
仮
」
に
名
づ
砂
た

も
の
で
、
そ
こ
で
そ
う
し
た
「
仮
号
」
「
仮
名
」
で
あ
る
事
柄
に
と
ら

わ
れ
執
着
す
る
こ
と
が
強
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
執
着
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
の
だ
が
、
「
放
光
経
』
は
、
そ
れ

ら
を
次
の
よ
う
な
相
い
対
す
る
こ
つ
の
も
の
・
こ
と
に
つ
い
て
の
と

ら
わ
れ
に
整
理
す
る
。

仏
、
須
菩
提
に
語
ぐ
。
・
:
須
菩
提
よ
。
凡
思
は
ニ
相
を
以
て
著
す
。

何
等
を
こ
と
為
す
。
一
は
形
相
、
二
は
無
形
相
。
何
等
を
形
相
と

為
す
。
諸
々
の
好
形
・
悪
形
・
微
形
有
る
に
、
是
の
消
耗
の
法
に

於
い
て
、
中
に
於
い
て
起
こ
す
所
の
相
有
り
、
是
れ
名
づ
げ
て
形

相
と
為
す
。
何
等
を
無
形
相
と
為
す
。
諸
々
の
無
形
の
法
に
、
中

に
於
い
て
相
を
起
こ
し
垢
を
生
ず
、
是
れ
名
づ
け
て
無
形
相
と
為

す
。
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
学
ぶ
に
、
温
和
白
拘
舎
羅
を
以
て
、
無

形
相
に
於
い
て
諸
々
の
衆
生
を
出
だ
し
、
無
相
に
建
立
し
て
処
り

て
不
二
に
入
ら
し
む
。
何
等
を
二
と
為
す
。
是
れ
相
に
し
て
是
れ /¥ 



無
相
な
り
、
是
れ
二
と
為
す
。
須
菩
提
よ
。
是
れ
菩
薩
摩
詞
薩
の

相
中
に
於
い
て
諸
々
の
衆
生
を
出
だ
し
無
相
に
建
立
す
と
為
す
。

(
超
越
法
相
品
、
二
一
九
頁
上
)

凡
愚
な
衆
生
は
、
現
象
の
姿
形
が
有
る
こ
と
と
無
い
こ
と
と
の
ど
ち

ら
か
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
菩
薩
は
、
方
便
に
よ
っ
て
そ
う

し
た
有
や
無
に
つ
い
て
の
と
ら
わ
れ
を
解
き
放
ち
、
差
別
を
超
え
た

「
不
二
」
の
世
界
に
衆
生
を
救
い
導
く
。
ま
た
、

)
仏
言
う
。
菩
薩
は
発
意
従
り
当
に
法
に
侍
る
所
無
か
る
べ
し
。
学
び

繭
て
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
、
皆
な
当
に
侍
る
所
無
か
る
べ
し
。
乃

引
至
薩
云
然
に
当
に
侍
る
所
無
し
と
念
ず
ベ
し
。
云
何
が
侍
る
と
為

っ
し
、
云
何
が
傍
ら
ず
と
為
す
。
仏
言
う
。
二
な
る
者
を
侍
る
と
為

〈め
し
、
一
な
る
者
を
侍
ら
ず
と
為
す
。
云
何
が
二
と
為
し
、
云
何
が

酌
一
と
為
す
。
仏
言
う
。
眼
と
色
と
を
こ
と
為
し
、
六
入
と
念
法
と

偲
を
こ
と
為
し
、
道
と
仏
と
を
二
と
為
す
、
是
れ
こ
と
為
す
。
云
何

粧
が
世
尊
、
侍
る
有
る
中
従
り
侍
る
無
く
、
侍
る
無
き
中
従
り
侍
る

舵
有
ら
ん
。
仏
言
う
。
亦
た
侍
る
有
る
中
従
り
侍
る
有
ら
ず
、
亦
た

胡
侍
る
無
き
中
従
り
侍
る
有
ら
ず
。
侍
る
と
侍
る
無
き
と
に
一
等
し

伽
て
入
ら
ば
、
是
れ
侍
る
無
し
と
謂
う
。
須
菩
提
ょ
。
菩
薩
の
侍
司
令

悩
と
傍
る
無
き
と
に
於
い
て
等
し
き
者
、
是
れ
侍
る
無
し
と
謂
う
、
当

鮪
に
是
の
学
を
作
す
べ
し
。
菩
薩
の
是
く
の
如
く
般
若
波
羅
蜜
を
学

ぶ
者
、
是
れ
侍
る
有
る
無
し
と
為
す
。
(
沼
恕
品
、
一
一
一
一
頁
下
)

9

六
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
菩
薩
は
、
現
象
に
「
侍
」
り
と
ら
わ
れ
る
と

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
乙
で
、
感
覚
器
官
と
認
識
対
象
、
六

つ
の
感
受
機
能
と
心
の
念
ず
る
働
き
、
悟
り
と
仏
の
境
涯
と
い
っ
た

二
つ
の
も
の
・
こ
と
の
区
別
に
「
侍
」
ら
ず
、
ま
た
「
侍
」
る
こ
と

と
「
侍
」
ら
な
い
こ
と
の
区
別
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
。
こ
れ
が
菩
薩

の
執
着
の
無
い
修
道
だ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
執
着
を

二
つ
の
も
の
・
こ
と
に
つ
い
て
の
と
ら
わ
れ
と
見
な
し
て
整
理
・
分

析
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
相
い
反
す
る
二
つ
の
事
柄
の
違
い
、
認

識
主
体
と
認
識
対
象
の
区
別
、
更
に
は
と
ら
わ
れ
る
こ
と
さ
え
に
も

と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
、
執
着
か
ら
の
徹
底
し
た
超
越
を
計
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
菩
薩
は
か
く
徹
底
し
て
執
着
を
離
れ
た
存
在
で
あ
る

と
共
に
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を
提
示
し
て
衆
生

を
救
済
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
は
菩

薩
の
修
道
の
必
須
の
要
件
な
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
救
済
・
教

化
の
仕
方
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。

仏
、
須
菩
提
に
告
ぐ

0

・
須
菩
提
よ
。
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行

ず
る
に
、
若
し
法
の
法
性
を
離
る
る
者
有
る
を
見
れ
ば
、
終
に
阿

精
多
羅
三
耶
三
菩
を
発
せ
ず
。
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
に
、

諸
法
の
性
は
則
ち
是
れ
道
な
り
。
是
の
故
に
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜

を
行
じ
て
、
諸
法
は
則
ち
是
れ
法
性
な
る
を
知
り
、
無
名
の
法
を

名
を
以
て
教
授
し
、
五
陰
従
り
道
に
至
る
ま
で
、
皆
な
名
号
法
数

の
字
を
以
て
之
を
説
く
。
(
超
越
法
相
品
、
二
ニ

O
頁
上
)



。
こ
れ
も
既
に
見
た
こ
と
だ
が
、
菩
薩
は
あ
る
が
ま
ま
の
現
象
の
あ
り

さ
ま
が
す
な
わ
ち
現
象
の
真
実
の
あ
り
さ
ま
だ
と
知
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
本
来
名
づ
け
よ
う
が
な
く
無
名
で
あ
る
そ
う
し
た
真
実
の
あ

り
さ
ま
を
衆
生
に
悟
ら
せ
る
た
め
に
、
五
陰
や
道
な
ど
と
い
う
名

号
・
法
数
に
よ
っ
て
説
き
明
か
す
。
そ
し
て
、

仏
言
う
。
・
何
等
を
菩
薩
道
と
為
す
、
則
ち
六
波
羅
蜜
是
れ
な
り
。

三
十
七
品
・
十
力
・
四
無
所
畏
・
四
無
碍
慧
・
仏
十
八
法
・
三
十

二
相
・
八
十
種
好
、
無
所
有
に
於
い
て
仏
道
を
成
す
。
六
波
羅
蜜

を
具
足
し
、
二
一
十
七
品
及
び
五
神
通
を
具
足
す
る
に
、
衆
生
の
欲

す
る
所
に
随
う
。
六
度
中
に
於
い
て
、
食
嫉
有
る
者
は
、
制
但
波
羅

蜜
を
以
て
之
に
授
く
。
悪
戒
有
る
者
は
、
道
戒
を
以
て
之
に
授
く
。

限
悉
有
る
者
は
、
忍
を
以
て
之
に
授
く
。
僻
怠
有
る
者
は
、
精
進

を
以
て
之
に
勧
む
。
乱
意
有
る
者
は
、
禅
を
以
て
之
を
救
う
。
愚

痴
有
る
者
は
、
慧
を
以
て
之
に
授
く
。
解
脱
品
・
解
脱
見
品
に
至

る
ま
で
、
皆
な
以
て
之
に
授
く
。
声
聞
の
道
意
有
る
者
は
、
其
の

本
応
に
随
う
。
須
陀
混
・
斯
陀
含
・
阿
那
含
・
阿
羅
漢
・
畔
支
仏

道
を
以
て
、
本
に
随
い
て
之
に
授
く
。
大
乗
有
る
者
は
、
仏
道
を

以
て
之
に
授
く
。
是
の
方
便
を
以
て
、
能
く
無
央
数
の
変
化
を
作

な
い
し

す
。
乃
至
恒
辺
沙
の
諸
仏
国
土
も
、
人
の
欲
す
る
所
に
随
い
て
、
則

ち
能
く
其
の
利
土
の
好
を
変
え
、
諸
々
の
衆
生
の
願
を
満
た
し
、
一

仏
国
従
り
一
仏
国
に
至
り
、
欲
す
る
所
も
て
国
土
を
取
り
其
の
願

に
随
う
。
(
無
侍
相
品
、
一
二
三
頁
中

1
下
)

と
、
そ
の
名
号
・
法
数
は
六
波
羅
蜜
・
三
十
七
道
品
・
五
神
通
な
ど

さ
ま
ざ
ま
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
の
好
む
所
に
従
っ
て
適

切
な
教
え
を
施
す
。
例
え
ば
、
六
波
羅
蜜
を
教
え
る
際
に
は
、
食
り

嫉
妬
を
持
つ
者
に
は
布
施
を
教
え
、
思
か
で
無
知
な
者
に
は
智
慧
を

授
け
る
。
声
聞
に
見
合
っ
た
素
質
を
持
つ
者
、
阿
羅
漢
・
酔
支
仏
に

見
合
っ
た
素
質
を
持
つ
者
、
大
乗
の
素
質
を
持
つ
者
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
れ
に
相
応
し
い
教
え
を
授
げ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
の
願

い
に
応
じ
た
形
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
国
土
を
出
現
さ
せ
る
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。
か
く
菩
薩
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
衆
生
を
教
化
す
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
間
違
っ
た
認
識
を
捨
て
さ
せ
、

束
縛
も
解
放
も
共
に
無
く
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

仏
言
う
。
衆
生
が
世
諦
を
習
う
を
以
て
の
故
に
、
便
ち
道
の
名
号

有
り
。
第
一
の
最
要
義
に
於
い
て
は
、
分
数
有
る
無
し
。
何
を
以

て
の
故
に
。
是
の
法
は
常
に
寂
に
し
て
、
分
別
す
る
所
無
く
、
亦

た
説
く
所
無
く
、
五
陰
も
亦
た
生
滅
無
く
、
亦
た
著
断
無
し
。
本

空
末
空
な
る
を
用
て
の
故
に
。
(
住
二
空
品
、
一
二
八
頁
上
)

と
い
う
よ
う
に
、
衆
生
が
世
間
で
の
真
理
に
泥
ん
で
い
る
た
め
に
名

号
に
よ
る
教
え
を
説
く
の
だ
が
、
窮
極
の
真
理
で
は
現
象
は
空
で
何

の
分
別
も
言
説
も
無
く
、
従
っ
て
衆
生
の
認
識
に
も
実
は
生
じ
た
り

滅
し
た
り
と
ら
わ
れ
た
り
断
じ
た
り
と
い
う
こ
と
が
無
い
の
だ
と
言

h

つ。
以
上
『
放
光
経
』
で
は
、
『
光
讃
経
』
と
同
様
に
「
字
」
「
字
法
」
や



「
仮
号
」
「
仮
名
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
『
光
讃
経
』
と
は

異
な
り
、
「
仮
号
」
が
菩
薩
の
救
済
行
と
結
び
つ
け
て
説
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
仮
号
」
に
対
す
る
執
着
が
、
相
い
反
す
る
二

つ
の
も
の
・
こ
と
に
つ
い
て
の
偏
っ
た
と
ら
わ
れ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

と
ら
わ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
が
、
『
光
讃
経
』
に
比
べ
て
よ
り
整
理
さ

れ
深
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
更
に
、
衆
生
の
素
質
に
応
じ
た
菩

薩
の
臨
機
応
変
な
教
化
の
あ
り
さ
ま
が
説
か
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
き
一
回

)
葉
に
よ
る
世
俗
で
の
真
理
と
言
葉
を
超
え
出
た
窮
極
の
真
理
と
の
違

闘
い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

てつぐ

三

道

安

と

支

遁

の

思

想

め酌
道
安
と
支
遁
は
、
い
ず
れ
も
『
道
行
経
』
『
放
光
経
』
と
い
っ
た
般

沼
若
経
を
主
に
講
習
し
、
ま
た
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
著
述
を
著
し
て

n玖
(

叩

】

経
い
る
。
そ
こ
で
、
先
の
古
訳
般
若
経
の
分
析
を
踏
ま
え
、
と
ら
わ
れ

膨
に
つ
い
て
の
見
解
、
菩
薩
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
主
張
、
言
一
葉
と

前
真
理
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
所
論
に
や
は
り
注
目
し
、
両
者
の
思
想

脚
を
検
討
す
る
。

ーへI
l
'
 

附
(
一
)
道
安
の
思
想

ま
ず
「
道
行
経
序
」
と
「
合
放
光
光
讃
略
解
序
」
(
い
ず
れ
も
『
出

l

三
蔵
記
集
」
巻
七
、
大
正
蔵
五
五
巻
)
に
拠
っ
て
道
安
の
思
想
を
見

ょ
う
。「

道
行
経
序
」
で
、
道
安
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

と

大
な
る
か
な
智
度
、
万
聖
資
り
て
通
じ
、
成
宗
以
て
成
る
な
り
。
地

の
含
み
日
の
照
ら
す
ご
と
く
、
法
と
し
て
周
ね
か
ら
ざ
る
無
し
。
侍

ま
ず
処
ら
ず
、
彼
の
名
有
る
を
累
い
と
し
、
既
に
名
有
る
を
外
け

ば
、
亦
た
形
無
き
を
病
と
す
。
両
忘
し
て
玄
漠
た
れ
ば
、
塊
然
と

し
て
主
無
し
。
此
れ
智
の
紀
な
り
。
(
四
七
頁
上
)

般
若
の
智
慧
は
、
あ
ら
ゆ
る
聖
者
、
全
て
の
教
え
が
拠
っ
て
立
つ
根

本
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
行
き
渡
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を

頼
み
と
し
て
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
か
く
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
名
称

が
「
有
」
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま
た
現
象
に
実
体
が
「
無
」
い

と
と
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
。
主
体
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
何
も
「
無
」

い
、
そ
れ
が
般
若
の
実
質
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

道
を
執
り
て
有
を
御
す
に
、
卑
一
一
角
差
有
る
は
、
此
れ
有
為
の
域
な

る
の
み
。
真
如
に
拠
り
、
法
性
に
遊
び
、
冥
然
と
し
て
名
無
き
に

は
非
ざ
る
な
り
。
真
如
に
拠
り
、
法
性
に
遊
び
、
冥
然
と
し
て
名

無
き
者
は
、
智
度
の
奥
室
な
り
。
名
教
遠
想
な
る
者
は
、
智
度
の

選
臓
な
り
(
四
七
頁
上
)

高
い
低
い
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
区
別
が
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
現

象
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
真
実
の
あ
り
さ
ま
(
真
如
)
に
拠
り
あ
り

の
ま
ま
の
本
性
(
法
性
)
に
即
し
て
名
称
を
超
越
し
て
い
る
般
若
の

こ
と
で
は
な
い
。
世
俗
の
教
え
や
世
俗
を
否
定
す
る
高
遡
な
思
想
は
、
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い
ず
れ
も
般
若
の
か
り
そ
め
の
宿
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、

お
よ

然
る
に
凡
そ
之
を
諭
る
に
、
文
を
考
え
て
以
て
其
の
理
を
徴
せ
ば
、

其
の
趣
に
昏
き
者
な
り
。
句
を
察
し
て
以
て
其
の
義
を
験
せ
ば
、
其

の
旨
に
迷
う
者
な
り
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
、
文
を
考
う
れ
ば
則
ち

つ
ね

異
同
に
毎
に
辞
を
為
し
、
匂
を
尋
ぬ
れ
ば
則
ち
触
類
に
毎
に
旨
を

為
す
。
辞
を
為
せ
ば
則
ち
其
の
卒
成
の
致
を
喪
い
、
旨
を
為
せ
ば

ゆ
る
が

則
ち
其
の
始
擬
の
義
を
忽
せ
に
す
。
若
し
始
め
を
率
い
て
以
て
其

も
と

の
終
り
を
要
め
、
或
い
は
文
を
忘
れ
て
以
て
其
の
質
を
全
う
す
れ

ば
、
則
ち
大
智
の
玄
適
す
る
こ
と
、
居
な
が
ら
に
し
て
知
る
べ
き

な
り
。
(
四
七
頁
中
)

と
い
う
よ
う
に
、
般
若
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
文
字

に
と
ら
わ
れ
て
真
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
趣
旨
を

見
失
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
語
句
に
と
ら
わ
れ
て
意
義
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
趣
旨
に
惑
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
根
本
を

推
し
測
っ
て
行
き
着
く
と
こ
ろ
を
求
め
、
表
現
に
と
ら
わ
れ
ず
に
実

質
を
掴
む
よ
う
に
す
れ
ば
、
般
若
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
通
じ
て
い

る
こ
と
を
居
な
が
ら
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
「
合
放
光
光
讃
略
解
序
」
で
は
次
の
よ
う
に
-
=
一
安
ノ
。

般
若
波
羅
蜜
は
、
無
上
正
真
道
の
根
な
り
。
正
と
は
、
等
な
り
、
不

二
入
な
り
。
等
道
に
三
義
有
り
。
法
身
な
り
、
如
な
り
、
真
際
な

り
。
故
に
其
の
経
為
る
や
、
如
を
以
て
始
め
と
為
し
、
法
身
を
以

て
宗
と
為
す
な
り
。
(
四
八
頁
上
)

般
若
は
、
こ
の
上
な
く
正
し
い
真
実
の
教
え
の
根
本
で
あ
る
。
「
正
し

い
」
と
は
「
等
し
い
」
こ
と
で
、
「
不
二
入
」
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
差

別
対
立
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
等
し
い
道
」
と
い
う
こ
と

に
は
ま
た
、
「
法
身
」
「
如
」
「
真
際
」
の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
と
の

う
ち
お
お
も
と
(
宗
)
で
あ
る
「
法
身
」
と
は
、

法
身
と
は
、
一
な
り
、
常
に
滞
な
る
な
り
。
有
無
均
し
く
沸
に
し

て
、
未
だ
始
め
よ
り
名
有
ら
ず
。
故
に
戒
に
於
い
て
は
則
ち
戒
無

く
犯
す
無
し
。
定
に
在
り
で
は
則
ち
定
無
く
乱
無
し
。
智
に
処
り

で
は
則
ち
智
無
く
愚
無
し
。
浪
爾
と
し
て
都
て
忘
れ
、
二
三
尽
く

〈
ろ

息
み
、
校
然
と
し
て
絡
ま
ず
。
故
に
浄
と
臼
う
な
り
。
常
の
道
な

り
。
(
四
八
頁
上

i
中
)

と
い
う
よ
う
に
、
「
有
」
「
無
」
ど
ち
ら
に
も
制
約
さ
れ
ず
、
始
め
か

ら
い
か
な
る
名
称
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戒
に
お
い
て

は
守
る
も
犯
す
も
無
く
、
禅
定
に
お
い
て
は
定
ま
る
も
乱
れ
る
も
無

く
、
智
慧
に
お
い
て
は
智
も
愚
も
無
く
、
か
く
て
全
て
忘
れ
て
し
ま

う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

是
れ
に
由
り
て
其
の
経
は
、
万
行
両
廃
し
、
触
章
概
ち
無
き
な
り
。

(
四
八
頁
中
)

そ
う
し
た
般
若
を
説
く
経
典
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
が
み
な
廃
さ
れ
、

文
章
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
実
は
無
い
。
そ
こ
で
、

凡
そ
般
若
を
論
ず
る
に
、
諸
病
の
彊
服
を
推
す
は
、
轍
を
理
む
る

者
な
り
。
衆
薬
の
封
域
を
尋
ぬ
る
は
、
迩
を
断
つ
者
な
り
。
其
の



轍
迩
を
高
談
す
る
は
、
其
の
指
南
す
る
所
以
を
失
う
な
り
。
:
宜

し
く
精
し
く
其
の
轍
迩
を
理
め
、
文
た
思
い
て
其
の
指
す
所
を
存

す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
始
め
て
与
に
智
を
言
う
べ
き
の
み
。
(
四
八
頁

中
)

と
、
般
若
を
論
ず
る
に
際
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
惑
い
を
追
究
す
る
の
は

実
は
轍
を
正
す
た
め
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
追
究
す
る
の
は

実
は
跡
を
無
く
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
轍
や
跡
ば
か
り
戸
高

)
に
談
じ
て
い
て
は
、
正
し
い
道
を
た
ど
っ
て
い
く
手
引
き
を
見
失
っ

閉
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
轍
と
跡
と
を
詳
し
く
究
め
つ
つ
、
ま
た
向
か
う

引
ベ
き
方
向
を
も
し
っ
か
り
と
掴
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で

つ
一
盲
わ
れ
る
轍
や
跡
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
教
え
を
指
し

似
て
お
り
、
「
道
行
経
序
」
で
言
わ
れ
る
、
般
若
の
か
り
そ
め
の
宿
と
し

制
て
の
世
俗
の
教
え
の
こ
と
だ
と
見
て
良
か
ろ
う
。

明
以
上
、
「
道
行
経
序
」
で
は
、
整
担
の
智
替
は
「
有
」
に
も
「
無
」

経
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
言
葉
を
超
越
し
た
「
無
名
」
の
も
の
で
あ
る
と

艇
と
が
一
言
わ
れ
る
。
ま
た
「
合
放
光
光
讃
略
解
序
」
で
も
同
様
に
、
般

相
若
と
は
あ
ら
ゆ
る
差
別
対
立
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
不
二
入
」
で
あ
り
、

駒
従
っ
て
修
道
実
践
の
「
有
」
「
無
」
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る

以
こ
と
が
一
言
わ
れ
る
。
そ
と
で
ま
た
二
つ
の
序
文
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

蜘
言
葉
に
表
わ
さ
れ
た
教
え
は
か
り
そ
め
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ

の
文
字
商
だ
け
を
追
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
実
質
を
掴
む
べ
き
こ
と

3
 

ー
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
道
安
の
主
張
は
、
「
有
」
に
も
「
無
」
に
も
と
ら
わ
れ
で

は
な
ら
な
い
と
す
る
、
先
に
見
た
三
つ
の
般
若
経
の
所
説
を
十
分
に

消
化
し
、
そ
し
て
ま
た
、
現
象
の
真
実
の
あ
り
さ
ま
が
「
本
無
」
だ

と
す
る
『
道
行
経
』
の
所
説
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
「
仮
号
」
で
あ

る
こ
と
を
重
視
す
る
『
光
讃
経
』
の
所
説
、
二
つ
の
も
の
・
こ
と
に

と
ら
わ
れ
ず
「
不
二
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
『
放
光
経
』
の
所

説
を
、
十
分
に
踏
ま
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
が
、
そ

れ
で
は
、
般
若
経
の
所
説
と
異
な
る
点
が
、
そ
の
見
解
に
は
全
く
認

め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
合
放
光
光
讃
略
解
序
」
の
次
の
記
述
が
注

目
さ
れ
る
。

諸
々
の
五
陰
よ
り
薩
云
若
に
至
る
ま
で
は
、
則
ち
是
れ
菩
薩
の
来

往
し
て
現
ず
る
所
の
法
慧
に
し
て
、
道
と
す
べ
き
の
道
な
り
。
諸
々

の
一
相
・
無
相
は
、
則
ち
是
れ
菩
薩
の
来
往
し
て
現
ず
る
所
の
真

慧
に
し
て
、
常
の
道
を
明
か
す
な
り
。
遂
と
す
べ
き
が
故
に
後
章

に
或
い
は
世
俗
と
臼
い
、
或
い
は
説
き
己
る
と
日
う
な
り
。
常
の

道
な
れ
ば
則
ち
或
い
は
為
す
無
し
と
日
い
、
或
い
は
復
た
説
く
と

日
う
な
り
。
此
の
両
者
は
同
じ
く
之
を
智
と
謂
う
も
、
相
い
無
か

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
斯
れ
乃
ち
法
輸
を
転
ず
る
の
目
要
に
し
て
、

般
若
波
羅
蜜
の
常
例
な
り
。
(
四
八
頁
中
)

事
物
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素
(
五
陰
)
か
ら
全
て
を
知
っ
た
悟
り

の
境
涯
(
薩
云
若
)
ま
で
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
菩
薩
が
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
現
わ
す
現
象
に
つ
い
て
の
智
慧
で
あ
り
、
「
道
と
す
べ
き
の
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道
」
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
世
俗
一
般
の
教
え
で
あ

る
。
と
れ
に
対
し
て
平
等
で
唯
一
の
す
が
た
こ
相
)
や
差
別
対
立

の
無
い
す
が
た
(
無
相
)
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
菩
薩
が
さ
ま
ざ

ま
に
現
わ
す
真
理
に
つ
い
て
の
智
慧
で
あ
り
、
「
常
の
道
」
、
す
な
わ

ち
本
来
一
言
葉
を
超
越
し
て
い
る
真
実
絶
対
の
教
え
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
二
つ
の
智
慧
は
互
い
に
無
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
で
、
こ

れ
こ
そ
般
若
の
教
え
・
実
践
の
限
目
な
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
『
放
光
経
』
で
は
、
世
俗
の
真
理
は
衆
生
に
向

か
っ
て
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
の
だ
が
、
窮
極
の
真
理
は
言
葉
を

超
え
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
に
対
し
て
己
こ
で
見
た
道
安
に
お
い
て
は
、
言
葉
に
よ
る

世
俗
の
教
え
と
言
葉
を
超
え
出
た
真
実
の
教
え
と
は
、
共
に
菩
薩
の

智
慧
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
ニ
っ
と
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
と
主

張
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
の
智
慧
・
教
化
の
観
点
か
ら
、
経
典
の
所
説

が
見
直
さ
れ
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
二
)
支
遁
の
思
想

次
に
「
大
小
品
対
比
要
抄
序
」
(
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
、
大
正
蔵

五
五
巻
)
に
拠
っ
て
支
遁
の
思
想
を
見
よ
一
向
。

夫
れ
般
若
波
羅
蜜
と
は
、
衆
妙
の
淵
府
、
群
智
の
玄
宗
、
神
王
の

由
る
所
、
知
来
の
照
功
な
り
。
・
:
物
を
物
と
す
る
無
し
、
故
に
能

く
物
を
斉
し
く
す
。
智
を
智
と
す
る
無
し
、
故
に
能
く
智
を
淫
ら

す
。
是
の
故
に
三
脱
を
重
玄
に
夷
か
に
し
、
万
物
を
空
同
に
斉
し

く
し
、
諸
仏
の
始
有
を
明
か
し
、
群
霊
の
本
無
を
尽
く
す
。
十
住

に
登
る
の
妙
階
、
無
生
に
趣
く
の
径
路
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
其

の
至
無
に
頼
る
が
故
に
能
く
用
を
為
せ
ば
な
り
。
(
五
五
頁
上
)

般
若
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
奥
深
い
道
理
の
蓄
え
ら
れ
た
蔵
で
あ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
智
慧
の
本
源
で
あ
り
、
仏
の
神
通
力
の
拠
り
所
で
あ
り
、
如

来
の
智
慧
の
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
を
物
と
し
て
限
定
し
な
い

か
ら
物
を
斉
し
く
見
、
智
を
智
と
し
て
限
定
し
な
い
か
ら
自
在
に
智

を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
窮
極
の
無
に
拠
っ
て
い
る

か
ら
こ
う
し
た
働
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
つ
ま
り
般
若

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
限
定
し
て
捉
え
な
い
の
で
そ
れ
ら
の
区
別

に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま
た
智
慧
で
あ
る
こ
と
自
体
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に

働
き
を
現
わ
す
も
の
で
、
そ
の
実
情
は
物
と
し
て
の
実
体
を
持
た
な

い
「
無
」
に
他
な
ら
な
い
。
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
般
若
の
智
慧

の
働
き
が
、
『
道
行
経
』
で
説
か
れ
る
「
本
無
」
と
い
う
見
解
を
踏
ま

え
つ
つ
、
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
支
遁
は
、
こ
う
し
た
「
無
」
や
、
ま
た
「
無
」
と
同
じ

く
窮
極
を
表
わ
す
と
思
わ
れ
る
「
理
」
に
つ
い
て
、
言
葉
や
名
称
と

の
関
わ
り
か
ら
特
に
詳
し
く
説
明
す
る
。
更
に
見
て
い
こ
う
。

無
は
自
ら
無
な
る
能
わ
ず
、
理
も
亦
た
理
為
る
能
わ
ず
。
理
の
理

為
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
理
は
理
に
非
ず
。
無
の
自
ら
無
な
る
能

わ
ざ
れ
ば
、
別
ち
無
は
無
に
非
ず
。
(
五
五
頁
上
)



無
は
そ
れ
自
体
で
は
無
で
あ
り
え
な
い
か
ら
、
無
と
言
わ
れ
る
の
は

実
は
無
で
な
い
。
理
も
そ
れ
自
体
で
は
理
で
あ
り
え
な
い
か
ら
、
理

と
一
吉
わ
れ
る
の
は
実
は
理
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、

是
の
故
に
之
を
言
え
ば
則
ち
名
生
じ
、
教
え
を
設
く
れ
ば
則
ち
智

存
す
。
智
は
物
に
存
す
る
も
、
実
は
迩
無
き
な
り
。
名
は
彼
れ
に

生
ず
る
も
、
理
は
言
無
き
な
り
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
、
至
理
は
冥

盤
に
し
て
、
無
名
に
帰
せ
ば
な
り
。
(
五
五
頁
上
)

)
そ
れ
を
言
葉
に
表
わ
し
教
え
と
す
る
か
ら
、
智
や
理
と
い
う
名
称
が

開
立
て
ら
れ
る
。
だ
が
智
や
理
と
言
わ
れ
で
も
、
そ
の
物
自
体
に
は
そ

引
れ
に
対
応
す
る
べ
き
も
の
が
何
も
無
い
。
か
く
窮
極
の
真
理
は
奥
深

っ
く
、
結
局
は
名
づ
け
ら
れ
な
い
の
だ
と
言
う
。

くめ
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
る
実
体
が
無
い
も
の
を
、
一

蜘
体
ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
な
の
か
。

一
吋
名
無
く
始
め
無
き
は
、
道
の
体
な
り
。
可
も
不
可
も
無
き
は
、
聖

経
の
慎
な
り
。
有
し
理
に
慎
ん
で
以
て
動
に
応
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
則

僻
ち
言
を
寄
せ
ざ
る
を
得
ず
。
宜
し
く
寄
す
る
所
以
を
明
ら
か
に
す

胡
ベ
く
、
宜
し
く
言
う
所
以
を
暢
ぶ
ベ
し
。
理
に
冥
す
れ
ば
則
ち
言

A

の
廃
さ
れ
、
党
を
忘
る
れ
ば
則
ち
智
全
し
。
若
し
無
を
存
し
て
以
て

以閉山
山
寂
を
求
め
、
智
を
希
ん
で
以
て
心
を
忘
る
れ
ば
、
智
は
以
て
無
を

鮪
尽
く
す
に
足
ら
ず
、
寂
は
以
て
神
を
冥
す
る
に
足
ら
ず
。
何
と
な

も
と

れ
ば
則
ち
、
故
よ
り
存
す
る
所
に
存
有
り
、
無
と
す
る
所
に
無
有

れ
ば
な
り
。
(
五
五
頁
上

1
中
)
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名
が
無
く
無
限
定
な
の
が
真
理
の
実
情
で
あ
り
、
聖
人
は
そ
れ
に
対

し
て
可
や
不
可
と
い
っ
た
判
断
を
し
な
い
。
だ
が
そ
の
真
理
に
拠
り

つ
つ
事
物
の
変
動
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
を
言
葉
に
託
さ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
言
葉
に
託
し
て
表
わ
さ
れ
る
そ
の
実
情
を

把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
真
理
に
冥
合
す
れ
ば
言
葉
も

不
用
と
な
り
、
覚
る
こ
と
を
忘
れ
て
智
が
完
全
に
な
る
。
し
か
し
、
も

し
無
と
い
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ
て
寂
滅
を
求
め
た
り
、
智
と
い
う
名

称
を
求
め
て
心
を
な
お
ざ
り
に
し
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
智
は
無
を
窮

め
尽
く
す
に
は
不
十
分
で
、
そ
の
寂
滅
は
心
を
悟
ら
せ
る
に
は
不
十

分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
求
め
る
主
体
の
側
の
智
と
、
求
め
る
対
象

と
し
て
の
無
と
が
、
い
ず
れ
も
固
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
従
っ
て
、

ね
が

無
を
希
い
て
以
て
無
を
忘
る
、
故
に
無
の
無
と
す
る
所
に
非
ず
。
存

に
寄
せ
て
以
て
存
を
忘
る
、
放
に
存
の
存
す
る
所
に
非
ず
。
其
の

し

無
な
る
所
以
を
無
み
し
其
の
存
す
る
所
以
を
忘
る
る
に
若
く
は
莫

し
。
其
の
存
す
る
所
以
を
忘
る
れ
ば
、
則
ち
存
す
る
所
に
存
無
し
。

其
の
無
な
る
所
以
を
遺
る
れ
ば
、
則
ち
無
と
す
る
所
に
無
を
忘
る
。

無
を
忘
る
る
が
故
に
妙
存
し
、
妙
存
す
る
が
故
に
無
を
尽
く
す
。
無

を
尽
く
せ
ば
則
ち
玄
を
忘
れ
、
玄
を
忘
る
る
が
故
に
心
無
し
。
然

る
後
に
二
迩
寄
す
る
無
く
、
無
と
有
と
冥
尽
す
。
(
五
五
頁
中
)

無
を
求
め
な
が
ら
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず
、
求
め
よ
う
と
す
る
智
の
働

き
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
。
更
に
は
そ
う
し
た
無
や
智
の
お
お
も
と
で
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あ
る
無
限
定
な
真
理
そ
の
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

対
象
を
求
め
る
智
も
、
求
め
る
対
象
で
あ
る
無
も
無
く
な
り
、
主
体

と
対
象
と
の
区
別
が
無
く
な
っ
て
、
無
と
有
と
が
窮
め
尽
く
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
無
や
智
は
実
は
言
葉
を
超
越
し
て
い
る
の
だ
が
、
現
実
に

は
そ
れ
を
無
や
智
と
い
っ
た
言
葉
で
説
き
明
か
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
そ
う
し
た
言
葉
と
し
て
説
か
れ
た
無
や
智
に
拠
り
な
が
ら
そ

れ
に
執
着
せ
ず
、
ま
た
無
や
智
と
い
う
対
象
と
主
体
と
の
区
別
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
場
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に
、
判
断
し
執
着
す
る
心
の

働
き
を
徹
底
し
て
無
く
し
、
そ
こ
で
無
に
も
有
に
も
限
定
さ
れ
な
い

般
若
が
完
全
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
り
そ
め
で
あ
る
「
仮
号
」

を
重
視
す
る
『
光
讃
経
』
の
所
説
や
、
言
葉
を
超
え
出
た
真
理
を
強

調
す
る
『
放
光
経
」
の
所
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
か
り
そ
め
で
あ
る
こ

と
の
意
味
や
、
ま
た
そ
う
し
た
か
り
そ
め
の
言
葉
に
と
ら
わ
れ
ず
に

如
何
に
真
実
を
掴
む
べ
き
か
に
つ
い
て
、
経
典
の
見
解
に
比
べ
、
更

に
立
ち
入
っ
た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
般
若
を
体
得
し
た
人
の
あ
り
さ
ま
は
ど
の
よ
う

で
あ
る
か
。

と

夫
れ
至
人
は
、
撹
り
て
群
妙
に
通
じ
、
神
を
玄
冥
に
凝
ら
し
、
虚

霊
響
応
し
、
感
通
無
方
な
り
。
同
徳
を
建
て
て
以
て
接
化
し
、
玄

教
を
設
H
V
て
以
て
神
を
悟
ら
し
め
、
往
迩
を
述
べ
て
以
て
滞
り
を

捜
り
、
成
規
を
演
べ
て
以
て
源
を
啓
く
。
或
い
は
変
に
因
り
て
以

て
通
ず
る
を
求
め
、
事
済
り
て
化
息
む
。
任
に
醜
い
て
以
て
分
を

全
う
し
、
分
足
れ
ば
則
ち
教
廃
さ
る
。
(
五
五
頁
中
)

至
人
は
、
微
妙
で
奥
深
い
真
理
を
悟
っ
て
お
り
、
と
ら
わ
れ
の
無
い

心
で
求
め
に
応
じ
て
自
在
に
万
事
に
通
じ
て
い
く
。
そ
と
で
衆
生
に

接
し
て
そ
の
滞
り
を
探
り
、
教
え
を
現
わ
し
て
そ
の
心
を
悟
ら
せ
る
。

あ
る
時
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
通
変
化
に
よ
っ
て
通
じ
て
い
こ
う
と
し
、

ま
た
あ
る
時
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
適
っ
た
形
で
持
ち
前
を
尽
く
さ

せ
る
の
だ
が
、
一
旦
衆
生
の
悟
り
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
そ
う
し
た
変

化
・
教
え
は
無
く
な
る
。
も
と
よ
り
、

故
に
理
は
変
に
非
ず
、
変
は
理
に
非
ず
。
教
は
体
に
非
ず
、
体
は

教
に
非
ず
。
故
に
千
変
万
化
は
、
理
外
に
非
ざ
る
莫
し
、
何
ぞ
神

の
動
か
ん
や
。
之
の
動
か
ざ
る
を
以
て
の
故
に
応
変
無
窮
な
り
。
無

窮
の
変
は
、
聖
に
非
ず
し
て
物
に
在
り
。
物
の
変
は
聖
に
非
ず
、
聖

は
未
だ
始
め
よ
り
変
に
於
い
て
せ
ず
。
(
五
五
頁
中
)

と
い
う
よ
う
に
、
至
人
が
現
わ
す
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
や
教
え
は
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
真
理
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
。
自
在
に
極
ま
り
無

く
変
化
を
現
わ
し
教
え
を
施
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
衆
生

に
応
じ
て
現
わ
さ
れ
る
方
便
・
手
立
て
で
あ
り
、
至
人
の
聖
な
る
働

き
自
体
が
最
初
か
ら
変
化
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

接
応
は
物
に
存
す
る
も
、
理
致
は
同
じ
く
帰
す
。
而
る
に
辞
数
は

本
に
異
な
り
、
事
は
不
同
に
備
わ
る
。
不
同
の
功
は
、
万
品
に
由

る
。
神
悟
の
遅
速
は
、
分
に
縁
ら
ざ
る
莫
し
。
分
間
な
れ
ば
則
ち

功
重
く
、
宮
口
積
み
て
市
る
後
に
悟
る
。
質
明
な
れ
ば
別
ち
神
朗
に



し
て
、
理
に
触
る
れ
ば
則
ち
玄
暢
す
。
軽
と
重
と
は
、
未
だ
始
め

よ
り
分
に
非
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
(
五
五
頁
中

1
下
)

真
理
と
し
て
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
確
か
に
全
て
同
じ
な
の
だ
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
教
え
や
異
な
っ
た
手
立
て
が
あ
る
の
は
、
衆
生
の
持
ち
前

が
さ
ま
ざ
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
持
ち
前
が
暗
愚
だ
と
手
立
て
が
沢
山

必
要
で
、
言
葉
を
積
み
重
ね
て
や
っ
と
悟
れ
る
。
持
ち
前
が
利
発
だ

と
心
が
明
朗
で
、
ひ
と
た
び
真
理
に
触
れ
れ
ば
深
奥
ま
で
悟
れ
る
と

)
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
従
っ
て
、

間
足
を
以
て
聖
人
は
、
三
才
を
標
域
し
、
万
品
を
玄
定
す
。
教
は
一

て
塗
に
非
ず
、
物
に
応
ず
る
こ
と
万
方
な
り
。
或
い
は
教
を
損
な
い

ウ
無
に
違
い
、
通
に
寄
せ
て
適
会
す
。
或
い
は
一
を
抱
き
て
有
を
御

ハ

、

か

め
し
、
文
に
附
掛
け
て
宗
を
明
か
す
。
(
五
五
頁
下
)

勧
聖
人
は
、
衆
生
の
持
ち
前
を
十
分
に
見
極
め
、
教
え
を
一
つ
に
限
ら

岬
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
す
る
。
あ
る
場
合
は
無

穏
な
る
真
理
に
違
い
、
方
便
に
事
寄
せ
て
本
源
の
と
こ
ろ
に
行
き
着
か

舵
せ
、
あ
る
場
合
は
有
な
る
現
象
に
即
し
、
文
字
を
用
い
て
本
当
の
と

相
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
至
人
や
聖
人
と
い
っ
た
人
々
は
、

恥
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
で
衆
生
に
接
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
教
え
を
施

矧
し
て
等
し
く
真
理
を
悟
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
教
え
は
や
は
り
衆

防
相
生
の
持
ち
前
の
素
質
に
合
わ
せ
た
と
ら
わ
れ
の
無
い
も
の
な
の
で
、
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一
旦
衆
生
が
悟
っ
た
な
ら
ば
、
教
え
自
体
は
必
要
無
く
な
る
。
乙
う

ー
し
た
臨
機
応
変
、
自
由
自
在
な
教
化
が
、
無
や
智
に
と
ら
わ
れ
ず
、
無

や
有
に
限
定
さ
れ
な
い
、
般
若
の
実
践
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
「
放
光
経
』
で
説
か
れ
て
い
る
菩
薩
の
臨
機
応
変
な
教
化
に

関
わ
っ
て
、
と
こ
で
は
衆
生
の
持
ち
前
と
教
え
と
の
関
係
が
注
目
さ

れ
、
経
典
よ
り
も
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
般
若
が
、
そ

う
し
た
教
え
を
提
示
す
る
至
人
・
聖
人
の
と
ら
わ
れ
な
い
境
涯
と
し

て
、
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

お
わ
り
に

『
道
行
経
』
『
光
讃
経
』
『
放
光
経
』
の
三
つ
の
般
若
経
は
、
い
ず
れ

も
あ
ら
ゆ
る
執
着
を
解
き
放
つ
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
す
る
。
だ
が

そ
の
説
き
方
に
は
、
い
く
つ
か
の
変
化
・
展
開
が
認
め
ら
れ
そ
う
で

あ
る
。
最
後
に
改
め
て
纏
め
て
お
こ
う
。

『
道
行
経
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
執
着
と
の
関
わ
り
か
ら
、
現
象
の
真

実
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
有
や
空
を
超
越
し
て
い
る
点
か

ら
「
本
無
」
と
、
本
来
執
着
や
解
脱
と
い
っ
た
事
態
が
無
い
点
か
ら

「
自
然
」
と
、
ま
た
そ
れ
と
菩
薩
の
修
道
の
あ
り
か
た
と
の
関
係
か
ら

「
幻
」
と
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
、
三
つ
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
名
称
で
あ
る
「
字
」
を
そ
の
も
の
自
体
と

執
着
し
な
い
こ
と
が
般
若
の
実
践
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
『
光
讃
経
』
は
、
執
着
や
解
脱
の
無
い
「
自
然
」
に
注
目
し
、
そ

れ
と
「
無
所
有
」
「
空
」
と
を
結
び
つ
け
、
現
象
の
真
実
の
あ
り
さ
ま
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を
よ
り
踏
み
込
ん
で
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
字
」
の
他
に
「
名
号
」

「
仮
号
」
「
虚
言
」
と
い
っ
た
多
様
な
表
現
を
用
い
て
事
物
を
捉
え
、
菩

薩
の
観
行
の
対
象
と
な
る
「
仮
号
」
に
特
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
更

に
『
放
光
経
』
は
、
「
仮
号
」
を
菩
薩
の
教
化
の
働
き
と
結
び
つ
け
、

そ
し
て
そ
う
し
た
「
仮
号
」
に
対
す
る
執
着
が
相
い
反
す
る
二
つ
の

も
の
・
こ
と
の
区
別
に
対
す
る
偏
っ
た
と
ら
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
と

指
摘
す
る
。
ま
た
、
衆
生
の
素
質
に
応
じ
た
菩
薩
の
臨
機
応
変
な
教

化
の
あ
り
さ
ま
を
説
く
と
共
に
、
そ
う
し
た
世
俗
の
真
理
と
世
俗
を

超
え
出
た
真
理
と
の
違
い
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
い
る
。
「
道
行

経
』
か
ら
『
光
讃
経
』
、
そ
し
て
ま
た
「
放
光
経
』
へ
と
、
「
仮
」
で

あ
る
言
葉
に
つ
い
て
の
見
解
が
広
め
深
め
ら
れ
、
そ
れ
が
菩
薩
の
修

道
・
教
化
に
即
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
そ
し
て
そ
う
し
た
言
葉
と
言
葉

を
超
越
し
た
真
理
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
見

る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
巻
数
に
多
い
少
な
い
の
差
が
有

り
、
同
じ
般
若
経
と
は
い
え
同
一
テ
キ
ス
ト
の
異
訳
だ
と
厳
密
に
は

言
え
ず
、
従
っ
て
そ
の
所
説
に
違
い
が
窺
え
る
の
は
至
極
当
然
だ
と

も
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
説
き
方
の
変
化
・
展
開
が
、
翻
訳
さ

れ
た
年
代
の
違
い
に
よ
る
空
の
思
想
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
反
映
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
、
ま
た
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

一
方
こ
れ
ら
古
訳
般
若
経
を
兼
修
し
た
道
安
と
支
遁
の
般
若
理
解

は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
・
対
立
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ま
た
言
葉
に
と
ら
わ

れ
ず
に
真
実
を
掴
む
べ
き
だ
と
し
て
い
る
点
で
軌
を
一
に
し
て
お

り
、
両
者
と
も
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
所
説
を
十
分
に
踏
ま
え
消
化
し

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
道
安
は
、
言
葉
に
よ
る
世
俗
の
教

え
と
一
言
葉
を
超
越
し
た
真
実
の
教
え
と
を
菩
薩
の
智
慧
の
現
わ
れ
と

見
な
し
、
い
ず
れ
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し

て
ま
た
支
遁
は
、
無
や
理
と
い
っ
た
名
称
に
詳
し
く
分
析
を
加
え
、
衆

生
の
持
ち
前
に
応
じ
た
至
人
・
聖
人
の
教
化
を
般
若
の
実
践
と
し
て

強
調
す
る
。
『
道
行
経
』
か
ら
『
光
讃
経
』
へ
、
そ
し
て
『
放
光
経
』

へ
と
展
開
す
る
、
「
仮
」
で
あ
る
言
葉
と
菩
薩
の
あ
り
か
た
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
の
見
解
が
、
更
に
ま
た
道
安
、
支
遁
へ
と
至
っ
て
、
よ

り
深
め
ら
れ
探
求
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
古
訳
の
経
典
が
翻
訳
さ
れ
読
ま
れ
た

時
期
の
空
の
理
解
に
も
、
一
定
の
変
化
・
展
開
が
認
め
ら
れ
そ
う
で

あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
の
展
開
を
受
け
つ
つ
、
経
什
以
後
の
空
の
理

解
が
成
立
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
確
か
に
羅
什
の
翻
訳
し

た
経
論
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
も
、
古
訳
と
羅
什
訳
と

の
聞
が
全
く
断
絶
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
考

え
て
み
た
い
。



注
(
1
)

例
え
ば
、
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
一
巻
(
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
二
年
)
は
、
『
道
行
経
』
な
ど
を
翻
訳
し
た
支
識
ら
の
訳
経
活

動
に
よ
り
「
真
如
」
「
空
」
「
般
若
」
な
ど
の
仏
教
の
重
要
な
概
念
が
蹄

ら
さ
れ
た
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
翻
訳
に
当
た
っ
て
は
道
家
の
用
語

が
多
く
用
い
ら
れ
、
そ
う
し
た
訳
語
を
適
し
て
仏
教
を
理
解
す
れ
ば

必
然
的
に
老
荘
思
想
を
も
っ
て
仏
教
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
と

し
、
か
く
し
て
三
固
か
ら
西
晋
時
代
に
か
け
て
格
義
仏
教
が
流
行
す

る
に
至
っ
た
と
述
べ
る
。

蹄

(2)

湯
用
彫
「
漢
貌
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』
上
冊
(
商
務
印
書
館
、
一
九

自
三
八
年
、
但
し
筆
者
が
見
た
の
は
一
九
八
三
年
に
中
華
書
局
か
ら
湯

ぺ
周
回
世
論
著
集
之
一
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
)
第
二
分
第
八
章
「
釈
道

ぐ
安
」
、
任
継
愈
主
編
『
中
国
仏
教
史
』
第
二
巻
(
中
国
社
会
科
学
出
版

帥
社
、
一
九
八
五
年
)
第
二
章
第
二
節
「
釈
道
安
」
o

想

(3)

中
嶋
隆
減
「
六
朝
思
想
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
底
、
一
九
八
五
年
)
下

岬
篇
第
二
章
第
一
節
「
釈
道
安
の
生
活
と
そ
の
仏
教
理
解
」
。

経

(4)

任
主
編
前
掲
書
第
二
章
第
四
節
「
六
家
七
宗
」
。

矧

(5)

中
嶋
前
掲
書
下
筒
第
二
章
第
二
節
「
支
遁
の
生
活
と
そ
の
仏
教
理

訳

解

」

。

間

(
6
)

『
出
三
蔵
記
集
』
巻
二
・
新
築
異
出
経
録
で
は
、
経
什
訳
「
大
品
』
『
小

浦
口
問
」
以
外
の
般
若
経
の
翻
訳
を
七
種
挙
げ
る
(
大
正
蔵
五
五
巻
・
一
四

例
頁
上
)
。
ま
た
階
・
法
経
の
「
衆
経
目
録
』
巻
一
・
衆
経
異
訳
で
は
、
羅

羅
什
訳
『
大
品
経
』
の
岡
本
異
訳
と
し
て
二
種
を
挙
げ
(
大
正
蔵
五
五

巻
・
一
一
八
頁
中
)
、
同
じ
く
羅
什
訳
「
小
品
経
』
の
岡
本
異
訳
と
し

て
四
種
を
挙
げ
る
(
同
・
一
一
九
頁
中
)
。
そ
れ
ら
の
う
ち
無
羅
文
訳
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『
放
光
般
若
経
』
二
十
巻
、
竺
法
護
訳
『
光
讃
経
』
十
巻
、
支
識
訳
『
道

行
般
若
経
』
十
巻
、
支
謙
訳
『
大
明
度
経
』
六
巻
、
曇
摩
蝉
・
竺
仏
念

共
訳
『
摩
詞
般
若
紗
経
』
五
巻
が
大
正
蔵
八
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(7)

『
道
行
経
』
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
任
継
愈
主
編
『
中
国
仏
教
史
』
第

一
巻
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
第
四
章
第
二
節
「
支

委
迦
識
及
其
所
伝
的
大
乗
般
若
学
」
参
照
。

(
8
)

佐
一
法
護
の
訳
経
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
任
継
愈
主
編
『
中
国
仏
教

史
』
第
二
巻
第
一
章
第
四
節
「
竺
法
護
訳
籍
剖
析
」
参
照
。
た
だ
し
『
光

讃
経
』
に
つ
い
て
直
接
の
言
及
は
無
い
。

(
9
)

「
放
光
経
』
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
任
継
愈
主
編
『
中
国
仏
教
史
』
第

二
巻
第
一
章
第
五
節
「
仏
教
《
般
若
経
》
思
想
与
玄
学
」
参
照
。

(
叩
)
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
一
五
「
道
安
法
師
伝
」
に
、
「
道
行
経
』
に
注
釈

を
施
し
、
ま
た
奨
河
に
在
っ
た
十
五
年
間
毎
年
欠
か
さ
ず
『
放
光
経
』

を
二
回
講
じ
た
と
あ
り
(
大
正
蔵
五
五
巻
・
一

O
八
頁
上

i
一
O
九

頁
中
〕
、
『
高
僧
伝
』
巻
四
「
支
道
林
伝
」
に
、
飴
杭
山
に
隠
居
し
て
『
道

行
経
』
を
研
鎖
し
、
石
城
山
に
棲
光
寺
を
立
て
て
そ
の
地
で
「
道
行
旨

帰
」
を
著
し
、
ま
た
東
晋
・
哀
帝
の
招
請
に
応
じ
て
都
の
東
安
寺
に
止

住
し
『
道
行
般
若
』
を
講
じ
た
と
あ
る
(
大
正
蔵
五

O
巻
・
三
四
八
頁

中
1
三
四
九
頁
下
)
。

(
日
)
道
安
の
伝
記
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
湯
前
掲
書
第
二
分
第
八
章
「
釈

道
安
」
、
玉
城
康
四
郎
『
中
国
仏
教
思
想
の
形
成
』
第
一
巻
(
筑
摩
書

一
一
房
、
一
九
七
一
年
)
第
五
章
「
道
安
の
仏
教
」
、
中
嶋
前
掲
書
下
篤
第

二
章
第
一
節
「
釈
道
安
の
生
活
と
そ
の
仏
教
理
解
」
、
任
継
愈
主
編
『
中

国
仏
教
史
』
第
二
巻
第
二
章
第
二
節
「
釈
道
安
」
参
照
。
ま
た
こ
つ
の

序
文
を
解
釈
す
る
に
当
た
り
、
宇
井
伯
寿
『
釈
道
安
研
究
』
(
岩
波
書
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庖
、
一
九
五
六
年
)
、
中
嶋
隆
蔵
編
『
出
三
蔵
記
集
序
巻
訳
注
」
(
平
楽

寺
書
底
、
一
九
九
七
年
)
を
参
照
し
た
。

(
ロ
)
支
遁
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
玉
城
前
掲
書
第
四
章
「
支
遁
と
中
国
思

想
」
、
中
嶋
前
掲
書
下
篇
第
二
章
第
二
節
「
支
遁
の
生
活
と
そ
の
仏
教

理
解
」
参
照
。
ま
た
「
大
小
品
対
比
要
抄
序
」
を
解
釈
す
る
に
当
た
り
、

中
嶋
編
前
掲
蓄
を
参
照
し
た
。




