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吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』
の
真
偽
問
題

奥
　
野
　
光
　
賢
　
　

　
　
　
　
　
　（
一
）
は
じ
め
に

　
本
年
（
二
〇
〇
三
年
）
九
月
、
林
鳴
宇
氏
に
よ
っ
て
『
宋
代
天
台
教
学
の
研
究
―
『
金
光
明
経
』
の
研
究
史
を
中
心
と
し
て
』
が
刊
行
さ
れ

（
１
）
た
。
総
頁
数
八
百
五
十
頁
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。

　
同
書
の
「
跋
」
に
よ
れ
ば
、
林
氏
は
来
日
し
て
ま
だ
十
年
あ
ま
り
と
の
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
林
氏
が
今
回
こ
の
よ
う
な
大
著
を
ま
と
め
ら

れ
る
た
め
に
払
わ
れ
た
ご
努
力
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。ま
ず
は
林
氏
の
払
わ
れ
た
並
々
な
ら
ぬ
ご
努
力
に
対
し
、心

か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）

　
さ
て
、
同
書
第
二
篇
第
二
章
第
三
節
に
お
い
て
、
林
氏
は
「
吉
蔵
の
『
金
光
明
経
疏
』」
に
つ
い
て
論
じ
、
従
来
吉
蔵
（
五
四
九
―
六
二
三
）

の
撰
述
と
さ
れ
て
き
た
『
金
光
明
経
疏
』（
大
正
蔵
三
九
、
No.
一
七
八
七
）
は
吉
蔵
の
真
撰
で
は
あ
り
得
ず
、
偽
撰
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
氏
は
同
書
の
刊
行
に
先
立
っ
て
行
な
わ
れ
た
今
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
に
お
い
て
も
、「
吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』

（
３
）

の
真
偽
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
、
同
様
の
主
張
を
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
吉
蔵
の
撰
述
と
さ
れ
る
著
作
に
対
す
る
文
献
学
的
研
究
（
著
者
性
に
関
す
る
研
究
）
は
、
一
部
の
著
作
を
除
い
て
あ
ま
り
進
ん

（
４
）

で
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
り
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
、
今
回
林
氏
が
果
敢
に
『
金
光
明
経
疏
』
の
真
偽
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
は
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
氏
の
所
論
を
拝
読
し
て
み
る
と
、
私
に
は
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
が
あ
る
こ
と
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も
事
実
な
の
で
、
以
下
に
私
見
を
述
べ
て
林
氏
を
は
じ
め
諸
先
学
の
ご
教
示
を
仰
げ
れ
ば
と
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
本
来
な
ら
ば
、日
本
宗
教
学
会
の
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
林
氏
の
論
文
を
待
っ
て
本
稿
を
草
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

あ
え
て
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、氏
の
所
論
は
基
本
的
に
は
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
前
記
ご
著
書
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
私
が

判
断
し
た
こ
と
、さ
ら
に
私
の
意
見
を
先
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、学
会
誌
で
は
林
氏
が
私
見
に
対
す
る
批
判
を
提
示
し
て
下
さ
る
こ
と
を
期

待
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　（
二
）
林
氏
の
所
説

　
で
は
、
最
初
に
こ
の
問
題
に
対
す
る
林
氏
の
所
論
を
み
て
お
こ
う
。

（
５
）

（
６
）

　
林
氏
は
ま
ず
、
花
山
信
勝
氏
、
平
井
俊
榮
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
、『
金
光
明
経
疏
』
が
こ
れ
ま
で
吉
蔵
の
晩
年
の
著
作
と
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
花
山
、
平
井
両
氏
の
見
解
は
林
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的
論
拠
が
示
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
両
氏
の
提
示
さ
れ
た
見
解
が
辞
典
中
の
記
述
で
あ
っ
た
り
、
解
説
中
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
多
分
に
紙
幅
の
制
限

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
林
氏
は
上
記
の
よ
う
な
花
山
、
平
井
両
氏
の
『
金
光
明
経
疏
』
に
対
す
る
見

解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
従
来
、『
金
光
明
経
疏
』
は
吉
蔵
の
晩
年
の
作
と
推
測
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
根
拠
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
確
か
に
、『
金

光
明
経
疏
』に
は
作
成
年
代
や
作
成
場
所
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
�
文
中
で
も
他
の
著
述
の
引
用
に
つ
い
て
は
、明
言
し
て
い
な
い
た
め
、

作
成
年
代
を
判
断
す
る
の
は
極
め
て
難
し
い
。（
二
四
六
頁
、
引
用
文
中
の
番
号
①
、
記
号
�
は
奥
野
に
よ
る
補
い
、
傍
線
部
も
奥
野
に

よ
る
）

さ
ら
に
続
け
て
氏
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
長
文
に
亘
る
が
、
正
確
を
期
す
た
め
関
連
す
る
全
文
を
引
い
て
お
こ
う
。
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②
現
在
、『
金
光
明
経
疏
』
の
文
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
沙
門
吉
蔵
」
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
細
か
く
分
析

す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
　
吉
蔵
は
少
年
時
代
に
、
真
諦
と
出
会
っ
た
。
真
諦
か
ら
「
吉
蔵
」
と
い
う
名
を
授
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
�
吉
蔵
が
撰
述
し
た

『
金
剛
般
若
疏
』、『
法
華
義
疏
』、『
法
華
玄
論
』、『
勝
鬘
宝
窟
』、『
維
摩
経
義
疏
』、『
浄
名
玄
論
』、『
百
論
疏
』、『
中
観
論
疏
』
が
真
諦

の
見
解
を
引
用
す
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
、
明
確
に
「
真
諦
三
蔵
」
と
記
す
。
こ
の
『
金
光
明
経
疏
』
の
内
容
も
、
真
諦
の
『
金
光
明
疏
』

に
一
致
す
る
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
を
真
諦
説
で
あ
る
と
明
言
し
な
い
点
が
先
ず
疑
問
で
あ
る
。

　
　
次
に
、
真
諦
は
曇
無
讖
訳
の
旧
訳
を
増
補
し
て
、
二
十
二
品
の
『
金
光
明
経
』
を
訳
出
し
、
さ
ら
に
こ
れ
に
基
づ
き
、「
真
諦
疏
」
を

完
成
し
た
。
当
時
、
生
涯
を
か
け
て
真
諦
訳
『
金
光
明
経
』
を
三
〇
余
遍
も
講
述
し
た
警
韶
な
ど
の
記
事
に
よ
っ
て
、
真
諦
訳
『
金
光
明

経
』
が
流
行
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
�
し
か
し
、
吉
蔵
は
真
諦
訳
に
従
わ
ず
、
曇
無
讖
訳
に
注
釈
し
、
そ
し
て
、
そ
の
中
で
真
諦

訳
の
存
在
に
つ
い
て
一
度
も
触
れ
て
い
な
い
点
も
不
可
解
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
僧
伝
に
よ
れ
ば
、吉
蔵
は
三
十
三
歳
か
ら
各
寺
の
所
蔵
の
文
献
を
悉
く
収
集
し
始
め
、当
時
の
仏
教
文
献
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
目
を

通
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
金
光
明
経
疏
』
で
は
、
他
の
著
述
を
ほ
と
ん
ど
引
用
し
て
い
な
い
上
に
、
引
用
箇
所
を
全

く
明
言
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
�
吉
蔵
の
著
述
に
見
ら
れ
る
博
引
旁
証
の
学
風
と
は
極
め
て
異
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

    

　
ま
た
『
金
光
明
経
玄
義
』、『
金
光
明
経
文
句
』
及
び
『
金
光
明
最
勝
王
経
疏
』
が
そ
れ
ぞ
れ
引
用
す
る
真
諦
説
と
、
吉
蔵
撰
と
さ
れ
る

『
金
光
明
経
疏
』
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
吉
蔵
撰
と
さ
れ
る
『
金
光
明
経
疏
』
に
は
、
真
諦
説
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
�
こ
の
疏
は
真
諦
疏
の
内
容
を
知
っ
た
上
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
が
、真
諦
の
名
を
故
意
に

隠
す
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
か
が
疑
問
で
あ
る
。（
二
四
六
―
二
四
七
頁
、
引
用
文
中
の
番
号
②
、
記
号
�
�
�
�
は
奥
野
に
よ
る
補
い
、
傍

線
部
も
奥
野
に
よ
る
）

　
上
述
の
よ
う
な
記
述
を
踏
ま
え
、
林
氏
は
さ
ら
に
『
金
光
明
経
疏
』
と
他
の
三
疏
（
智

撰
・
灌
頂
録
『
金
光
明
経
文
句
』、
同
『
金
光
明
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経
玄
義
』、
慧
沼
撰
『
金
光
明
最
勝
王
経
疏
』）
に
お
け
る
「
真
諦
説
」
の
比
較
表
を
示
し
て
い
る
が
、
氏
の
議
論
の
主
要
な
点
は
い
ま
示
し
た

記
述
①
、
②
に
尽
き
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
記
述
①
、
②
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　（
三
）
林
氏
の
所
説
に
対
し
て

　
右
に
示
し
た
林
氏
の
所
説
を
私
の
責
任
に
お
い
て
要
約
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

○ア 

吉
蔵
撰
と
い
わ
れ
る
現
行
の
『
金
光
明
経
疏
』
に
は
、
吉
蔵
の
他
の
自
著
に
対
す
る
言
及
が
な
い
の
で
、
そ
の
撰
述
時
期
を
判
断
す
る

の
は
極
め
て
難
し
い
。
↓
記
述
①
の
�
部
分
よ
り

○イ 

吉
蔵
撰
と
い
わ
れ
る
現
行
の
『
金
光
明
経
疏
』
に
は
、
真
諦
（
四
九
九
―
五
六
九
）
の
『
金
光
明
疏
』
に
一
致
す
る
部
分
が
多
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
真
諦
の
名
前
を
伏
せ
て
引
用
し
て
い
る
の
は
、
他
の
吉
蔵
の
著
作
に
お
け
る
真
諦
説
引
用
の
態
度
、
ま
た
は
吉
蔵
と
真
諦

と
の
深
い
関
係
か
ら
推
し
て
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
る
。
↓
記
述
②
の
�
お
よ
び
�
の
前
後
の
文
脈
よ
り

○ウ 

吉
蔵
撰
と
い
わ
れ
る
現
行
の
『
金
光
明
経
疏
』
は
、
曇
無
讖
訳
『
金
光
明
経
』
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
が
、
吉
蔵
が
そ
の
中
で
当
時
存

在
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
真
諦
訳
『
金
光
明
経
』
の
存
在
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
↓
記
述
②
の
�

部
分
よ
り

○エ 

吉
蔵
撰
と
い
わ
れ
る
現
行
の
『
金
光
明
経
疏
』
に
は
、
他
の
著
述
の
引
用
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
典
拠
も
明
示
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
博
引
旁
証
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
他
の
吉
蔵
の
著
作
に
比
べ
る
と
極
め
て
異
例
で
あ
る
。
↓
記
述
②
の
�
部
分
よ
り

　
主
観
的
判
断
の
範
疇
に
属
す
る
論
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
要
約
○エ
に
関
し
て
は
、
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
私
の
要
約
に
誤
り
が
な
い
と
す

（
７
）

る
な
ら
ば
、私
か
ら
見
て
林
氏
の
所
説
に
は
事
実
の
誤
認
と
重
要
な
先
行
業
績
の
見
落
と
し
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。以
下
に
そ
の
点
を
指

摘
し
よ
う
。
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Ⅰ．   

ま
ず
○ア
（
林
氏
の
著
書
で
い
え
ば
記
述
①
の
�
部
分
）
の
現
行
の
吉
蔵
撰
と
さ
れ
る
『
金
光
明
経
疏
』
に
は
他
の
自
著
へ
の
言
及
が
な

い
と
い
う
の
は
、
事
実
の
誤
認
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
金
光
明
経
疏
』
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
序
説
中
有
二
。
如
是
我
聞
是
証
信
序
也
。
一
時
以
下
是
発
起
序
。
料
簡
二
序
如
涅
槃
義
疏
中
説
也
。（
大
正
蔵
三
九
・
一
六
〇
下
）

　
こ
こ
に
見
え
る
「
涅
槃
義
疏
」
が
、
吉
蔵
が
『
涅
槃
経
遊
意
』
に
お
い
て
「
余
昔
経
注
録
文
疏
零
失
、
今
之
憶
者
十
不
存
一
。
因
茲
講
以
聊

復
疏
之
」（
大
正
蔵
三
八
・
二
三
〇
上
）
と
述
懐
す
る
、
現
在
に
伝
わ
ら
な
い
散
佚
し
た
『
涅
槃
経
疏
』
を
指
す
こ
と
は
す
で
に
藤
井
教
公
氏

（
８
）

（
９
）

が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、『
涅
槃
経
疏
』
が
ま
た
『
涅
槃
義
疏
』
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
次
の
経
録
の
記
載
か
ら
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

　
奈
良
朝
現
在
一
切
経
目
録
（
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
付
録
一
一
二
頁
）

　
　
涅
槃
経
疏
　
　
　
十
四
巻
　
　
　
吉
蔵

　
三
論
宗
章
疏
（
安
遠
録
）（
大
正
蔵
五
五
・
一
一
三
七
中
）

　
　
涅
槃
義
疏
　
　
　
二
十
巻
　
　
　
吉
蔵
述

　
東
域
伝
燈
目
録
（
永
超
録
）（
大
正
蔵
五
五
・
一
一
五
四
上
）

　
　
大
般
涅
槃
経
疏
　
二
十
巻
　
　
　
吉
蔵

　
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
（
義
天
録
）（
大
正
蔵
五
五
・
一
一
六
八
上
）

　
　
大
般
涅
槃
経
疏
　
十
四
巻
　
　
　
吉
蔵
述

　
し
た
が
っ
て
、
私
は
林
氏
が
『
金
光
明
経
疏
』
に
吉
蔵
の
自
著
へ
の
言
及
が
な
い
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に

い
う
「
涅
槃
義
疏
」
が
現
在
に
伝
わ
ら
な
い
吉
蔵
の
『
涅
槃
経
疏
』
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
は
別
途
そ
の
論
証
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
い
う
「
涅
槃
義
疏
」
が
『
涅
槃
経
疏
』
で
は
な
い
と
い
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う
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
初
め
て
吉
蔵
真
撰
を
疑
う
一
つ
の
根
拠
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、そ
の
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
な
い
い

ま
の
段
階
で
は
、『
金
光
明
経
疏
』
に
お
け
る
『
涅
槃
義
疏
』
へ
の
関
説
は
、
同
書
の
冒
頭
に
「
沙
門
吉
蔵
撰
」
と
い
う
撰
号
が
あ
る
以
上
、
そ

れ
は
吉
蔵
の
『
涅
槃
経
疏
』
を
指
示
す
る
と
見
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

Ⅱ．   

次
に
○イ
の
論
点
（
林
氏
の
記
述
で
い
え
ば
、
記
述
②
の
�
お
よ
び
�
の
前
後
の
文
脈
）
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
確
か
に
引
用
の
出
典
を
明
示
せ
ず
、地
の
文
に
取
り
込
ん
で
援
用
す
る
論
述
の
仕
方
は
現
代
の
感
覚
か
ら
す
る
と
い
か
に
も
問
題
で
あ
る
し
、

比
較
的
厳
正
な
引
用
態
度
で
知
ら
れ
る
吉
蔵
の
他
著
と
は
異
質
な
感
が
あ
る
こ
と
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は

真
撰
を
疑
う
客
観
的
根
拠
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
藤
井
教
公
氏
や
吉
津
宜
英
氏
が
鮮
や
か
に
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
吉
蔵
は

『
勝
鬘
宝
窟
』
で
は
慧
遠
（
五
二
三
―
五
九
二
）
の
『
勝
鬘
義
記
』
を
何
の
断
り
も
な
く
大
幅
に
取
り
込
ん
で
注
釈
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が

（
　
）

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る10

。
ま
た
『
涅
槃
経
』
に
精
通
し
て
い
た
吉
蔵
が
同
経
を
引
く
場
合
の
一
つ
の
形
態
的
特
徴
と
し
て
、「
吉
蔵
は
法
華
経

そ
の
他
の
経
典
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
比
較
的
正
確
に
引
用
す
る
の
に
対
し
、
涅
槃
経
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
要
略
取
意
、
ま
た
は
何
の
こ
と
わ

（
　
）

り
も
な
く
多
数
引
用
し
て
い
る11

」と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る『
金
光
明
経
疏
』

に
関
し
て
は
、
早
く
に
吉
蔵
の
『
金
光
明
経
疏
』
と
智

説
・
灌
頂
録
『
金
光
明
経
文
句
』
に
共
通
し
て
「
真
諦
疏
」
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
て
、
両
者
の
文
献
的
交
渉
を
追
究
さ
れ
た
前
記
、
藤
井
教
公
氏
が
、

真
諦
の
疏
に
つ
い
て
は
、
吉
蔵
は
『
疏
』
中
で
、
真
諦
曰
く
、
な
ど
と
し
て
直
接
に
真
諦
を
指
示
す
る
引
用
は
一
つ
も
な
い
。
真
諦
の
名

を
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
吉
蔵
が
真
諦
疏
を
見
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
事
実
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
後
に

出
す
よ
う
に
、
吉
蔵
が
自
ら
の
『
疏
』
の
中
に
、
真
諦
の
名
を
挙
げ
ず
に
そ
の
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
例
、
ま
た
、
真
諦
の
説
を
採
り
込

ん
で
自
説
と
し
て
述
べ
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
の
こ
と
か
ら
吉
蔵
が
真
諦
疏
を
見
て
い
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
今
日
、
真
諦
疏
は
現
存
し
な
い
か
ら
、
吉
蔵
の
『
疏
』
が
、
そ
の
成
立
を
ど
の
程
度
ま
で
真
諦
疏
に
負
っ
て
い
る
か
は
こ
れ
を
知
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る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
依
存
度
は
か
な
り
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
真
諦
疏
へ
の
依
存
度
が
高
け
れ
ば
こ
そ
、
吉
蔵
は
あ
え

（
　
）

て
真
諦
の
名
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る12

。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
が
、
お
そ
ら
く
は
事
の
真
相
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す
る
に
論
点
○イ 

も
吉
蔵
真
撰
を
疑
う
客
観
的
、
決
定

的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
す
べ
て
は
想
像
の
領
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ．   

さ
て
次
に
○ウ
の
論
点
（
林
氏
の
記
述
で
い
え
ば
、
記
述
②
の
�
部
分
）
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
林
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、『
金
光

明
経
疏
』
に
は
真
諦
訳
『
金
光
明
経
』
七
巻
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
明
ら
か
な
事
実
の
誤
認
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
金
光
明
経
疏
』
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
明
ら
か
に
真
諦
訳
七
巻
『
金
光
明
経
』
へ
言
及
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
例
、
三
例
を
示
し
た
い
。

○i
金
光
明
経
者
、
乃
是
究
竟
大
乗
菩
薩
蔵
摂
、
是
頓
教
所
收
。
論
其
宗
極
表
三
種
三
法
。
一
表
三
身
仏
果
、
二
表
涅
槃
三
徳
、
三
表
三
種
仏

性
。
表
三
身
者
、
金
体
真
実
譬
法
身
仏
、
光
用
能
照
譬
応
身
仏
、
明
能
遍
益
猶
如
化
身
。
第
二
譬
三
徳
者
、
以
金
体
四
義
譬
法
身
四
徳
。

色
無
変
如
常
。
体
無
染
如
浄
。
転
作
無
礙
如
我
。
令
人
富
貴
如
楽
也
。
次
光
有
二
義
。
能
照
能
除
如
般
若
。
次
明
有
両
義
。
無
闇
広
遠
如

解
脱
総
無
衆
患
。
第
三
表
三
種
仏
性
者
、
金
体
本
有
如
道
前
正
因
。
光
用
始
有
如
道
内
了
因
。
明
是
無
闇
如
道
後
至
果
。
以
金
等
三
義
譬

三
種
三
法
。
故
言
金
光
明
経
也
。
与
序
品
如
常
釈
也
。
此
三
種
三
義
具
在
七
巻
也
。（
大
正
蔵
三
九
・
一
六
〇
中
）

○ii
就
第
二
中
先
明
集
衆
。
爾
時
四
仏
下
以
偈
広
釈
。
諸
水
須
弥
大
地
虚
空
雖
復
難
知
、
並
是
有
相
之
法
、
可
以
意
知
、
可
以
言
論
。
而
三
身

仏
果
三
而
恒
一
、
一
而
恒
三
。
然
則
非
一
非
三
。
体
不
可
以
智
知
、
相
不
可
以
言
論
、
無
有
数
量
算
計
也
。
又
復
法
身
本
有
無
有
生
滅
。

報
仏
与
之
相
応
、
亦
無
生
滅
。
是
故
大
経
云
、
諸
仏
所
師
所
謂
法
也
。
以
法
常
故
諸
仏
亦
常
。
又
化
身
如
来
以
二
仏
為
体
、
以
衆
生
為
縁
。

体
無
尽
故
化
身
亦
無
尽
也
。
故
云
三
身
常
住
。
如
七
巻
経
中
明
。（
大
正
蔵
三
九
・
一
六
二
上
）
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○iii
懺
悔
以
下
三
品
明
経
体
。
第
二
辨
修
道
門
。
果
不
自
得
、
要
因
修
道
。
故
次
明
之
。
即
是
因
門
中
宗
明
縁
因
。
若
論
正
因
、
在
七
巻
経
三

身
品
中
。
此
経
略
無
。（
大
正
蔵
三
九
・
一
六
二
中
）

（
　
）

（
　
）

　
こ
こ
に
い
う
「
七
巻
」「
七
巻
経
」
が
真
諦
訳
の
『
金
光
明
経
』
七
巻13

を
指
す
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う14

。

（
　
）

　
そ
も
そ
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
吉
蔵
の
『
金
光
明
経
』
依
用
は
そ
の
最
初
期
の
撰
述
書
で
あ
る
『
法
華
玄
論15

』
か
ら
一
貫
し
て
真
諦
訳
七
巻

『
金
光
明
経
』
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
法
華
玄
論
』
巻
第
九
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

問
。
首
楞
厳
経
云
、
本
願
力
故
現
法
尽
、
三
昧
力
故
示
碎
身
舍
利
。
大
品
即
釈
此
経
云
、
如
来
碎
金
剛
身
作
末
舍
利
。
此
二
経
明
有
舍
利
。

新
金
光
明
云
、
仮
使
水
蛭
虫
、
口
中
生
白
歯
、
如
来
身
舍
利
畢
竟
不
可
得
。
乃
至
鼠
登
兎
角
梯
、
食
月
除
修
羅
、
如
来
身
舍
利
畢
竟
不
可

得
。
此
経
無
舍
利
。
有
無
相
違
、
云
何
領
会
耶
。（
大
正
蔵
三
四
・
四
三
四
中
）

　
こ
こ
に
い
う
「
新
金
光
明
」
と
は
、
常
識
的
に
考
え
て
真
諦
訳
七
巻
か
隋
の
宝
貴
が
合
揉
し
た
と
さ
れ
る
『
合
部
金
光
明
経
』
八
巻
し
か
あ

（
　
）

（
　
）

り
得
な
い
が
、『
合
部
金
光
明
経
』
の
成
立
を
隋
の
開
皇
十
七
年
（
五
九
七
年16

）
と
す
る
と
『
法
華
玄
論
』
の
撰
述
時
期17

と
の
関
係
か
ら
吉
蔵

（
　
）

が
『
合
部
金
光
明
経
』
を
披
見
し
得
た
か
否
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
後
掲
の
参
考
資
料18

か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
吉
蔵
は
『
法
華

義
疏
』
や
『
法
華
遊
意
』
で
も
一
貫
し
て
「
七
巻
金
光
明
経
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
依
用
は
当
初
か
ら
真
諦
訳
七
巻
で
あ
っ
た
と
見
る

（
　
）

方
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る19

。

（
　
）

　
な
お
、
吉
蔵
が
引
く
「
新
金
光
明
」
と
あ
る
部
分
の
当
該
典
拠
は
、
必
要
上
止
む
を
得
ず20

『
合
部
金
光
明
経
』
で
こ
れ
を
示
す
と
巻
第
一

「
寿
量
品
」
の

如
来
寂
静
身
　
無
有
舍
利
事
　
仮
令
水
蛭
蟲
　
口
中
生
白
歯
　
如
来
解
脱
身
　
終
無
繋
縛
色
　
兔
角
為
梯
橙
　
従
地
得
昇
天
　
邪
思
惟
舍

利
　
功
徳
無
是
処
　
鼠
登
兔
角
梯
　
蝕
月
除
修
羅
　
依
舍
利
尽
惑
　
解
脱
無
是
処
。（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
二
上
）
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と
あ
る
部
分
が
そ
れ
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
部
分
は
曇
無
讖
訳
に
は
も
ち
ろ
ん
な
い
箇
所
で
、
現
行
の
大
正
蔵
経
所
収
の
『
合
部
金
光
明
経
』

（
　
）

に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
闍
那
崛
多
（
五
二
三
―
六
〇
〇
）
訳
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う21

。
し
か
し
、
大
正
年
間
に
真
諦
訳
の

（
　
）

第
一
巻
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り22

、
真
諦
訳
に
も
右
の
箇
所
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
吉
蔵
が
『
法
華
玄
論
』

撰
述
の
段
階
で
真
諦
訳
を
見
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
何
ら
の
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
要
す
る
に
『
金
光
明
経
疏
』
に
真
諦
訳
の
言
及
が
な
い
と
い
う
の
は
事
実
の
誤
認
で
あ
り
、
同
疏
に
は
明
ら
か
に
真
諦
訳
「
七
巻
」「
七

巻
経
」
へ
の
関
説
が
あ
る
。
同
疏
が
「
七
巻
」「
七
巻
経
」
と
い
っ
て
真
諦
訳
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
他
の
吉
蔵
の
著
作
中
に
お

け
る
真
諦
訳
『
金
光
明
経
』
へ
の
言
及
の
仕
方
か
ら
帰
納
的
に
考
え
て
、
林
氏
の
主
張
と
は
裏
腹
に
『
金
光
明
経
疏
』
の
吉
蔵
真
撰
を
裏
付
け

る
一
つ
の
傍
証
に
な
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　（
四
）
お
わ
り
に

（
　
）

　
林
氏
の
所
論
は
上
記
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、私
自
身
大
変
参
考
に
な
っ
た
論
述
も
数
多
く
あ
る
が23

、氏
が
吉
蔵
の
真
撰
を
疑
わ
れ
た
主

要
な
論
点
に
つ
い
て
は
、
私
な
り
の
見
解
を
提
示
で
き
た
と
思
う
の
で
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
閉
じ
て
お
き
た
い
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
私
は
、
林
氏
の
い
わ
れ
る
偽
撰
説
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
が
、

か
と
い
っ
て
積
極
的
に
吉
蔵
真
撰
を
論
証
し
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
私
の
立
場
は
、
偽
撰
説
が
完
全
に
論
証
さ
れ
る
も
の
で
な
い
以
上
、
取

り
あ
え
ず
は
吉
蔵
の
撰
述
と
見
な
し
て
お
こ
う
と
い
っ
た
極
め
て
消
極
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
稿
に
お
い
て
私
は
こ
と
さ
ら
に
事
実
の
誤
認
や
先
行
業
績
の
見
落
と
し
を
論
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し

た
こ
と
は
他
な
ら
ぬ
私
自
身
が
数
多
く
犯
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、ま
た
あ
る
意
味
で
は
そ
う
し
た
誤
り
を
指
摘
す
る
だ
け
な
ら
、そ
れ
は
と

て
も
虚
し
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
お
互
い
が
共
通
し
て
目
指
す
こ
と
が
事
実
の
解
明
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
も
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ま
た
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
の
誤
読
や
誤
解
に
対
し
て
は
、
忌
憚
の
な
い
厳
し
い
ご
批
判

を
お
願
い
し
た
い
。

　
な
お
、
多
く
の
見
落
と
し
が
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
か
つ
て
私
が
吉
蔵
著
書
中
に
お
け
る
『
金
光
明
経
』
の
引
用
を
調
べ
た
ノ
ー
ト
の
中

か
ら
法
華
疏
に
限
っ
て
、
そ
の
引
用
箇
所
を
【
参
考
資
料
】
と
し
て
本
稿
末
に
掲
載
し
た
の
で
何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
注

（
１
）
林
鳴
宇
『
宋
代
天
台
教
学
の
研
究
―
『
金
光
明
経
』
の
研
究
史
を
中
心
と
し
て
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
三
年
九
月
六
日
の
奥
付
）。
私
は
本
年
十
月
七

日
（
火
）
に
、
郵
送
に
よ
っ
て
林
氏
よ
り
本
書
の
恵
贈
を
受
け
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
書
は
「
序
論
」「
本
論
」「
結
論
」
か
ら
な
り
、「
本
論
」
は
次
の
三
篇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
篇
　
宋
代
天
台
に
於
い
て
『
金
光
明
経
』
の
研
究
に
関
わ
っ
た
人
物
の
研
究

　
第
二
篇
　
宋
代
天
台
に
お
け
る
『
金
光
明
経
』
の
論
争
史
の
研
究

　
第
三
篇
　
宋
代
天
台
に
お
け
る
『
金
光
明
経
』
修
懺
作
法
の
研
究

（
２
）
本
書
第
二
篇
第
二
章
は
「
天
台
智

の
『
金
光
明
経
』
研
究
の
背
景
」
と
題
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
節
立
て
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
節
　『
金
光
明
経
』
研
究
の
歴
史
的
課
題

　
第
二
節
　
真
諦
の
『
金
光
明
疏
』

　
第
三
節
　
吉
蔵
の
『
金
光
明
経
疏
』

　
第
四
節
　
智

の
『
金
光
明
経
玄
義
』
と
『
金
光
明
経
文
句
』
の
内
容

（
３
）
日
本
宗
教
学
会
第
六
二
回
学
術
大
会
（
二
〇
〇
三
年
九
月
四
日
第
四
部
会
、
於
天
理
大
学
）
に
お
け
る
発
表
。
私
は
林
氏
の
ご
発
表
を
直
接
に
は
拝
聴
し
て

い
な
い
が
、
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
に
引
き
続
き
開
催
さ
れ
た
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
学
術
大
会
（
二
〇
〇
三
年
九
月
七
日
、
於
仏
教
大
学
）
の
席
上
、
林
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氏
に
そ
の
発
表
資
料
を
恵
ん
で
い
た
だ
き
、
発
表
内
容
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
の
理
解
す
る
限
り
、
学
会
発
表
の
内
容
は
前
注
（
１
）
の
ご
著

書
の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
変
更
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
林
氏
が
学
会
発
表
の
結
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
「『
金
光
明
経
疏
』
は
真
諦

と
深
い
縁
を
持
っ
た
吉
蔵
の
著
書
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
恐
ら
く
、
初
唐
や
中
唐
の
者
、
な
い
し
同
時
代
の
朝
鮮
半
島
や
日
本
の
僧
侶
が
吉
蔵
の
名
を

借
り
て
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
発
表
資
料
よ
り
、
傍
線
部
は
奥
野
）
と
い
う
見
解
は
、
ご
著
書
の
「
本
書
は
真
諦
と
深
い
縁
を
持
っ
た
吉

蔵
の
著
書
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
恐
ら
く
初
唐
や
中
唐
の
者
が
吉
蔵
の
名
を
借
り
て
編
集
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（
二
五
三
頁
）
と
い
う
見
解
よ
り

は
や
や
踏
み
込
ん
だ
主
張
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
憶
測
に
憶
測
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
隆
寿
氏
の
「
三
論
学
派
と
三
論
宗
―
三
論
思
想
史
の
研
究
課
題
―
」（『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
一
五
号
、
一

九
八
一
年
十
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
大
東
出
版
社
）
に
お
け
る
花
山
信
勝
氏
「
解
説
」
の
項
、
参
照
。
林
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
花
山
氏
は
こ
こ
で
『
金
光
明
経

疏
』
を
「
惟
ふ
に
、
吉
蔵
六
十
歳
前
後
の
作
か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
同
辞
典
第
三
巻
、
四
二
五
頁
）。

（
６
）
平
井
俊
榮
『
肇
論
・
三
論
玄
義
』（
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
の
「
解
説
」
参
照
。
平
井
氏
は
こ
の
「
解
説
」

の
中
で
『
金
光
明
経
疏
』
を
真
撰
と
し
、
同
疏
を
吉
蔵
の
長
安
時
代
の
著
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
同
書
、
四
〇
八
頁
）。
但
し
、
平
井
氏
は
、
同
「
解
説
」

に
お
け
る
著
作
年
代
の
推
定
は
、「
時
代
別
に
ご
く
大
ま
か
に
配
列
し
た
も
の
」（
四
〇
九
頁
）
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
厳
密
な
考
証
を
な
し
た
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
断
っ
て
お
ら
れ
る
。

（
７
）
私
の
い
う
重
要
な
先
行
論
文
と
は
、
次
の
二
つ
の
論
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
井
教
公
氏
の
「
天
台
と
三
論
の
交
渉
―
智

説
・
灌
頂
録
『
金
光
明
経
文

句
』
と
吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
二
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
お
よ
び
三
桐
慈
海
氏
の
「
法

華
統
略
の
仏
身
観
」（『
大
谷
学
報
』
第
五
五
巻
第
四
巻
、
一
九
七
六
年
二
月
）
と
い
う
論
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
私
よ
り
す
れ
ば
、
林
氏
は
「
吉
蔵
撰
『
金
光

明
経
疏
』
の
真
偽
に
つ
い
て
」
を
論
じ
る
に
際
し
、
真
っ
先
に
こ
の
二
氏
の
ご
論
文
を
参
照
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
　
　
さ
て
、
藤
井
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
す
で
に
、
智

説
・
灌
頂
録
『
金
光
明
経
文
句
』
と
吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』
に
共
通
し
て
「
真
諦
疏
」
が
引
用
さ
れ
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て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
両
者
の
文
献
的
交
渉
を
論
じ
て
い
る
。
藤
井
氏
の
問
題
意
識
が
、
平
井
俊
榮
氏
の
『
法
華
文
句
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』（
春
秋

社
、
一
九
八
五
年
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
藤
井
氏
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
藤
井
氏
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
は
平
井
氏

の「
現
存
す
る
智

と
吉
蔵
に
共
通
す
る
経
典
註
疏
間
の
相
互
の
依
用
関
係
は
、ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
吉
蔵
疏
か
ら
智

疏
へ
と
い
う
参
照
依
用
の
跡
が
顕
著

に
見
ら
れ
、
そ
の
逆
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
智

撰
と
伝
え
ら
れ
る
現
存
註
疏
の
多
く
が
、
智

の
著
述
で
あ
り

得
な
い
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
講
説
を
門
人
が
筆
録
し
た
も
の
と
い
う
の
も
多
分
に
疑
わ
し
く
、
む
し
ろ
灌
頂
そ
の
他
の
門
人
に
よ
っ
て
、
吉
蔵
疏
の
成
立
以

降
に
、
こ
れ
を
参
照
し
依
用
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
」（
前
掲
平
井
書
、「
は
し
が
き
」
ii
頁
）
と
い
う
記
述
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
藤
井
氏
は
両
疏
を
対
照
し
て
得
ら
れ
た
こ
の
論
文
の
結
論
と
し
て
、「
以
上
、
天
台
と
三
論
吉
蔵
の
両
者
に
共
通
に
存
す
る
『
金
光

明
経
』
の
疏
に
つ
い
て
こ
れ
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
天
台
の
『
文
句
』（
及
び
『
玄
義
』）
と
吉
蔵
の
『
疏
』
と
は
、
両
者
と
も
真
諦
疏
を
見

て
お
り
、
随
時
そ
れ
を
引
用
・
援
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
引
用
・
援
用
の
形
態
と
し
て
は
、
天
台
の
場
合
は
「
真
諦
云
」
と
し
て
そ
の
名
を

出
す
こ
と
が
多
い
が
、
吉
蔵
の
場
合
は
一
切
そ
の
名
を
出
さ
ず
、
真
諦
疏
を
そ
の
ま
ま
自
説
と
し
て
と
り
こ
ん
で
い
る
例
が
目
立
っ
た
。
ま
た
、
天
台
の
場

合
は
、
真
諦
疏
を
引
く
際
に
は
破
斥
の
対
象
と
し
て
引
き
、
そ
の
後
に
自
説
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
故
、
両
者
と
も
真
諦
疏
と
い
う
同
一
の

も
の
に
拠
り
な
が
ら
、
そ
の
両
者
の
解
釈
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
以
上
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
天
台
と
三
論
吉
蔵
に
お
け
る
文
献

的
交
渉
は
、『
金
光
明
経
』
の
注
釈
書
類
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
両
者
の
間
に
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
『
法
華
文
句
』
や
『
維
摩
経
疏
』
な
ど
の
一
連
の
灌
頂
修
治
の
著
作
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
」（
縦
一
一
三
頁
上
―
下
、
傍
線
部
は
奥
野
）
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
藤
井
氏
に
は
天
台
と
三
論
の
文
献
交
渉
と
い
う
同
様
の
問
題
意
識
か
ら
書
か
れ
た
論
文
と
し
て
、「
天
台
と
三
論
の
交
流
―
灌
頂

の
『
法
華
玄
義
』
修
治
と
吉
蔵
『
法
華
玄
論
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
鎌
田
茂
雄
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
中
国
の
仏
教
と
文
化
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
年
）
が

あ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

　
次
に
「
法
華
統
略
の
仏
身
観
」
を
論
じ
た
三
桐
氏
の
論
文
で
は
、
吉
蔵
の
初
期
の
法
華
疏
で
あ
る
『
法
華
玄
論
』
や
『
法
華
義
疏
』
で
は
『
法
華
論
』（『
妙

法
蓮
華
経
憂
波
提
舎
』）
が
吉
蔵
の
「
仏
身
義
」
の
重
要
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
期
の
著
作
で
あ
る
『
法
華
統
略
』
で
は
概
ね
『
金
光
明
経
』
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に
拠
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
桐
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
「
吉
蔵
と
金
光
明
経
」

と
い
う
一
項
を
設
け
て
、
吉
蔵
と
『
金
光
明
経
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
三
桐
氏
は
前
注
（
５
）（
６
）
に
見
た
花
山
信
勝
氏
や
平
井
俊

榮
氏
の
見
解
と
は
違
っ
て
、「
江
南
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
智

は
『
金
光
明
経
』
を
講
説
し
た
が
、
そ
れ
は
曇
無
讖
訳
の
四
巻
本
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ

た
。
吉
蔵
に
も
『
金
光
明
経
疏
』
一
巻
が
あ
り
、
や
は
り
四
巻
本
に
つ
い
て
の
釈
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
つ
頃
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
恐
ら
く
『
法
華
義
疏
』
な
ど
を
著
わ
し
た
時
期
に
遠
く
は
な
く
、
入
京
以
前
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」（
二
五
頁
下
―
二
六
頁
上
、
傍
線
部
は
奥
野
）

と
述
べ
ら
れ
、『
金
光
明
経
疏
』
の
初
期
撰
述
（
会
稽
嘉
祥
寺
時
代
）
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
末
の
「
付
記
」
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
私
も
『
金
光
明
経

疏
』
は
吉
蔵
の
会
稽
時
代
の
撰
述
か
と
の
印
象
も
抱
く
が
そ
れ
は
印
象
に
過
ぎ
ず
論
証
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
自
身
は
『
金
光
明
経
疏
』
の
撰
述
時

期
に
関
し
て
は
、
い
ま
の
段
階
で
は
後
注
（
８
）
に
見
る
藤
井
教
公
氏
の
穏
当
な
見
解
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

（
８
）
前
注
（
７
）
の
藤
井
氏
論
文
「
天
台
と
三
論
の
交
渉
―
智

説
・
灌
頂
録
『
金
光
明
経
文
句
』
と
吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
」
参
照
。

藤
井
氏
は
こ
の
事
実
に
も
と
づ
い
て
、『
金
光
明
経
疏
』
の
撰
述
時
期
を
「
そ
の
成
立
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
疏
』
中
で
、
会
稽
嘉
祥
寺
時
代
（
五

八
九
―
五
九
七
）
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
『
涅
槃
経
疏
』
に
そ
の
説
明
を
譲
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

ま
た
そ
の
『
涅
槃
経
疏
』
は
、
後
年
成
立
の
『
涅
槃
経
遊
意
』
の
冒
頭
で
吉
蔵
自
ら
、
早
く
に
散
佚
し
た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、『
疏
』
成
立
の
下
限
は
『
涅

槃
経
遊
意
』
の
成
立
以
前
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
」（
縦
一
〇
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
客
観
的
判
断
材
料
が
乏
し
い
以
上
、
藤
井
氏
の
推
定
は
極
め
て
穏

当
な
推
定
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
前
注
（
５
）
や
（
６
）
の
花
山
氏
や
平
井
氏
の
見
解
は
も
し
か
し
た
ら
そ
の
下
限
を
示
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

（
９
）
吉
蔵
の
『
涅
槃
経
疏
』
に
つ
い
て
は
、
平
井
俊
榮
「
吉
蔵
撰
『
涅
槃
経
遊
意
』
国
訳
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
三
号
、
一
九
七
二
年
十
二
月
）
の

「
解
題
」
お
よ
び
平
井
俊
榮
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
―
吉
蔵
と
三
論
学
派
』（
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
）
の
第
二
篇
第
一
章
「
吉
蔵
の
著
作
」
第
三
節
（
三

八
三
―
三
八
六
頁
）
を
参
照
。
な
お
、『
涅
槃
経
疏
』
の
逸
文
を
集
め
た
論
文
に
、
平
井
俊
榮
「
吉
蔵
著
『
大
般
涅
槃
経
疏
』
逸
文
の
研
究
（
上
）」（『
南
都

仏
教
』
第
二
七
号
、
一
九
七
一
年
十
二
月
）、
同
「
吉
蔵
著
『
大
般
涅
槃
経
疏
』
逸
文
の
研
究
（
下
）」（『
南
都
仏
教
』
第
二
九
号
、
一
九
七
二
年
十
二
月
）
が



－68－

吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』
の
真
偽
問
題
（
奥
野
）

あ
る
。
ま
た
、『
涅
槃
経
疏
』（『
涅
槃
義
疏
』）
の
我
が
国
に
お
け
る
書
写
状
況
に
つ
い
て
は
、
木
本
好
信
氏
の
労
作
『
奈
良
朝
典
籍
所
載
仏
書
解
説
索
引
』（
国

書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
一
月
）
三
五
四
、
三
五
六
頁
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
『
大
日
本
古
文
書
（
正
倉
院
文
書
）』
中
に
お
け
る
記
載
の
状
況
を
容
易
に

検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
五
年
（
七
四
三
年
）
頃
か
ら
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
年
頃
ま
で
『
涅
槃
経
疏
』（『
涅
槃
義
疏
』）

は
吉
蔵
の
著
作
と
認
識
さ
れ
て
盛
ん
に
書
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
10
）
藤
井
教
公
「
浄
影
寺
慧
遠
撰
『
勝
鬘
義
記
』
巻
下
と
吉
蔵
『
勝
鬘
宝
窟
』
と
の
比
較
対
照
」（『
常
葉
学
園
浜
松
大
学
研
究
論
集
』
第
二
号
、
一
九
九
〇
年
）
お

よ
び
吉
津
宜
英
「
吉
蔵
の
大
乗
起
信
論
引
用
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』）
第
五
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
）
参
照
。
吉
津
氏
は
前
掲
論

文
の
中
で
、
吉
蔵
の
『
勝
鬘
宝
窟
』
中
に
お
け
る
『
起
信
論
』
へ
の
言
及
箇
所
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
前
後
の
文
脈
を
含
め
て
慧
遠
の
『
勝
鬘
義
記
』
か
ら
の

い
わ
ゆ
る
孫
引
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
吉
蔵
と
『
起
信
論
』
と
の
関
係
、『
起
信
論
』
真
諦
訳
出
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
い
う
点

ば
か
り
で
な
く
、
吉
蔵
の
著
述
実
態
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
貴
重
な
視
点
を
提
供
し
た
と
い
え
よ
う
。

（
11
）
前
注
（
９
）
の
平
井
書
第
二
篇
第
三
章
「
吉
蔵
の
経
典
観
と
引
用
論
拠
」
第
四
節
「
吉
蔵
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
引
用
の
形
態
と
特
質
」
参
照
。
平
井
氏
は
、

こ
の
中
で
泰
本
融
氏
の
見
解
（
泰
本
融
「
中
観
論
疏
解
題
」『
国
訳
一
切
経
』「
論
疏
部
」
六
、
一
一
―
一
二
頁
）
を
受
け
て
、「
吉
蔵
が
自
己
の
章
疏
に
涅
槃

経
を
引
用
す
る
場
合
、
こ
れ
を
形
式
的
に
み
て
も
、
他
の
大
乗
諸
経
論
の
引
用
に
比
べ
て
か
な
り
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
泰
本
融
博
士
は
、
吉

蔵
は
法
華
経
そ
の
他
の
経
典
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
比
較
的
正
確
に
引
用
す
る
の
に
対
し
、
涅
槃
経
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
要
略
取
意
、
ま
た
は
何
の
こ
と
わ

り
も
な
く
多
数
引
用
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
吉
蔵
が
他
の
諸
経
論
よ
り
も
一
層
涅
槃
経
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
物
語
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
」（
五
三
二
頁
）
と
い
っ
て
い
る
。

（
12
）
前
注
（
７
）
藤
井
論
文
、
縦
一
〇
九
頁
参
照
。
な
お
、
引
用
文
中
に
お
け
る
傍
線
部
は
奥
野
に
よ
る
。

（
13
）
真
諦
訳
の
七
巻
『
金
光
明
経
』
お
よ
び
『
合
部
金
光
明
経
』
を
含
め
た
『
金
光
明
経
』
の
諸
訳
に
対
す
る
解
題
に
つ
い
て
は
、
最
近
発
表
さ
れ
た
吉
津
宜
英

氏
の
「
真
諦
三
蔵
訳
出
経
律
論
研
究
誌
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
一
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
鎌
田
茂
雄
『
中

国
仏
教
史
』
第
四
巻
第
二
章
第
二
節
「
真
諦
三
蔵
の
翻
訳
活
動
」（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
三
七
―
六
九
頁
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
14
）
吉
蔵
が
『
法
華
義
疏
』
や
『
法
華
遊
意
』、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
著
作
に
お
い
て
真
諦
訳
の
七
巻
『
金
光
明
経
』
を
依
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
注

（
７
）
の
三
桐
論
文
が
こ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）
吉
蔵
の
著
作
の
撰
述
時
期
に
関
し
て
は
、
前
注
（
９
）
の
平
井
書
第
二
篇
第
一
章
「
吉
蔵
の
著
作
」
の
「
第
二
節
、
撰
述
の
前
後
関
係
」、
お
よ
び
菅
野
博
史

『
中
国
法
華
思
想
の
研
究
』
第
二
篇
第
一
章
「
吉
蔵
の
法
華
経
疏
の
基
礎
的
研
究
」
の
「
第
一
節
、
吉
蔵
の
法
華
経
疏
の
撰
述
順
序
」（
春
秋
社
、
一
九
九
四

年
）
を
参
照
。

（
16
）「
合
部
金
光
明
経
序
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
五
九
下
）
に
よ
る
。
な
お
、『
合
部
金
光
明
経
』
訳
出
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
前
注
（
13
）
の
吉
津
論
文
、
鎌
田
書

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
）『
法
華
玄
論
』
の
撰
述
時
期
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「『
法
華
玄
論
』
の
撰
述
時
期
に
つ
い
て
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
第
三
一
巻
第
一
号
、
一
九
八
八
年
六
月
）
お

よ
び
前
注
（
15
）
の
平
井
書
三
五
九
―
三
六
〇
頁
参
照
。
平
井
氏
は
『
法
華
玄
論
』
の
成
立
を
五
九
六
年
と
さ
れ
、
私
は
五
九
四
年
前
後
の
成
立
を
主
張
し

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
成
立
は
『
合
部
金
光
明
経
』
が
成
っ
た
と
さ
れ
る
五
九
七
年
以
前
で
あ
り
、
私
や
平
井
氏
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
常

識
的
に
は
吉
蔵
の
『
合
部
金
光
明
経
』
依
用
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
18
）
本
文
末
に
掲
載
し
た
【
参
考
資
料
】「
吉
蔵
法
華
疏
に
お
け
る
金
光
明
経
の
引
用
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
19
）
吉
蔵
の
依
用
し
た
『
金
光
明
経
』
が
い
ず
れ
の
訳
な
の
か
は
、
前
注
（
７
）
の
三
桐
論
文
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
平
井
俊
榮
氏
は
、
前
注
（
９
）
の
平
井
書
第
二
篇
第
三
章
「
吉
蔵
の
経
典
観
と
引
用
論
拠
」
の
「
第
三
節
、
吉
蔵
著
作
の
引
用
経
論
」
の
注
（
３
）
に
お
い

て
、
本
稿
で
も
問
題
に
し
た
『
法
華
玄
論
』
巻
第
九
の
「
新
金
光
明
経
」
の
用
例
に
注
意
さ
れ
、「『
金
光
明
経
』
は
、
北
涼
曇
無
讖
訳
四
巻
が
吉
蔵
の
頃
す

で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
吉
蔵
は
『
法
華
玄
論
』
巻
九
（
大
正
蔵
三
四
・
四
三
四
中
）
に
「
新
金
光
明
経
云
」
と
称
し
て
い
る
所
か
ら
、
吉
蔵
の
依
用
し
た

の
は
隋
宝
貴
合
『
合
部
金
光
明
経
』
八
巻
で
あ
る
」（
同
書
、
五
二
九
頁
注
（
３
））
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
真
諦
訳
の
存
在
し
な
い
現
在
、
吉
蔵
の
引

用
箇
所
を
示
そ
う
と
思
え
ば
『
合
部
金
光
明
経
』
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
止
む
を
得
ず
『
合
部
金
光
明
経
』
と
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
21
）
現
行
の
『
合
部
金
光
明
経
』
に
は
、「
爾
時
信
相
菩
薩
摩
訶
薩
。
聞
是
四
仏
宣
説
如
来
寿
命
無
量
。
深
心
信
解
歓
喜
踊
躍
。
説
是
如
来
寿
命
品
時
。
無
量
無
辺
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阿
僧
祇
衆
生
。
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
。
時
四
如
来
忽
然
不
現(

下
崛
多
訳
補)

」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
〇
下
）
と
あ
る
の
で
、
三
六
〇
頁
下
段
二
二

行
目
以
降
の
記
述
は
闍
那
崛
多
（
五
二
三
―
六
〇
〇
）
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
22
）
二
楞
學
人
「
法
宝
連
壁
（
一
）、
真
諦
訳
金
光
明
経
広
寿
量
品
―
仏
教
研
究
上
、
稀
有
の
重
要
資
料
―
」（『
現
代
仏
教
』
第
三
巻
第
二
一
号
、
一
九
二
六
年
一

月
）
参
照
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
存
在
は
前
注
（
13
）
の
鎌
田
『
中
国
仏
教
史
』
第
四
巻
に
お
い
て
知
る
こ
と
を
得
た
。
記
し
て
そ
の
学
恩
に
深
謝
し
た
い
。

（
23
）
林
氏
が
今
回
「
吉
蔵
の
『
金
光
明
経
疏
』」
を
論
じ
ら
れ
た
部
分
に
は
、
参
考
と
す
べ
き
記
述
が
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
総
頁
約
八
百
五
十
頁
に
な
ら
ん
と
す

る
ご
著
書
中
に
お
い
て
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
た
箇
所
は
実
質
わ
ず
か
八
頁
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
な
問
題
を
ご
著
書

全
体
に
波
及
さ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
私
自
身
も
毛
頭
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
特
に
こ
こ
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
二
十
七
日
、
脱
稿
）

【
参
考
資
料
】

「
吉
蔵
法
華
疏
に
お
け
る
金
光
明
経
の
引
用
」

一
、
吉
蔵
法
華
疏
の
掲
載
順
序
は
撰
述
順
と
し
た
。

一
、
資
料
中
の
菅
野
『
統
略
（
下
）』
と
は
、
菅
野
博
史
氏
の
法
華
経
注
釈
書
集
成
七
『
法
華
統
略
（
下
）』
大
蔵
出
版
を
指
す
。

一
、『
金
光
明
経
』
の
典
拠
の
指
摘
は
、
す
べ
て
『
合
部
金
光
明
経
』
に
よ
る
。

○A
『
法
華
玄
論
』
巻
第
九
（
大
正
蔵
三
四
・
四
三
四
中
）

　
問
。
首
楞
厳
経
云
、
本
願
力
故
現
法
尽
、
三
昧
力
故
示
碎
身
舍
利
。
大
品
即
釈
此
経
云
、
如
来
碎
金
剛
身
作
末
舍
利
。
此
二
経
明
有
舍
利
。
新
金
光
明
云
、
仮
使

水
蛭
虫
、
口
中
生
白
歯
、
如
来
身
舍
利
畢
竟
不
可
得
。
乃
至
鼠
登
兎
角
梯
、
食
月
除
修
羅
、
如
来
身
舍
利
畢
竟
不
可
得
。
此
経
無
舍
利
。
有
無
相
違
、
云
何
領
会

耶
。
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『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
寿
量
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
二
上
）

如
来
寂
静
身
　
無
有
舍
利
事
　
仮
令
水
蛭
蟲
　
口
中
生
白
歯
　
如
来
解
脱
身
　
終
無
繋
縛
色
　
兎
角
為
梯
橙
　
従
地
得
昇
天
　
邪
思
惟
舍
利
　
功
徳
無
是
処
　
鼠

登
兎
角
梯
　
蝕
月
除
修
羅
　
依
舍
利
尽
惑
　
解
脱
無
是
処
。

○B
『
法
華
玄
論
』
巻
第
九
（
大
正
蔵
三
四
・
四
三
七
中
）

　
一
合
本
合
迹
。
如
金
光
明
但
辨
一
本
一
迹
也
。
故
云
、
仏
真
法
身
、
猶
如
虚
空
、
応
物
現
形
、
如
水
中
月
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
五
「
四
天
王
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
八
五
中
）

　
爾
時
四
王
。
即
従
坐
起
偏
袒
右
肩
。
右
膝
著
地
長
跪
合
掌
。
於
世
尊
前
以
偈
讃
曰
。

　
仏
月
清
浄
　
満
足
荘
厳
　
仏
日
暉
曜
　
放
千
光
明
　
如
来
面
目
　
最
上
明
浄
　
歯
白
無
垢
　
如
蓮
華
根
　
功
徳
無
量
　
猶
如
大
海
　
智
淵
無
辺
　
法
水
具
足
　
百

千
三
昧
　
無
有
欠
減
　
足
下
平
満
　
千
輻
相
現
　
足
指
網
縵
　
猶
如
鵝
王
　
光
明
晃
曜
　
如
宝
山
王
　
微
妙
清
浄
　
如
錬
真
金
　
所
有
福
徳
　
不
可
思
議
　
仏
功

徳
山
　
我
今
敬
礼
　
仏
真
法
身
　
猶
如
虚
空
　
応
物
現
形
　
如
水
中
月
　
無
有
障
礙
　
如
焔
如
化
　
是
故
我
今
　
稽
首
仏
月
。

○C
『
法
華
義
疏
』
巻
第
二
（
大
正
蔵
三
四
・
四
八
一
上
）

    

又
依
摂
大
乗
七
巻
金
光
明
意
、
前
得
法
身
究
竟
名
無
餘
、
応
化
両
身
非
究
竟
為
有
餘
。
三
身
品
又
云
、
三
身
合
論
即
是
無
住
処
涅
槃
。
応
化
二
身
不
住
涅
槃
、
法

身
亦
不
般
涅
槃
。
不
般
涅
槃
者
、
法
身
本
来
常
寂
滅
故
不
入
涅
槃
。
即
是
法
身
不
住
生
死
名
無
住
処
涅
槃
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
中
）

　
善
男
子
。
依
此
二
身
一
切
諸
仏
説
有
餘
涅
槃
。
依
法
身
者
説
無
餘
涅
槃
。
何
以
故
。
一
切
餘
究
竟
尽
故
。
依
此
三
身
一
切
諸
仏
説
無
住
処
涅
槃
。
何
以
故
。
為
二

身
故
不
住
涅
槃
。
離
於
法
身
無
有
別
仏
。
何
故
二
身
不
住
涅
槃
。
二
身
仮
名
不
実
念
念
滅
不
住
故
。
数
数
出
現
以
不
定
故
。
法
身
不
爾
。
是
故
二
身
不
住
涅
槃
。

法
身
者
不
二
。
是
故
不
住
於
般
涅
槃
。
依
三
身
故
説
無
住
涅
槃
。
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○D
『
法
華
義
疏
』
第
三
（
大
正
蔵
三
四
・
四
八
三
下
）

　
問
。
大
品
已
明
一
切
法
皆
入
大
乗
。
与
法
華
何
異
。

　
答
。
大
品
已
会
於
法
但
未
会
人
。
会
法
者
、
欲
明
大
乗
無
法
不
摂
。
故
大
品
云
、
若
有
実
語
摂
一
切
善
法
者
波
若
是
也
。
未
会
人
者
、
但
二
乗
人
至
大
品
時
大
機

未
熟
、
故
未
会
人
。
法
華
則
人
法
倶
会
。
会
人
故
同
名
菩
薩
、
会
法
名
為
一
乗
。
又
摂
大
乗
論
云
、
有
二
種
会
。
一
顕
会
、
二
密
会
。
密
会
者
、
如
大
品
明
、
一

切
諸
法
皆
入
大
乗
。
顕
会
者
如
法
華
会
人
也
。
又
有
二
会
。
一
理
会
、
二
教
会
。
理
会
者
、
如
大
品
明
、
一
切
諸
法
皆
入
実
相
。
実
相
既
無
二
。
豈
有
三
乗
異
耶
。

七
巻
金
光
明
経
云
、
法
界
無
二
故
乗
無
有
三
。
但
未
会
三
教
故
不
名
教
会
。
法
華
理
教
倶
会
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
三
「
陀
羅
尼
最
浄
地
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
七
六
下
）

　
法
界
無
分
別
　
是
故
無
異
乗
　
為
度
衆
生
故
　
分
別
説
三
乗
。

○E
『
法
華
義
疏
』
巻
第
四
（
大
正
蔵
三
四
・
五
〇
八
下
）

　
問
。
仏
為
衆
生
故
出
世
、
自
応
説
法
。
何
事
待
請
耶
。

　
答
。
論
云
、
仏
雖
不
須
請
而
令
請
者
獲
福
。
七
巻
金
光
明
云
、
請
仏
転
法
輪
、
能
滅
謗
十
二
部
経
罪
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
二
「
業
障
滅
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
九
中
）
の
取
意
か
。

　
善
男
子
。
復
有
四
種
最
大
業
障
。
難
可
清
浄
。
何
者
為
四
。
一
者
於
菩
薩
律
儀
犯
極
重
悪
。
二
者
於
大
乗
十
二
部
経
心
生
誹
謗
。
三
者
於
自
身
中
不
能
増
長
一
切

善
根
。
四
者
貪
著
有
心
。
又
有
四
種
対
治
滅
業
障
法
。
何
者
為
四
。
一
者
於
十
方
世
界
一
切
如
来
。
至
心
親
近
懺
悔
一
切
罪
。
二
者
為
十
方
一
切
衆
生
。
勧

請
諸
仏
説
諸
妙
法
。
三
者
随
喜
十
方
一
切
衆
生
所
有
成
就
功
徳
。
四
者
所
有
一
切
功
徳
善
根
。
悉
以
廻
向
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。

○F
『
法
華
義
疏
』
巻
第
十
（
大
正
蔵
三
四
・
六
〇
三
中
―
下
）

　
第
四
開
合
門
者
、
経
論
之
中
説
仏
開
合
不
定
。
大
明
四
句
。
一
本
迹
倶
合
、
二
本
迹
倶
開
、
三
開
本
合
迹
、
四
開
迹
合
本
。
本
迹
倶
合
、
或
合
名
一
仏
。
謂
三
宝
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中
一
仏
宝
也
。
或
開
為
二
身
。
故
云
、
仏
真
法
身
猶
如
虚
空
、
応
物
現
形
如
水
中
月
。
既
但
有
一
迹
一
本
。
亦
是
本
迹
倶
合
。
或
開
為
三
。
而
三
義
不
定
。
一
者

如
七
巻
金
光
明
辨
。
三
仏
者
一
法
、
二
応
、
三
化
。
法
身
為
真
、
餘
二
為
応
。
此
則
合
真
為
一
、
開
応
為
二
。
二
者
法
華
論
列
三
仏
。
謂
法
報
与
化
。
即
是
開
真

合
応
。
開
真
者
、
開
法
報
為
二
也
。
合
応
者
、
以
応
身
為
一
。
此
意
明
本
有
義
為
法
身
、
酬
因
義
名
報
、
応
物
義
名
応
也
。

　
次
開
四
仏
者
、
此
義
亦
有
二
種
。
一
者
楞
伽
経
明
四
仏
。
一
応
化
仏
、
二
功
徳
仏
、
三
智
慧
仏
、
四
如
如
仏
。
彼
経
云
、
初
一
為
応
、
後
三
為
真
。
此
亦
合
応
開

真
也
。
三
仏
之
中
功
徳
智
慧
為
報
仏
、
如
如
為
法
身
。
二
者
如
七
巻
金
光
明
辨
於
四
句
。
一
化
而
非
応
、
謂
仏
入
涅
槃
已
為
物
示
龍
鬼
等
身
、
故
名
之
為
化
。
不

示
仏
身
故
名
非
応
。
二
者
応
而
非
化
。
経
云
、
謂
為
地
前
身
。
釈
者
云
、
地
前
菩
薩
所
見
仏
身
。
乃
従
三
昧
法
門
中
現
、
名
之
為
応
。
非
六
趣
摂
所
以
非
化
。
三

者
亦
応
亦
化
。
経
云
、
住
有
餘
涅
槃
身
。
釈
者
云
、
声
聞
所
見
仏
身
、
彼
見
如
来
相
好
形
修
之
成
仏
。
故
名
為
応
。
見
仏
在
人
中
受
生
同
人
類
。
故
名
為
化
。
四

非
応
非
化
。
謂
法
身
。
四
句
之
中
前
三
並
応
、
後
一
為
真
。
亦
是
開
応
合
真
也
。
真
応
倶
開
者
、
真
中
分
二
、
法
之
与
報
。
応
中
分
二
、
応
之
与
化
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
五
「
四
天
王
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
八
五
中
）

　
爾
時
四
王
。
即
従
坐
起
偏
袒
右
肩
。
右
膝
著
地
長
跪
合
掌
。
於
世
尊
前
以
偈
讃
曰
。

　
仏
月
清
浄
　
満
足
荘
厳
　
仏
日
暉
曜
　
放
千
光
明
　
如
来
面
目
　
最
上
明
浄
　
歯
白
無
垢
　
如
蓮
華
根
　
功
徳
無
量
　
猶
如
大
海
　
智
淵
無
辺
　
法
水
具
足
　
百

千
三
昧
　
無
有
欠
減
　
足
下
平
満
　
千
輻
相
現
　
足
指
網
縵
　
猶
如
鵝
王
　
光
明
晃
曜
　
如
宝
山
王
　
微
妙
清
浄
　
如
錬
真
金
　
所
有
福
徳
　
不
可
思
議
　
仏
功

徳
山
　
我
今
敬
礼
　
仏
真
法
身
　
猶
如
虚
空
　
応
物
現
形
　
如
水
中
月
　
無
有
障
礙
　
如
焔
如
化
　
是
故
我
今
　
稽
首
仏
月
。

○G
『
法
華
義
疏
』
巻
第
十
（
大
正
蔵
三
四
・
六
〇
九
中
―
下
）

　
今
次
論
浄
穢
両
土
辨
仏
依
果
。
正
果
之
義
応
身
示
滅
、
法
身
不
滅
。
依
果
之
義
穢
土
自
毀
、
浄
土
不
焼
。
故
身
但
本
迹
、
土
唯
浄
穢
。
欲
辨
斯
義
故
有
此
文
来
也
。

此
品
既
有
浄
土
、
今
略
論
之
。
法
華
論
釈
此
品
明
有
三
身
。
今
対
三
身
亦
有
三
土
。
一
者
法
身
、
栖
実
相
之
土
。
普
賢
観
云
、
釈
迦
牟
尼
名
毘
盧
遮
那
遍
一
切
処
、

其
仏
住
処
名
常
寂
光
。
即
法
身
土
。
故
仁
王
経
云
、
三
賢
十
聖
住
果
報
、
唯
仏
一
人
居
浄
土
。
瓔
珞
経
云
、
亦
以
中
道
第
一
義
名
法
身
土
。
然
諸
法
寂
滅
相
不
可

以
言
宣
。
孰
論
身
与
不
身
。
亦
何
土
与
非
土
。
但
無
名
相
中
為
衆
生
故
仮
名
相
説
。
故
明
身
与
土
。
雖
開
身
土
二
実
未
会
二
。
但
約
義
不
同
故
分
為
両
。
能
栖
之
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義
説
之
為
身
、
所
栖
之
義
目
之
為
土
也
。
如
七
巻
金
光
明
三
身
品
、
具
有
如
如
智
及
如
如
境
。
就
義
而
望
境
即
土
也
。
二
者
報
身
報
土
。
但
報
身
即
是
応
身
、
応

身
有
二
種
。
一
内
二
外
。
内
与
法
身
相
応
名
曰
応
身
。
此
猶
属
法
身
、
与
法
身
同
土
。
法
華
論
云
、
我
浄
土
不
毀
而
衆
見
焼
尽
者
、
報
仏
如
来
真
実
浄
土
第
一
義

摂
故
。
此
即
是
報
身
土
也
。
若
外
応
之
義
名
為
報
身
、
化
大
菩
薩
於
浄
土
成
仏
。
此
以
宝
玉
為
浄
土
。
此
土
乃
不
為
劫
火
所
焼
而
終
有
尽
滅
。
所
以
然
者
、
今
開

身
有
常
無
常
三
句
。
一
者
法
身
但
常
非
無
常
。
二
化
身
但
無
常
非
常
。
三
者
応
身
亦
常
亦
無
常
。
内
応
身
義
名
之
為
常
、
外
応
之
義
名
為
無
常
。
身
既
三
種
土
亦

例
然
。
法
身
之
土
但
常
非
無
常
。
化
身
之
土
但
無
常
非
常
。
応
身
之
土
亦
常
亦
無
常
。
内
応
身
土
此
即
是
常
。
外
応
身
土
此
即
無
常
也
。
若
分
浄
穢
二
土
者
、
法

報
二
土
此
是
浄
土
。
然
化
身
之
土
此
即
不
定
、
或
浄
或
穢
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
下
）

　
善
男
子
。
離
無
分
別
智
更
無
勝
智
。
離
法
如
如
無
勝
境
界
。
是
法
如
如
如
如
智
。
是
二
種
如
如
如
如
不
一
不
異
。
是
故
法
身
。
慧
清
浄
故
。
滅
清
浄
故
。
是
二
清

浄
。
是
故
法
身
具
足
清
浄
。

○H
『
法
華
遊
意
』（
大
正
蔵
三
四
・
六
三
六
中
）

　
問
。
三
身
云
何
辨
於
権
実
。

　
答
。
法
身
但
実
而
非
権
。
化
身
但
権
而
非
実
。
応
身
有
二
句
。
一
者
内
、
与
法
身
相
応
名
為
応
身
。
法
身
既
常
故
応
身
亦
常
。
此
即
応
身
是
実
而
非
権
。
故
涅
槃

経
云
、
諸
仏
所
師
所
謂
法
也
。
以
法
常
故
諸
仏
亦
常
。
二
者
外
、
与
大
機
相
応
浄
土
成
仏
故
名
応
身
。
此
之
応
身
是
権
而
非
実
。
故
七
巻
金
光
明
云
、
応
化
両
身

是
仮
名
有
、
非
是
真
実
。
念
念
生
滅
故
名
曰
無
常
。
則
其
証
也
。
既
識
三
義
、
即
便
識
仏
。
故
今
念
仏
三
昧
倍
復
増
益
。
又
合
此
三
種
以
為
二
義
。
前
之
二
義
以

明
身
之
権
実
、
後
之
一
義
以
明
寿
之
権
実
。
涅
槃
経
亦
明
長
寿
与
金
剛
身
。
所
以
但
明
此
二
者
、
衆
生
唯
有
形
与
寿
命
。
随
順
之
亦
明
斯
二
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
善
男
子
。
云
何
菩
薩
摩
訶
薩
了
別
法
身
。
為
欲
滅
除
一
切
諸
煩
悩
等
障
。
為
欲
具
足
一
切
諸
善
法
故
。
惟
有
如
如
如
如
智
。
是
名
法
身
。
前
二
種
身
是
仮
名
有
。

是
第
三
身
名
為
真
有
。
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同
じ
く
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
中
）

　
善
男
子
。
依
此
二
身
一
切
諸
仏
説
有
餘
涅
槃
。
依
法
身
者
説
無
餘
涅
槃
。
何
以
故
。
一
切
餘
究
竟
尽
故
。
依
此
三
身
一
切
諸
仏
説
無
住
処
涅
槃
。
何
以
故
。
為
二

身
故
不
住
涅
槃
。
離
於
法
身
無
有
別
仏
。
何
故
二
身
不
住
涅
槃
。
二
身
仮
名
不
実
、
念
念
滅
不
住
故
。
数
数
出
現
以
不
定
故
。
法
身
不
爾
。
是
故
二
身
不
住
涅
槃
。

法
身
者
不
二
。
是
故
不
住
於
般
涅
槃
。
依
三
身
故
説
無
住
涅
槃
。

○○I
『
法
華
遊
意
』（
大
正
蔵
三
四
・
六
四
一
上
）

　
十
者
若
言
品
題
如
来
寿
量
便
是
無
常
者
。
此
有
四
句
。
一
無
量
説
無
量
。
如
涅
槃
云
、
唯
仏
覩
仏
其
寿
無
量
。
二
有
量
説
有
量
。
如
釈
迦
方
八
十
年
。
三
有
量
説

無
量
。
如
無
量
寿
仏
。
四
無
量
説
於
有
量
。
如
金
光
明
経
乃
至
此
経
。
亦
如
花
厳
云
、
如
来
深
遠
境
界
其
量
斉
虚
空
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
寿
量
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
〇
下
）

　
釈
尊
寿
命
　
不
可
計
劫
　
億
百
千
万
　
仏
寿
如
是
　
無
量
無
辺

○J
『
法
華
遊
意
』（
大
正
蔵
三
四
・
六
四
一
中
）

　
三
者
復
有
衆
生
不
聞
法
花
、
直
聞
涅
槃
而
得
悟
者
。
相
伝
云
、
宝
性
論
云
、
大
品
等
為
利
根
菩
薩
説
、
法
華
為
中
根
人
説
、
涅
槃
為
下
根
人
説
、
又
如
雖
同
是
波

若
而
波
若
有
無
量
部
、
雖
同
明
常
、
明
常
何
妨
亦
有
多
部
耶
。
如
七
巻
金
光
明
已
広
明
常
住
、
可
得
不
復
説
涅
槃
耶
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
寿
量
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
〇
下
）

　
釈
尊
寿
命
　
不
可
計
劫
　
億
百
千
万
　
仏
寿
如
是
　
無
量
無
辺
。

○K
『
法
華
統
略
』
巻
上
本
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
二
右
上
）

　
第
二
伐
累
根
之
功
称
者
、
前
義
為
顕
理
。
今
除
累
根
。
累
根
者
、
謂
取
著
也
。
由
取
相
故
生
煩
悩
、
由
煩
悩
故
起
業
、
由
業
故
至
苦
。
是
故
金
光
明
云
、
如
従
妄
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想
思
惟
故
生
煩
悩
。
則
知
著
是
六
道
之
本
亦
是
三
乗
之
根
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
善
男
子
。
譬
如
依
妄
想
思
惟
。
説
種
種
煩
悩
。
説
種
種
業
。
説
種
種
果
報
。

○L
『
法
華
統
略
』
巻
上
本
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
五
右
上
）

　
将
法
例
人
者
、
亦
具
三
。
一
者
将
一
破
二
。
唯
有
一
法
身
、
無
有
応
化
。
応
化
非
是
実
。
故
金
光
明
経
云
、
是
二
身
者
、
是
仮
名
有
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
中
）

　
何
故
二
身
不
住
涅
槃
。
二
身
仮
名
不
実
念
念
滅
不
住
故
。
数
数
出
現
以
不
定
故
。
法
身
不
爾
。
是
故
二
身
不
住
涅
槃
。

○M
『
法
華
統
略
』
巻
上
末
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
三
四
左
上
―
左
下
）

　
依
江
南
法
華
師
、
不
得
云
居
法
身
地
見
。
以
法
華
経
未
辨
常
住
法
身
故
也
。
依
関
東
智
度
論
師
、
亦
不
得
云
居
法
身
地
見
。
彼
以
実
相
為
法
身
。
実
相
体
非
覚
故
、

法
身
体
非
見
。
但
能
生
於
覚
故
名
覚
、
能
生
於
見
故
名
見
。
摂
論
師
云
、
法
身
是
真
如
。
亦
非
見
義
。
応
身
乃
是
見
耳
。
今
用
金
光
明
三
身
品
、
以
釈
此
文
。
彼

云
、
法
身
者
、
謂
如
如
境
及
如
如
智
。
如
如
智
、
即
利
益
衆
生
。
名
為
仏
眼
。
是
覚
他
義
。
如
如
境
、
是
自
利
。
即
如
如
智
所
照
之
境
。
智
照
此
境
。
謂
自
照
義
。

故
法
身
仏
得
有
自
覚
覚
他
両
義
、
故
名
法
身
仏
。
仏
者
、
覚
也
。
豈
有
是
法
身
仏
而
非
覚
哉
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
善
男
子
。
云
何
菩
薩
摩
訶
薩
了
別
法
身
。
為
欲
滅
除
一
切
諸
煩
悩
等
障
。
為
欲
具
足
一
切
諸
善
法
故
。
惟
有
如
如
如
如
智
。
是
名
法
身
。

○N
『
法
華
統
略
』
巻
下
本
（
菅
野
『
統
略
（
下
）』
七
二
四
頁
）

　
問
曰
。
何
故
明
衆
生
不
知
異
、
不
辨
衆
生
不
知
同
。
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答
曰
。
五
乗
衆
生
是
異
。
尚
不
知
異
。
竟
非
同
。
云
何
知
同
。
終
帰
於
空
者
、
既
常
寂
滅
、
亦
常
帰
空
。
又
既
常
寂
、
則
知
聞
熏
習
本
寂
実
不
滅
也
。
又
前
明
帰

種
智
、
謂
如
如
智
、
後
明
帰
涅
槃
空
、
帰
如
如
境
。
金
光
明
以
此
二
事
為
法
身
。
今
明
帰
此
二
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
善
男
子
。
云
何
菩
薩
摩
訶
薩
了
別
法
身
。
為
欲
滅
除
一
切
諸
煩
悩
等
障
。
為
欲
具
足
一
切
諸
善
法
故
。
惟
有
如
如
如
如
智
。
是
名
法
身
。

○O
『
法
華
統
略
』
巻
下
本
（
菅
野
『
統
略
（
下
）』
七
三
五
頁
）

　
仏
説
生
滅
教
、
令
作
生
滅
観
得
度
三
百
。
生
滅
観
者
、
有
愛
見
惑
生
、
入
空
観
断
之
令
滅
、
謂
生
滅
観
。
愛
見
若
滅
、
便
度
三
界
、
名
度
三
百
。
為
諸
菩
薩
説
無

生
滅
教
、
令
作
無
生
滅
観
。
金
光
明
云
、
無
明
体
性
本
自
不
有
、
無
所
有
、
故
仮
名
無
明
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
四
「
空
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
七
九
下
）

　
無
明
体
性
　
本
自
不
有
　
妄
想
因
縁
　
和
合
而
生
　
無
所
有
故
　
仮
名
無
明
　
是
故
我
説
　
名
曰
無
明
。

○P
『
法
華
統
略
』
巻
下
本
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
七
二
右
下
）

　
然
所
乗
法
中
既
具
三
義
、
能
乗
之
人
亦
具
三
義
。
一
用
一
破
二
。
唯
法
身
是
実
、
餘
二
身
非
真
。
金
光
明
云
、
唯
法
身
是
実
、
餘
二
身
是
仮
名
有
、
非
真
実
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
前
二
種
身
是
仮
名
有
。
是
第
三
身
名
為
真
有
。

○Q
『
法
華
統
略
』
巻
下
本
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
七
二
左
上
）

　
問
曰
。
何
以
知
分
身
仏
是
三
身
中
応
耶
。

　
答
。
此
経
叙
十
方
分
身
皆
是
浄
土
純
有
菩
薩
無
有
二
乗
。
而
同
性
経
金
光
明
摂
論
等
、
皆
明
応
身
化
菩
薩
居
浄
土
化
身
化
二
乗
住
穢
国
也
。
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『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
二
下
―
三
六
三
上
）

　
善
男
子
。
菩
薩
摩
訶
薩
。
一
切
如
来
有
三
種
身
。
菩
薩
摩
訶
薩
皆
応
當
知
。
何
者
為
三
。
一
者
化
身
。
二
者
応
身
。
三
者
法
身
。
如
是
三
身
摂
受
阿
耨
多
羅
三
藐

三
菩
提
云
何
菩
薩
了
別
化
身
。
善
男
子
。
如
来
昔
在
修
行
地
中
。
為
一
切
衆
生
修
種
種
法
。
是
諸
修
法
至
修
行
満
。
修
行
力
故
而
得
自
在
。
自
在
力
故
随
衆
生
心
。

随
衆
生
行
。
随
衆
生
界
。
多
種
了
別
不
待
時
不
過
時
。
処
所
相
応
。
時
相
応
。
行
相
応
。
説
法
相
応
。
現
種
種
身
。
是
名
化
身
。
善
男
子
。
是
諸
仏
如
来
。
為
諸

菩
薩
得
通
達
故
説
於
真
諦
。
為
通
達
生
死
涅
槃
一
味
故
。
身
見
衆
生
怖
畏
歓
喜
故
。
為
無
辺
仏
法
而
作
本
故
。
如
来
相
応
如
如
如
如
智
願
力
故
。
是
身
得
現
具
足

三
十
二
相
八
十
種
好
項
背
円
光
。
是
名
応
身
。

○R
『
法
華
統
略
』
巻
下
本
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
七
二
左
上
）

　
問
曰
。
摂
論
云
、
二
乗
及
地
前
菩
薩
見
化
身
仏
、
登
地
已
上
方
見
応
身
。
今
云
何
二
乗
普
見
応
身
。

　
答
曰
。
金
光
明
云
、
有
四
句
。
一
者
応
身
非
化
身
。
謂
地
前
身
。
則
知
応
身
位
。
通
従
地
前
、
乃
至
登
地
、
皆
有
応
身
。
今
摂
論
云
、
初
地
見
応
身
者
、
此
明
初

地
已
上
見
真
如
故
。
応
身
与
真
如
相
応
者
、
即
是
内
応
身
。
取
本
有
義
、
名
法
身
。
与
如
相
応
、
始
有
之
義
、
名
応
身
。
初
地
已
上
、
見
此
応
身
也
。
今
言
分
身

為
応
身
者
、
此
是
外
応
身
。
位
通
上
下
。
今
約
大
小
二
人
、
故
開
二
身
。
化
菩
薩
為
応
身
、
化
二
乗
名
化
身
。
此
義
後
広
論
之
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
下
）

　
何
者
応
身
非
化
身
。
是
地
前
身
。

○S
『
法
華
統
略
』
巻
下
本
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
七
二
左
下
）

　
問
曰
。
何
故
前
明
多
宝
、
後
辨
分
身
。

　
答
曰
。
有
二
次
第
。
一
事
次
第
、
二
義
次
第
。
事
次
第
者
、
前
有
多
宝
出
、
次
令
集
分
身
、
後
明
釈
迦
開
塔
。
一
義
次
第
者
、
多
宝
是
法
身
相
故
前
明
。
由
法
身

有
応
身
。
由
応
有
化
。
如
金
光
明
云
、
化
身
依
応
身
、
応
身
依
法
身
。
法
身
無
所
依
。
浄
名
亦
云
、
依
無
住
本
、
立
一
切
法
。
無
所
依
也
。
三
土
亦
次
第
。
要
由
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住
非
浄
穢
土
、
故
能
示
応
身
浄
土
。
由
応
身
浄
土
、
故
乗
化
身
。
故
有
穢
土
。
故
文
中
前
明
多
宝
土
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
下
）

　
善
男
子
。
是
第
一
身
。
依
於
応
身
。
是
故
得
顕
。
是
諸
応
身
依
於
法
身
。
故
得
顕
現
。
是
法
身
者
是
真
実
有
。
無
依
処
故
。

○T
『
法
華
統
略
』
巻
下
末
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
八
〇
左
上
）

　
寿
量
品

　
玄
義
、
今
疏
具
足
。
此
品
明
三
種
如
来
三
種
寿
量
、
故
云
寿
量
品
。
今
依
金
光
明
経
、
略
以
十
五
門
、
釈
三
身
義
。
初
列
次
第
門
。
謂
化
応
法
。
与
此
経
及
法
華

論
同
也
。
是
従
末
至
本
、
以
為
次
第
。
従
本
至
末
、
其
義
易
知
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
二
下
―
三
六
五
中
）
参
照
。

○U
『
法
華
統
略
』
巻
下
末
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
八
一
右
上
）

　
十
四
二
無
所
有
門
。
経
云
、
法
身
二
無
所
有
。
謂
相
及
相
処
二
無
所
有
。
即
摂
論
云
、
相
識
見
識
。
見
識
是
識
、
相
是
前
塵
。
見
是
能
識
、
法
身
無
此
二
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
下
）

　
善
男
子
。
是
法
身
者
二
無
所
有
顕
現
故
。
何
者
名
為
二
無
所
有
。
於
此
法
身
相
及
相
処
。
二
皆
是
無
。
非
有
非
無
。
非
一
非
二
。
非
数
非
非
数
。
非
明
非
闇
。

○V
『
法
華
統
略
』
巻
下
末
（
卍
続
蔵
経
四
三
・
八
六
左
下
―
八
七
右
上
）

　
問
。
若
読
経
時
、
即
生
四
智
、
破
五
住
、
度
五
百
由
旬
、
与
仏
何
異
。
又
地
前
菩
薩
何
未
得
法
性
身
耶
。

　
答
。
菩
薩
已
破
其
麁
、
未
破
其
細
。
故
与
仏
不
同
也
。
仏
悟
因
縁
六
本
来
無
六
。
前
悟
無
六
宛
然
六
、
窮
四
智
辺
、
竟
五
住
惑
傾
、
得
三
身
之
用
、
悟
六
本
来
無

六
。
故
得
法
身
。
無
六
、
為
衆
生
故
現
六
。
有
応
化
両
身
。
無
六
、
而
有
妙
六
、
故
有
大
小
相
好
、
於
浄
土
成
仏
。
即
是
応
身
。
故
金
光
明
説
応
身
、
亦
有
相
好
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吉
蔵
撰
『
金
光
明
経
疏
』
の
真
偽
問
題
（
奥
野
）

也
。
無
六
身
同
衆
生
相
好
。
於
穢
土
中
為
化
仏
。
然
六
無
六
、
既
窮
実
相
辺
竟
。
無
六
而
六
尽
因
縁
之
原
。
故
眼
徹
見
十
方
。
故
与
菩
薩
異
也
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
是
身
得
現
具
足
三
十
二
相
八
十
種
好
項
背
円
光
。
是
名
応
身
。

○W
『
法
華
統
略
』
巻
下
末
（
菅
野
『
統
略
（
下
）』
八
三
一
―
八
三
二
頁
）

　
約
縁
悟
如
何
。
妨
此
仏
彼
仏
。
同
悟
、
即
是
如
。
如
既
無
異
、
悟
云
何
異
。

　
答
、
正
当
云
不
異
而
異
異
而
不
異
。
然
実
不
可
論
其
異
不
異
。
故
経
云
、
仏
不
能
行
、
仏
不
能
到
。
豈
可
定
分
其
一
異
。
随
縁
、
一
異
義
無
失
也
。
二
者
依
金
光

明
釈
多
宝
与
釈
迦
、
此
欲
明
三
涅
槃
義
。
経
云
、
応
化
二
身
、
非
是
実
有
人
。
念
念
滅
、
名
為
有
余
。
有
余
者
、
非
究
竟
法
也
。
法
身
究
竟
、
名
為
無
余
也
。
多

宝
表
法
身
、
明
無
余
涅
槃
。
釈
迦
名
化
迹
、
故
是
有
余
。

『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
一
「
三
身
分
別
品
」（
大
正
蔵
一
六
・
三
六
三
上
）

　
前
二
種
身
是
仮
名
有
。
是
第
三
身
名
為
真
有
。

【
付
記
】

　
右
に
示
し
た
吉
蔵
の
引
用
例
を
見
る
と
、
そ
の
引
用
が
「
三
身
分
別
品
」
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、『
法
華
統
略
』
以
前
に
成
っ
た

法
華
疏
で
は
「
新
金
光
明
経
」「
七
巻
金
光
明
経
」「
七
巻
金
光
明
」
と
呼
称
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
統
略
』
で
は
そ
う
し
た
呼
称
を
一
切
用
い
て
い
な
い
点
が
注

意
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
七
巻
」「
七
巻
経
」
の
呼
称
を
用
い
る
『
金
光
明
経
疏
』
は
『
法
華
統
略
』
以
前
の
撰
述
か
と
の
印
象
も
抱
く
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

印
象
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
三
桐
慈
海
氏
も
注
意
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
吉
蔵
の
『
金
光
明
経
』
依
用
が
そ
の
当
初
か
ら
真
諦
訳
で
あ
っ
た
と
す

る
と
、
吉
蔵
は
な
ぜ
に
真
諦
訳
に
注
せ
ず
、
曇
無
讖
訳
に
注
し
た
の
か
も
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
論
じ
残
し
た
課
題
は
多
い
。

す
べ
て
は
次
稿
を
期
し
た
い
。


