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は
じ
め
に

　
輪
廻
思
想
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
も
知
ら
れ
る
が
、

業
思
想
と
結
び
つ
い
た
倫
理
観
が
説
か
れ
、
輪
廻
の
状
態
を
脱
す
る
解

脱
を
目
的
と
す
る
宗
教
は
イ
ン
ド
で
培
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
で

生
じ
た
仏
教
も
こ
う
し
た
輪
廻
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、そ
の
関
わ
り
方
が
、時
代
や
学
派
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。

何
故
な
ら
、「
無
我
説
」
と
「
業
を
相
続
す
る
輪
廻
の
主
体
」
に
つ
い
て

仏
教
教
理
の
上
で
常
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
現

代
の
学
者
に
お
け
る
仏
教
と
輪
廻
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
は
各
人
各

説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
は
輪
廻
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
見
解

か
ら
仏
教
は
輪
廻
を
認
め
る
と
い
う
見
解
、
そ
の
中
間
の
見
解
と
様
々

な
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
、
道
元
禅
師
は
輪
廻
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
学
者
に
よ
っ
て
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ

道
元
禅
師
の
輪
廻
観

―
― 

種
子
説
の
立
場
よ
り 

―
―

 

下
　
　
室
　
　
覚
　
　
道
　

て
い
る
。
こ
れ
も
大
き
く
二
分
す
れ
ば
、
一
つ
は
道
元
禅
師
は
輪
廻
な

ど
認
め
ず
た
だ
今
の
仏
道
を
行
じ
て
い
く
こ
と
を
説
い
た
と
い
う
説
、

他
の
一
つ
は
、
輪
廻
を
認
め
生
生
世
世
に
修
行
し
て
い
く
こ
と
を
説
い

た
と
い
う
説
で
あ
る
。

　
本
稿
は
道
元
禅
師
の
輪
廻
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
方

法
と
し
て
、
従
来
あ
ま
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
「
種
子
説
」
と
い
う
観
点

か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
筆
者
は
道
元
禅
師
の
業
報
観
に
つ
い
て
考

察
を
進
め
て
い
る
が
、
特
に
「
善
根
」
に
つ
い
て
興
味
を
覚
え
て
い
る
。

道
元
禅
師
は
善
根
と
い
う
も
の
を
重
視
し
、
善
根
を
植
え
る
こ
と
を
唱

え
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
世
に
お
い
て
善
根
を
植
え
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
宿
善
に
よ
っ
て
現
世
に
仏
法
に
あ
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
記
述

も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
善
根
を
植
え
る
と
い
う
こ
と
の
対
局
に
断
善

根
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
因
果
を
撥
無
し
、
邪
見
を
持
つ
こ
と

に
よ
っ
て
善
根
を
断
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
学
仏
道
者
に
と
っ
て
あ
っ
て
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は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
断
善
根
の
状
態
か
ら
再
び
善
根
が
生
じ
る
こ
と
を
続
善
根
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
断
善
根
や
続
善
根
の
捉
え
方
に
二
種
あ
り
、
一
つ
は

説
一
切
有
部
の
唱
え
る
「
得
・
非
得
説
」、
他
の
一
つ
は
経
量
部
や
瑜
伽

行
派
の
主
張
す
る
「
種
子
説
」
で
あ
る
。「
得
・
非
得
説
」
と
は
、
人
間

が
善
法
を
獲
得
す
る
と
き
、
人
間
と
善
法
を
結
合
さ
せ
る
は
た
ら
き
が

「
得
」
で
あ
り
、
人
間
と
善
法
を
分
離
さ
せ
る
は
た
ら
き
が
「
非
得
」
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
種
子
説
」
に
お
い
て

は
断
善
根
の
場
合
、
現
行
の
善
根
を
断
ず
る
の
で
あ
っ
て
種
子
ま
で
を

も
断
ず
る
の
で
は
な
く
、
続
善
根
で
き
る
の
は
残
存
し
て
い
た
種
子
が

現
行
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
「
種
子
説
」
の
方
が
断
善

根
か
ら
続
善
根
へ
の
継
続
性
が
保
た
れ
説
明
し
や
す
い
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
二
種
の
捉
え
方
が
あ
る
が
、
道
元
禅
師
の
立
場
に
関
し

（
１
）

て
筆
者
は
「
種
子
説
」
で
あ
る
と
か
つ
て
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
業
説
に

お
い
て
も
説
一
切
有
部
な
ど
は
「
無
表
業
」
を
説
い
た
が
、
経
量
部
は

そ
れ
に
代
わ
る
は
た
ら
き
と
し
て「
種
子
説
」を
説
い
た
の
で
あ
る
。そ

し
て
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
道
元
禅
師
は
「
種
子
説
」
の
立
場
で
は

（
２
）

な
い
か
と
筆
者
は
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
こ
の
無
表
業
に
対
す
る
種
子
説
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
、

そ
し
て
、
こ
の
「
種
子
説
」
と
い
う
立
場
か
ら
道
元
禅
師
の
輪
廻
観
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
論
よ
り
示
せ
ば
、
筆
者
は
道
元
禅
師
は
輪

廻
を
認
め
て
い
た
と
考
え
る
。

一
　
無
表
業
に
つ
い
て

　
は
じ
め
に
、
有
部
の
無
表
業
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
辞
書
に
お
け

る
無
表
の
項
目
に
は
、

身
体
や
言
葉
に
よ
っ
て
善
・
悪
の
行
為(k

a
r
m

a
n

,

業)

を
行
っ
た
場

合
、そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
余
力
が
潜
在
し
て
表
面
に
現
れ
な
い
状
態

を
い
う
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
無
表
業
と
は
、

そ
の
業
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
果
報
を
生
ぜ
し
め
る
力
が
見
え
な

い
状
態
で
存
続
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
〈
無
表
業
〉（a

v
i
j
ñ

a
p

t
i
-

（
３
）

k
a

r
m

a
n

）
と
い
う
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
過
去
の
業
因
が
現
在
の
業
果
を
生
じ
、
現
在
の
業
因
が
未
来
に
業
果

と
な
る
た
め
に
は
、
業
の
終
わ
っ
た
後
に
、
余
力
が
残
っ
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
余
力
が
あ
る
か
ら
果
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え

方
の
期
待
の
も
と
、
無
表
業
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
水
野
弘
元
氏
は
無
表
業
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

無
表
業
と
い
う
の
は
、
身
業
・
語
業
が
く
り
返
し
行
な
わ
れ
る
と
、
そ

れ
が
習
慣
的
な
潜
在
力
と
な
っ
て
体
内
に
蓄
積
さ
れ
、こ
の
習
慣
力
は

外
部
に
表
出
さ
れ
ず
に
善
悪
の
業
力
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
、こ
れ
を

無
表
業
と
い
っ
た
。
パ
ー
リ
仏
教
は
身
・
語
の
動
作
を
善
悪
と
し
て
は

認
め
な
い
か
ら
、
そ
の
習
慣
力
と
し
て
の
無
表
業
も
説
か
な
い
。
無
表

業
を
善
悪
の
物
質
で
あ
る
と
説
く
部
派
は
説
一
切
有
部
で
あ
り
、化
地
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（
４
）

部
・
正
量
部
・
大
衆
部
も
無
表
色
を
説
く
と
さ
れ
る
。

水
野
氏
に
よ
れ
ば
、
無
表
業
と
は
行
為
が
潜
在
力
と
な
っ
て
体
内
に
蓄

積
さ
れ
、
業
力
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、
具

体
的
に
は
戒
と
い
う
習
慣
力
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
表
と
は
表
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
表
と
は
身
業
ま
た
は
語
業
が
、
行

動
ま
た
は
音
声
と
し
て
、
外
部
に
表
現
さ
れ
、
表
面
的
に
認
め
ら
れ
う

る
も
の
を
い
う
。
無
表
と
は
、
こ
の
よ
う
に
外
部
に
表
現
さ
れ
な
い
も

の
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
普
通
に
は
身
・
語
の
表
業
の
後
に
、
そ

の
行
為
の
経
験
が
潜
勢
力
と
し
て
我
々
の
身
体
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と

見
て
、
そ
の
潜
勢
力
を
無
表
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
誓
い

を
立
て
て
戒
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、誓
い
の
行
為
は
そ
の
時
の
み
の
も

の
で
あ
る
が
、
戒
の
力
は
後
ま
で
も
存
続
し
、
そ
れ
は
我
々
が
眠
っ
て

い
る
時
に
も
、
悪
心
の
時
に
も
、
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
防
非
止
悪
の

（
５
）

力
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。

戒
と
し
て
の
無
表
業
は
悪
に
対
す
る
潜
在
的
な
制
御
力
と
し
て
は
た
ら

く
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
無
表
業
と
は
身
業
と
語
業
に
よ
っ
て
生
じ
た
力
が

「
善
悪
の
業
を
保
持
し
つ
つ
、習
慣
的
な
潜
在
力
と
な
っ
て
体
内
に
蓄
積

さ
れ
る
」
こ
と
を
み
て
き
た
。
た
だ
し
、
潜
在
力
を
持
つ
こ
と
で
あ
る

と
は
い
え
、
因
果
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
佐
々
木
現
順
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、無
表
業
に
よ
っ
て
は
業
因
―
業
果
の
必
然
性
は
解
決
さ

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
無
表
業
は
、
表
業
と
な
っ
て
表
面
に
表
れ
た

身
体
的
・
言
語
的
動
作
の
強
さ
を
示
す
役
割
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
言

（
６
）

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

無
表
業
は
現
在
の
身
業
・
語
業
を
離
れ
て
存
在
し
な
い
か
ら
、
未
来
ま

で
も
残
存
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
因
果
関
係
の
説
明
が

困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
佐
々
木
氏
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
る
。

そ
れ
故
に
無
表
業
も
種
子
と
同
じ
く
果
報
を
招
く
功
能
を
有
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
表
業
が
そ
う
で
あ
る
如
く
、
無

表
業
も
生
果
功
能
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、無
表
色
を
種
子
の
よ

う
に
特
に
主
体
的
捉
え
方
に
よ
っ
て
理
解
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で

（
７
）

き
な
い
。

無
表
業
も
生
果
功
能
は
あ
る
が
、
次
項
で
扱
う
種
子
説
の
よ
う
に
主
体

的
捉
え
方
に
よ
っ
て
理
解
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。

　
同
様
に
、
桜
部
建
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る

が
煩
を
い
と
わ
ず
引
用
す
る
。

有
部
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、因
が
果
を
引
く
の
は
法
爾
と
し
て
そ
う
な

の
で
あ
る
。
有
為
の
諸
法
が
現
在
に
生
ず
る
や
、
そ
れ
は
必
ず
自
ら
因

と
な
っ
て
果
を
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
法
が
引
果
の
功
能
な
る
作
用k

ā
r
itr

a

を
も
つ
と
い
う

こ
と
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
。し
た
が
っ
て
法
が
現
在
に
生
起
す
る
と
い
う

こ
と
は
す
な
わ
ち
取
果
す
る
こ
と
で
あ
り
、そ
の
取
果
と
同
時
に
現
在

の
分
位
に
お
い
て
、
或
い
は
取
果
よ
り
後
に（
自
ら
は
過
去
に
「
落
謝
」

し
て
）
過
去
の
分
位
に
お
い
て
、
必
ず
与
果
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
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は
因
と
な
っ
て
そ
の
因
に
対
す
る
果
が
生
起
す
る
。こ
の
因
果
の
関
係

は
法
爾d

h
a

r
m

a
tā

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
有
情
が
業
を
つ
め

ば
―
す
な
わ
ち
、一
有
情
と
し
て
の
存
在
の
中
心
た
る
心
の
相
続
の
上

に
業
と
し
て
の
法
が
生
起
す
れ
ば
―
、そ
の
有
情
は
果
を
受
け
る
―
す

な
わ
ち
、他
の
相
続
の
上
に
で
な
く
そ
の
同
じ
相
続
の
上
に
業
果
と
し

て
の
法
が
生
起
す
る
―
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
法
爾
と
し
て
異
熟
因

に
対
し
て
異
熟
果
が
い
わ
ば
機
械
的
に
は
た
ら
く
か
ら
に
過
ぎ
ず
、そ

れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
刹
那
滅
な
る
諸
法
以
外
に
、
有
情
相
続
を
一

個
体
と
し
て
相
続
せ
し
め
る
何
ら
の
常
住
の
能
統
一
的
因
子
を
も
、業

因
と
業
果
と
を
一
有
情
の
相
続
の
流
れ
の
上
で
結
び
つ
け
る
何
ら
の
不

変
な
る
要
素
を
も
認
め
る
要
は
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
有
部
の
理
論
は
そ
れ
自
体
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。し

か
し
、
そ
れ
は
、
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、
有
情
の
相
続
の
在
り
方
の
す

べ
て
を
、
た
だ
、
個
々
の
実
有
な
る
法
と
そ
れ
ら
相
互
の
法
爾
の
因
果

関
係
と
の
み
に
帰
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、た
と
え
ば
仮
有

な
る
瓶
衣
軍
林
等
と
仮
有
な
る
有
情
の
相
続
と
に
お
い
て
も
、そ
の
仮

有
性
に
は
本
質
的
に
相
違
が
な
い
。た
と
え
心
不
相
応
行
法
中
に
数
え

ら
れ
る
特
異
な
諸
法
の
倶
起
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、行
為
し
思
惟
す

る
主
体
と
し
て
の
有
情
のin

d
iv

id
u

a
l

な
在
り
方
を
、
す
べ
て
そ
れ

だ
け
で
説
明
し
き
る
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
、
痊
な
さ
を
感
ぜ
し
め

る
余
地
が
あ
ろ
う
。
経
量
部
の
主
張
す
る
種
子
説
や
相
続
転
変
差
別

（
相
続
の
特
殊
な
変
化
）
の
理
論
は
お
そ
ら
く
そ
の
点
を
補
お
う
と
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
、有
情
の
相
続
そ
れ
自
体
の
上
に
特
殊
な
功
能
が

宿
り
転
変
が
生
ず
る
こ
と
を
、直
接
に
―
そ
の
有
情
相
続
の
構
成
要
素

た
る
個
々
の
法
の
「
聚
集
」
の
仕
方
の
変
化
の
上
の
み
に
そ
れ
を
帰
す

る
の
で
な
し
に
―
認
め
る
と
こ
ろ
に
、
有
部
の
「
法
の
理
論
」
を
一
歩

進
め
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
「
法
の
理
論
」
の
框
を
一
歩
逸
脱
し
た
、

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
量
部
の
理
論
は
す
で

に
倶
舎
論
の
本
論
八
章
の
中
で
、得
の
非
実
有
論
に
関
連
す
る
凡
聖
簡

別
の
論
議
（
根
品
）・
無
表
業
非
実
有
論
（
業
品
）・
法
の
三
世
実
有
に

つ
い
て
の
論
議
（
随
眠
品
）
な
ど
の
箇
所
に
お
い
て
、
常
に
有
部
正
統

派
の
「
法
の
理
論
」
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

（
８
）

あ
っ
た
。

有
部
の
説
で
は
因
が
果
を
引
く
の
は
法
爾
と
し
て
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、

行
為
し
思
惟
す
る
主
体
と
し
て
の
有
情
のin

d
iv

id
u

a
l

な
あ
り
方
を
説

明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
経
量
部
の
主
張
す
る
種
子
説
や
相

続
転
変
差
別
の
理
論
が
出
現
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
　
種
子
説
に
つ
い
て

　
さ
て
、
以
上
見
て
き
た
有
部
の
無
表
業
に
対
し
て
、
先
に
も
見
た
よ

う
に
経
量
部
は
種
子
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
業
の
因
果
関
係
を
説
明
し

た
の
で
あ
る
。

  

『
倶
舎
論
』「
業
品
」
で
は
、
無
表
業
に
対
し
て
有
部
と
経
量
部
と
の

対
論
が
示
さ
れ
て
お
り
、
世
親
は
経
量
部
の
立
場
か
ら
有
部
の
無
表
業

に
対
し
て
、
福
業
の
増
大
を
「
相
続
転
変
差
別
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
も

の
と
説
明
す
る
。

先
軌
範
師
作
如
是
釈
。
由
法
爾
力
福
業
増
長
。
如
如
施
主
所
施
財
物
。

如
是
如
是
受
者
受
用
。
由
諸
受
者
受
用
施
物
功
徳
摂
益
有
差
別
故
。
於
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後
施
主
心
雖
異
縁
而
前
縁
施
思
所
熏
習
。微
細
相
続
漸
漸
転
変
差
別
而

生
。
由
此
当
来
能
感
多
果
。
故
密
意
説
恆
時
相
続
福
業
漸
増
福
業
続

起
。
若
謂
如
何
由
余
相
続
徳
益
差
別
令
余
相
続
心
雖
異
縁
而
有
転
変
。

釈
此
疑
難
与
無
表
同（

9
）。

こ
の
箇
所
の
舟
橋
一
哉
氏
に
よ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か
ら
の
訳
を

示
そ
う
。

復
た
「
福
が
増
長
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
」
と
説
か
れ
た
と
こ
ろ

の
そ
れ
に
対
し
て
も
、
先
き
の
軌
範
師
た
ち
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
解
釈

す
る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
施
者
が
施
す
物
を〔
享
受
者
が
〕受
用
す
る
、〔
そ

の
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
応
じ
て
、
享
受
者
〔
が
得
る
と
こ
ろ
〕
の
或

る
特
殊
な
功
徳
と
及
び
或
る
特
殊
な
利
益
と
に
よ
っ
て
、
施
者
が
〔
施

し
た
時
の
善
心
と
は
〕異
な
っ
た
意
を
お
こ
し
て
い
て
も
、彼〔
受
者
〕

を
縁
ず
る
施
の
意
思
に
よ
っ
て
熏
習
せ
ら
れ
た
〔
施
者
の
〕
相
続
が
、

微
細
な
転
変
の
差
別
を
得
し
、
其
〔
転
変
の
差
別
〕
に
よ
っ
て
、
未
来

に
お
い
て
更
に
多
く
の
果
を
引
き
起
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
法
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
福
が
増
長
す
る
の
み
で
あ
り
、
福
が
続
起
す
る
の
み
で
あ
る
』
と
は
、

こ
の
こ
と
を
密
に
意
味
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
。
も
し

〔
次
の
よ
う
に
〕
考
え
た
と
し
よ
う
。「
も
し
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
或
る
特
殊
な
他
の
相
続
〔
受
者
〕
の
故
に
、〔
施
者
が
、
施
し
た

時
の
善
心
と
は
〕
異
な
っ
た
意
を
お
こ
し
て
い
て
も
、〔
そ
の
施
者
で

あ
る
〕
別
の
相
続
の
上
に
、
ど
う
し
て
転
変
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う

か
」
と
い
う
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
〔
汝
、
毘
婆
沙
師
の
主
張
す
る
〕
無

表
の
場
合
と
同
様
で
あ
る　（10
）。

こ
の
文
章
の
う
ち
、
傍
線
に
あ
る
「
微
細
相
続
漸
漸
転
変
差
別
」
が
種

子
説
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
布
施
に
お
い
て
受
者
を
縁
ず

る
布
施
の
意
思
に
よ
っ
て
熏
習
せ
ら
れ
た
施
者
の
相
続
が
、
微
細
な
転

変
の
差
別
を
得
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
未
来
に
お
い
て
更
に
多
く
の
果

を
引
き
起
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る

箇
所
で
あ
る
。

　
結
城
令
聞
氏
は
、

経
量
部
の
所
謂
種
子
と
は
、色
心
等
の
一
切
諸
法
が
自
果
を
生
ず
る
展

転
隣
近
の
功
能
で
あ
り
、業
の
相
続
転
変
差
別
と
云
う
意
味
に
他
な
ら

な
い（11
）。

と
述
べ
、
種
子
と
は
業
の
「
相
続
転
変
差
別
」
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。

　
種
子
に
関
し
て
は
『
倶
舎
論
』「
根
品
」
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

此
中
何
法
名
為
種
子
。
謂
名
与
色
於
生
自
果
。
所
有
展
転
隣
近
功
能
。

此
由
相
続
転
変
差
別
。
何
名
転
変
謂
相
続
中
前
後
異
性
。
何
名
相
続
謂

因
果
性
三
世
諸
行
。
何
名
差
別
謂
有
無
間
生
果
功
能（12
）。
　
　
　
　
　

こ
の
箇
所
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
対
す
る
櫻
部
建
氏
の
訳
を
示
そ

う
。

で
は
、
そ
の
種
子
と
い
う
の
は
何
か
。
果
が
生
起
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
直
接
に
、
或
い
は
次
々
と
（
次
第
を
追
っ
て
間
接
的
に
）、
能
力

を
も
つ
名
色
で
あ
る
。〔
そ
れ
は
〕
相
続
が
特
殊
に
変
化
す
る
こ
と
に

よ
る
。
そ
の
変
化
と
い
う
の
は
何
か
。
相
続
が
〔
前
と
は
〕
異
な
っ
た

状
態
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
そ
の
相
続
と
は
何
か
。
因
果
の
体
で
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あ
る
三
世
の
諸
行
で
あ
る（13
）。

種
子
と
は
、
直
接
的
に
或
い
は
間
接
的
に
果
を
発
生
す
る
能
力
を
も
つ

名
色
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
相
続
が
特
殊
に
変
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
結
城
令
聞
氏
は
種
子
説
の
成
立
し
た
動
機
を
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。

種
子
的
、並
に
種
子
思
想
が
構
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を

概
括
的
に
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
過
未
無
体
・
現
在
有
体
説
を
基
調
と

し
て
業
道
問
題
を
解
決
せ
ん
と
し
た
か
ら
だ
と
云
う
よ
り
他
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
即
ち
過
未
無
体
説
で
あ
る
以
上
、
過
去
の
業
は
已
滅
無
体
で

あ
る
。
既
に
無
体
で
あ
る
業
が
、
如
何
に
し
て
果
を
引
く
こ
と
が
出
来

る
か
と
云
う
難
問
に
逢
着
し
た
と
き
、此
処
に
種
子
或
い
は
種
子
的
法

を
設
定
す
る
こ
と
に
由
っ
て
、そ
の
難
関
を
切
抜
け
ん
と
す
る
の
は
蓋

し
当
然
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（14
）。

経
量
部
の
過
未
無
体
・
現
在
有
体
説
に
基
づ
き
つ
つ
業
を
説
明
す
る
た

め
に
種
子
説
が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
加
藤
宏
道
氏
も
同
様
に
、

因
果
論
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
有
部
は
、
過
去
が
存
在
す
る
か
ら
過
去
法

が
因
に
な
っ
て
果
を
生
じ
る
、
と
す
る
の
に
対
し
て
、
過
未
無
体
を
説

く
経
量
部
は
、
過
去
法
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
く
て
も
、
種
子
に
熏
習

さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
過
去
法
は
現
存
す
る
か
ら
、そ
の
種
子
が
因

に
な
っ
て
果
を
生
じ
る
、
と
説
く　（15
）。

と
述
べ
、
三
世
実
有
を
説
く
有
部
に
対
し
、
過
未
無
体
を
説
く
経
量
部

で
は
、
過
去
の
法
は
存
在
し
な
い
が
種
子
に
熏
習
さ
れ
た
も
の
と
し
て

現
存
し
、
そ
こ
か
ら
果
を
生
じ
る
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。

　
三
世
の
問
題
に
関
し
て
有
部
と
経
量
部
と
は
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
有
部
は
、過
去
・
未
来
の
も
の
の
実
在
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

因
果
関
係
を
説
明
す
る
の
に
対
し
て
、
経
量
部
は
、
過
去
・
未
来
の
も

の
の
実
在
を
否
定
し
、
現
在
時
に
連
綿
と
持
続
し
て
保
た
れ
る
種
子
の

理
論
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
経
量
部
は
有
部
の
無
表
業
の
は
た
ら
き

に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
と
し
て
種
子
説
を
説
き
、
そ
れ
は
経
量
部
の
支

柱
で
あ
る
現
在
有
体
・
過
未
無
体
と
い
う
教
義
か
ら
発
生
し
た
説
な
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
佐
々
木
氏
は
、
因
果
関
係
を
歴
史
的
に
二
つ
の
思
潮
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

因
果
関
係
の
必
然
性
に
つ
い
て
、仏
教
に
は
二
つ
の
大
思
想
の
流
れ
が

み
ら
れ
る
。

　
第
一
は
、
因
・
果
の
両
者
の
中
間
に
、
そ
れ
を
結
び
付
け
る
も
の
と

し
て
、
第
三
者
的
要
因
を
立
て
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
業
因
の
増

上
力
に
よ
っ
て
自
ず
と
果
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
考
え
で
あ
り
、そ
れ

は
仏
教
で
言
え
ば
、説
一
切
有
部
を
代
表
と
す
る
仏
教
実
在
論
の
思
潮

で
あ
る
。

    

第
二
は
、業
因
・
業
果
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
第
三
者
的
要
因
を

措
定
せ
ん
と
す
る
思
想
で
あ
る
。其
れ
を
種
子
の
措
定
に
よ
っ
て
解
明

せ
ん
と
す
る
考
え
で
あ
り
、
仏
教
実
践
論
た
る
瑜
伽
唯
識
学
派
等
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
思
潮
で
あ
ろ
う　（16
）。
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第
一
は
、
因
果
の
間
に
第
三
者
的
要
因
を
認
め
な
い
説
で
あ
り
、
こ
れ

は
有
部
の
無
表
業
説
で
あ
る
。
第
二
は
、
因
果
を
結
合
す
る
も
の
と
し

て
第
三
者
的
要
因
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
経
量
部
や
唯
識
学

派
な
ど
の
種
子
説
で
あ
る
。
第
二
の
立
場
で
は
種
子
と
い
う
第
三
者
的

要
因
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
佐
々
木
氏
は
、

種
子
か
ら
芽
が
出
で
、
次
に
、
花
を
開
い
て
果
実
を
結
ぶ
と
い
う
一
連

の
過
程
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
種
子
と
い
う
因
が
、
そ
の
ま
ま
相
続
し

て
次
第
に
転
変
し
て
、
花
と
な
り
、
果
実
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
一
般

に
は
種
子
（
業
因
）
よ
り
果
実
（
果
）
が
生
起
す
る
と
い
う
。
同
じ
こ

と
が
業
因
と
業
果
と
の
間
で
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
種
子
の
功
能
の

相
続
に
よ
り
、
最
後
に
、
勝
れ
た
功
能
が
あ
っ
て
果
実
が
生
ず
る
。
種

子
と
い
う
第
三
者
を
立
て
た
。こ
う
い
う
の
が
世
親
の
考
え
た
論
理
で

あ
る
。
世
親
の
種
子
説
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、
此
の
考
え
方
は
大
乗

仏
教
の
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
然
し
、
そ
の
考
え
方
は
仏
教
全
般
に
共

通
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
仏
教
を
代
表
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

更
に
、
も
っ
と
合
理
的
な
発
想
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
。
其
れ
が
、
衆
賢
の
哲
学
で
あ
る　（17
）。

と
述
べ
、
種
子
説
は
後
に
大
乗
仏
教
の
流
れ
と
な
っ
た
が
、
仏
教
全
般

に
共
通
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
佐
々
木
氏
は
、
世
親
を
批
判
し
た

衆
賢
は
種
子
と
い
う
第
三
者
を
設
定
せ
ず
、
世
親
よ
り
も
合
理
的
な
発

想
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
吉
元
信
行
氏
も
、
説
一
切
有
部
と
経
量
部
は
方
向
性
が
異
な
る
こ
と

を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
説
一
切
有
部
の
存
在
論
は
、
実
な
る
存
在
を
分
析
す
る

と
い
う
方
法
で
な
さ
れ
、
同
様
に
業
論
は
、
因
果
律
に
よ
っ
て
自
己
存

在
の
業
相
続
た
る
行
為
の
実
在
論
的
客
観
的
分
析
と
い
う
方
法
で
な
さ

れ
、
身
・
語
・
意
の
三
業
の
み
な
ら
ず
、
表
業
よ
り
生
ず
る
習
慣
力
た

る
無
表
業
ま
で
客
観
的
存
在
と
し
て
分
析
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
方
向
、
つ
ま
り
、
存

在
を
客
観
的
に
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
を
真
な
る
も
の
、
あ
る

い
は
偽
な
る
も
の
と
い
う
主
観
的
観
点
か
ら
眺
め
た
宗
教
的
な
方
向
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
立
場
は
、
業
論
に
お
い
て
も
、
因
果

律
に
客
観
的
論
証
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、経
験
的
な
も
の
の
上
で
実

証
し
よ
う
と
す
る
思
潮
と
な
る
。
従
っ
て
、
存
在
論
に
お
い
て
は
、
過

去
・
未
来
よ
り
は
現
在
に
重
点
を
置
き
、
業
論
に
お
い
て
は
、
業
の
本

質
た
る
意
そ
の
も
の
の
上
に
重
点
を
置
い
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
思
潮
は
後
に
大
乗
仏
教
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る　（18
）。

説
一
切
有
部
と
経
量
部
と
の
違
い
は
、
①
三
世
実
有
に
対
し
て
現
在
有

体
過
未
無
体
、
②
存
在
を
客
観
的
に
分
析
す
る
の
に
対
し
て
主
観
的
、

③
因
果
律
に
対
し
て
も
客
観
的
な
論
証
に
対
し
て
経
験
的
に
実
証
、
④

業
論
に
お
い
て
は
身
口
意
に
対
し
て
意
を
重
視
し
た
と
い
う
相
違
が
あ

る
。
そ
し
て
経
量
部
の
流
れ
が
後
に
大
乗
仏
教
と
言
わ
れ
る
も
の
に

な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。尚
、世
親
や
経
量
部
を
批
判
し
た
衆
賢
、

衆
賢
に
反
論
し
た
称
友
に
関
し
て
も
吉
元
信
行
氏
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

　
以
上
、
説
一
切
有
部
の
無
表
業
の
説
に
対
し
て
、
経
量
部
は
種
子
説
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を
説
い
た
こ
と
を
見
た
が
、
河
村
孝
照
氏
は
異
な
っ
た
見
解
を
提
示
さ

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
倶
舎
論
に
説
か
れ
た
種
子
説
は
、直
ち
に
経
部
の
種
子

説
で
あ
る
と
断
定
し
が
た
い
多
く
の
事
情
が
存
し
、一
方
有
部
阿
毘
達

磨
論
書
に
お
い
て
も
種
子
説
を
説
い
て
お
り
、他
方
に
あ
つ
て
倶
舎
論

前
後
に
お
い
て
経
部
の
教
義
を
示
す
論
書
の
中
に
は
種
子
説
を
紹
介
し

て
い
な
い
と
す
れ
ば
、倶
舎
論
に
お
け
る
種
子
説
は
有
部
に
据
わ
り
を

お
い
て
敷
衍
さ
れ
た
も
の
と
見
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う　（19
）。

種
子
説
は
経
量
部
の
説
で
は
な
く
、
有
部
に
据
わ
り
を
お
い
て
敷
衍
さ

れ
た
説
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
種
子

説
を
有
部
と
の
対
局
の
思
想
と
捉
え
な
が
ら
筆
を
進
め
て
い
く
。

　
さ
て
、
経
量
部
の
思
想
が
後
に
大
乗
仏
教
の
流
れ
に
な
っ
た
と
さ
れ

る
が
、
吉
元
信
行
氏
は
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
断
善
根
者
と
言
え
ど
も
、
善
根
の
種
子
は
決
し

て
根
絶
さ
れ
な
い
と
す
る
世
親
の
立
場
は
、伝
統
的
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想

と
は
完
全
に
隔
絶
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
反
面
、
こ
の
種
子
説

は
、
縁
に
よ
っ
て
、
人
間
の
心
は
善
に
も
悪
に
も
、
浄
に
も
不
浄
に
も

な
り
う
る
と
い
う
、心
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
あ
り
方
を
示
す
理
論
に
な

り
え
た
。
ま
た
、
こ
の
理
論
は
、
不
善
根
は
修
行
に
よ
っ
て
根
治
で
き

る
の
に
対
し
て
、悟
り
の
根
源
た
る
善
根
は
生
涯
を
通
じ
て
存
続
す
る

と
い
う
宗
教
的
確
信
を
生
み
出
す
に
至
り
、大
乗
仏
教
の
仏
性
思
想
成

立
の
原
動
力
と
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
種
子
説
は
、
善
心
・
不
善
心

と
い
う
よ
う
な
意
識
の
領
域
の
深
層
に
潜
む
阿
頼
耶
識
の
発
見
を
も
た

ら
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る　（20
）。

種
子
説
は
心
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
あ
り
方
を
示
す
理
論
に
な
り
、
善
根

は
生
涯
を
通
じ
て
存
続
す
る
と
い
う
宗
教
的
確
信
が
後
の
仏
性
思
想
成

立
の
原
動
力
と
も
な
り
、
さ
ら
に
、
阿
頼
耶
識
の
発
見
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
加
藤
宏
道
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
因
果
論
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
有
部
は
、
過
去
が
存
在
す
る
か
ら

過
去
法
が
因
に
な
っ
て
果
を
生
じ
る
、
と
す
る
の
に
対
し
て
、
過
未
無

体
を
説
く
経
量
部
は
、
過
去
法
そ
の
も
の
は
存
在
し
な
く
て
も
、
種
子

に
熏
習
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
過
去
法
は
現
存
す
る
か
ら
、そ
の
種

子
が
因
に
な
っ
て
果
を
生
じ
る
、
と
説
く
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
業
が

異
熟
果
な
ど
を
招
く
の
も
、業
の
種
子
が
あ
れ
ば
こ
そ
、で
あ
る
。（
中

略
）
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
有
部
な
ど
で
別
々
な
項
目
に
説
か
れ
て
い
た

こ
と
が
ら
を
、
経
量
部
は
種
子
に
よ
っ
て
一
本
化
し
て
い
っ
た
、
と
も

言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ
、
瑜
伽
行
派

に
な
る
と
、
種
子
説
を
含
む
阿
頼
耶
識
説
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は

識
よ
り
変
現
す
る
と
い
う
、
所
謂
、
唯
識
所
変
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る　
。（21
）

経
量
部
は
種
子
説
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
部
で
は
別
々
な
項
目
に

説
か
れ
て
い
た
も
の
を
一
本
化
し
、
さ
ら
に
瑜
伽
行
派
に
な
る
と
種
子

説
を
含
め
た
阿
頼
耶
識
説
に
発
展
し
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
瑜
伽
行
派
は
種
子
説
、
そ
れ
に
基
づ
く
阿
頼
耶
識
説

を
説
く
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
無
表
色
説
を
も
説
く
と
い
う
。
こ
の
点

に
関
し
て
水
野
弘
元
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、他
方
で
は
瑜
伽
行
派
は
仮
法
で
あ
る
と
し
て

も
物
質
的
な
無
表
色
を
も
説
い
て
い
る
。お
そ
ら
く
こ
れ
は
説
一
切
有

部
の
影
響
で
善
悪
の
身
業
、語
業
の
習
慣
力
を
物
質
的
な
無
表
と
し
て

認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。こ
こ
に
種
子
や
阿
頼
耶
識

の
説
と
無
表
色
説
と
の
間
に
不
一
致
が
あ
り
、
融
和
が
な
く
、
一
貫
性

に
欠
け
た
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

 （
22
）。

瑜
伽
行
派
は
種
子
や
阿
頼
耶
識
の
説
と
同
時
に
無
表
色
を
も
説
い
て
お

り
、
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
瑜
伽
行
派
の
教
理

的
齟
齬
の
問
題
は
と
も
か
く
、
種
子
説
と
無
表
業
の
説
と
が
異
な
る
方

向
性
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

三
　
種
子
説
の
利
点

　
次
に
、
有
部
の
無
表
業
の
説
に
対
峙
し
て
形
成
さ
れ
た
種
子
説
で
あ

る
が
、
そ
の
利
点
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
無

表
業
の
説
の
難
点
に
つ
い
て
、
水
野
弘
元
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

有
部
の
よ
う
に
無
表
を
色
法
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
長
く
と
も
一
期
（
一

生
涯
）
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
生
生
世
世
を
通
じ
た
業
相
続

の
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
パ
ー
リ
仏
教
で
は
、
前

述
の
如
く
、す
べ
て
の
業
や
経
験
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
有
分
識
が

立
て
ら
れ
、
こ
の
有
分
識
が
死
の
刹
那
の
死
心
、
次
生
に
結
生
す
る
刹

那
の
結
生
心
、さ
ら
に
は
次
生
の
有
分
識
と
し
て
一
類
相
続
す
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
有
部
で
は
、
心
識
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
も
の
と
し
て

も
、
業
を
維
持
す
る
も
の
が
明
説
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
有
部
説
の

不
備
が
あ
る　（23
）。

有
部
の
無
表
業
の
説
で
は
、
業
の
相
続
が
一
期
に
限
ら
れ
、
今
世
と
後

世
と
の
つ
な
が
り
が
説
明
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ー
リ

仏
教
で
は
有
分
識
と
い
う
も
の
を
立
て
て
説
明
す
る
と
い
わ
れ
る
。

　
有
情
の
相
続
に
関
し
て
有
部
の
無
表
業
で
は
説
明
が
難
し
い
の
で
あ

る
が
、
経
量
部
は
種
子
説
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
説
明

す
る
の
で
あ
る
。
兵
藤
一
夫
氏
は
、

経
量
部
は
「
種
子
（b

ja

）」
や
「
相
続
の
特
殊
な
変
化

（s
a

m.
ta

tip
a

r
in. ā

m
a

v
iś

e
s. a

）」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し
て
因
果

の
連
繋
を
説
明
す
る
。
そ
の
結
果
、
有
部
の
説
で
は
希
薄
で
あ
っ
た
一

有
情
の
相
続
に
お
け
る
業
の
因
果
の
連
繋
が
明
白
と
な
る
の
で
あ
る　（24
）。

と
し
て
、
種
子
説
に
よ
っ
て
一
有
情
に
お
け
る
業
の
因
果
の
連
繋
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
同
様
に
、
加
藤
宏
道
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
無
我
な
る
有
情
が
連
続
性
を
失
わ
ず
、
同
一
性
を
保
持
す
る
の

も
種
子
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
で
あ
り
、AK

.

破
我
品
に
説
か
れ
る
よ

う
に
、
刹
那
生
滅
を
繰
り
返
す
有
情
が
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
過
去
の

で
き
ご
と
を
種
子
と
し
て
蔵
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る　（25
）。

仏
教
教
理
の
骨
格
を
な
す
無
我
の
教
え
と
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
渡

る
有
情
の
同
一
性
の
保
持
の
問
題
は
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
種
子

を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
性
を
保
ち
、
ま
た
、
過
去
を
記
憶
す
る

の
も
種
子
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
氏
は
、
ジ
ャ
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イ
ニ
氏
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

ジ
ャ
イ
ニ
氏
は
、
種
子
説
が
説
か
れ
る
理
由
を
二
つ
推
測
し
、
第
一

は
、
有
部
の
「
得
・
非
得
」
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
第
二
は
、
刹
那

滅
た
る
色
・
心
相
続
に
永
続
性
（
一
貫
性
）
の
概
念
を
持
た
せ
る
も
の

と
し
て
立
て
ら
れ
た　（26
）。

種
子
説
が
説
か
れ
た
理
由
を
、
第
一
に
有
部
の
「
得
・
非
得
」
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
、
第
二
に
刹
那
滅
た
る
相
続
に
永
続
性
の
概
念
を
持
た

せ
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
と
ジ
ャ
イ
ニ
氏
は
指
摘
し
て
い
る
と
い

う
。

　
ま
た
、
結
城
令
聞
氏
は
『
解
深
密
経
』
に
お
け
る
一
切
種
子
心
識
（
阿

頼
耶
識
）
の
説
明
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
切
種
子
心
識
を
し
て
輪
廻
転
生
の
主
体
の
役
割
を
演
ぜ
し
め
て
い
る

の
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
輪
廻
転
生
の
主
体
、
一
切
種
子
の
在
り
場
所
、

或
い
は
生
命
の
根
源
態
と
云
う
様
な
も
の
が
、（
中
略
）吾
々
に
は
、右

の
如
き
諸
種
の
役
割
を
一
身
に
引
き
う
け
て
満
足
せ
し
む
べ
き
も
の
を

求
め
た
結
果
、遂
に
本
識
思
想
の
発
見
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
云
う
こ

と
、
否
唯
識
の
修
行
者
が
、
深
き
内
観
に
自
己
を
没
し
て
、
生
命
の
当

体
に
直
参
し
た
と
き
、
既
に
と
く
よ
り
、
本
識
が
そ
れ
ら
の
役
目
を
一

身
に
引
き
う
け
て
果
た
し
て
い
た
そ
の
本
識
の
姿
に
接
す
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
承
知
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る　（27
）。

結
城
氏
は
阿
頼
耶
識
の
役
割
と
し
て
、
①
輪
廻
転
生
の
主
体
、
②
一
切

種
子
の
在
り
場
所
、
③
生
命
の
根
源
態
と
い
う
三
つ
を
挙
げ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
役
割
を
担
う
た
め
に
阿
頼
耶
識
が
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
最
初
に
「
輪
廻
転
生
の
主
体
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
切
種
子

心
識
つ
ま
り
、
阿
頼
耶
識
が
輪
廻
の
主
体
の
役
割
を
担
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。

　
同
様
に
、
安
井
広
済
氏
も
、

こ
と
に
、説
一
切
有
部
が
語
る
無
表
業
の
如
き
は
は
物
質
的
な
色
法
で

あ
っ
て
一
期
の
生
の
も
の
で
あ
り
、三
世
に
わ
た
る
因
果
に
は
適
切
で

な
い
。
し
か
し
、
思
に
は
、
種
子
の
如
く
、
滅
し
て
も
未
来
の
果
を
う

み
だ
す
特
殊
の
力
で
あ
る
余
習
が
性
格
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、三

世
に
わ
た
る
輪
廻
転
生
の
問
題
を
解
決
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る　（28
）。

と
説
明
し
、
種
子
説
は
三
世
に
わ
た
る
輪
廻
転
生
の
問
題
を
解
決
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
学
説
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
瑜
伽
行
派
の
基
本
典
籍
の
一
つ
で
あ
る
『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』

巻
一
に
は
明
白
に
輪
廻
の
主
体
を
種
子
と
記
す
箇
所
が
あ
る
。

邪
見
者
。
謗
因
謗
果
。
或
謗
作
用
。
或
壊
実
事
。
或
邪
分
別
。
諸
忍
欲

覚
観
見
為
体
。
断
善
根
為
業
。
及
不
善
根
堅
固
所
依
為
業
。
不
善
生
起

為
業
。
善
不
生
起
為
業
。
謗
因
者
。
謂
無
施
与
無
愛
楽
無
祠
祀
無
妙
行

無
悪
行
等
。謗
果
者
。
謂
無
妙
行
及
悪
行
業
所
招
異
熟
等
。謗
作
用
者
。

謂
無
此
世
間
無
彼
世
間
。
無
母
無
父
無
化
生
有
情
等
。
誹
謗
異
世
往
来

作
用
故
。
誹
謗
任
持
種
子
作
用
故
。
誹
謗
相
続
作
用
故
。
壊
実
事
者
。

謂
無
世
間
阿
羅
漢
等
。邪
分
別
者
。謂
余
一
切
分
別
倒
見
。断
善
根
者
。

謂
由
増
上
邪
見
非
一
切
種　（29
）。

右
記
は
「
邪
見
」
の
説
明
箇
所
で
あ
る
。
邪
見
と
は
因
と
果
と
作
用
を

謗
り
、
実
事
を
壊
し
、
邪
に
分
別
す
る
忍
と
欲
と
覚
と
観
と
見
と
を
体

と
し
、
善
根
を
断
ず
る
こ
と
を
業
と
し
、
不
善
根
の
堅
固
な
る
所
依
た
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る
を
業
と
し
、
不
善
の
生
起
す
る
を
業
と
し
、
善
の
生
起
せ
ざ
る
を
業

と
な
す
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
、
作
用
を
謗
る
と
は
、
こ
の
世

間
も
な
く
か
の
世
間
も
な
い
と
い
っ
た
り
、
母
も
父
も
化
生
の
有
情
も

な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
世
間
へ
の
往
来
の
作
用
を
誹
謗

し
、
種
子
を
任
持
す
る
作
用
を
誹
謗
し
、
相
続
の
作
用
を
誹
謗
す
る
か

ら
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
異
世
間
へ
の
往
来
で
あ
る
輪

廻
は
種
子
が
担
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
と
め
れ
ば
、
経
量
部
の
基
本
原
理
で
あ
る
有
為
法
の
刹
那
滅
性
、

現
在
有
体
・
過
未
無
体
に
基
づ
き
、
隔
時
的
な
因
果
関
係
を
説
明
す
る

手
段
と
し
て
種
子
説
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
、
大
乗
に
至
っ
て
阿
頼

耶
識
説
や
仏
性
説
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
種
子
説
が
生
じ
た

結
果
、有
為
法
の
相
続
と
い
う
概
念
に
永
続
性
・
一
貫
性
が
与
え
ら
れ
、

輪
廻
の
主
体
の
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る（30
）。

四
　
道
元
禅
師
の
輪
廻
観

　
以
上
、
因
果
関
係
の
説
明
に
有
部
は
無
表
業
を
説
い
た
が
、
刹
那
滅

と
過
・
未
無
体
を
標
榜
す
る
経
量
部
（
そ
し
て
世
親
）
は
種
子
説
を
説
い

た
。
有
部
と
は
対
峙
す
る
立
場
で
は
あ
る
が
、
こ
の
種
子
説
は
相
続
の

一
貫
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
都
合
が
よ
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
道
元
禅
師
の
立
場
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。「
は
じ

め
に
」
で
も
述
べ
た
が
、
以
前
筆
者
は
道
元
禅
師
は
種
子
説
の
立
場
に

立
つ
も
の
と
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
無
表
業
に
対
す
る
種
子
説
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
二
つ
の
面
か
ら
考
察
す
る
。
一
つ
は
、
種
子
の
語
を
使
用
し
、
三
世

に
わ
た
る
因
果
関
係
を
示
す
例
。
も
う
一
つ
は
相
続
の
永
続
性
を
示
す

例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
者
と
も
「
生
死
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
輪
廻
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
三
世
に
わ
た
る
因
果
関
係
を
示
す
例

　
三
世
に
渡
る
表
現
と
し
て
、
道
元
禅
師
は
「
生
生
世
世
」
と
い
う
表

現
を
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
自
証
三
昧
」
に
は
、

な
に
と
し
て
も
、
た
だ
仏
法
祖
道
を
自
己
の
身
心
に
あ
ひ
ち
か
づ
け
、

あ
ひ
い
と
な
む
を
、
よ
ろ
こ
び
、
の
ぞ
み
、
こ
こ
ろ
ざ
す
べ
し
。
一
時

よ
り
一
日
に
お
よ
び
、乃
至
一
年
よ
り
一
生
ま
で
の
い
と
な
み
と
す
べ

し
。
仏
法
を
精
魂
と
し
て
弄
す
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
、
生
生
を
む
な
し

く
す
ご
さ
ざ
る
と
す
。
　
　
　
　
　「
自
証
三
昧
」（
二
巻
二
〇
〇
頁
）

と
あ
っ
て
、
一
時
、
一
日
、
一
年
、
一
生
、
そ
し
て
生
生
に
仏
法
修
行

に
励
む
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。「
仏
道
」
に
は
、

眼
の
前
に
、
や
み
の
き
た
ら
ん
よ
り
の
ち
は
、
た
ゆ
ま
ず
は
げ
み
て
、

三
帰
依
、
と
な
へ
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
中
有
ま
で
も
、
後
生
ま
で
も
、

お
こ
た
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
生
生
世
世
を
つ
く
し

て
、
と
な
へ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
仏
果
菩
提
に
い
た
ら
ん
ま
で
も
、
お

こ
た
ら
ざ
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　「
仏
道
」（
二
巻
五
三
二
頁
）

亡
く
な
る
直
前
、
亡
く
な
っ
て
中
有
の
時
、
そ
し
て
、
後
の
世
ま
で
三

帰
依
を
唱
え
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
道
元
禅
師
は
生
ま
れ
変
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わ
り
死
に
変
わ
っ
て
、
つ
ま
り
、
三
世
に
渡
り
仏
道
修
行
を
な
し
て
い

く
べ
き
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
道
元
禅
師
は
、「
三
時
業
」
に
、

い
ま
の
よ
に
、
因
果
を
し
ら
ず
、
業
報
を
明
ら
め
ず
、
三
世
を
し
ら

ず
、
善
悪
を
わ
き
ま
へ
ざ
る
邪
見
の
輩
に
は
、
群
す
べ
か
ら
ず
。
　

　
　
　「
三
時
業
」（
二
巻
三
九
六
頁
）

と
示
し
、
三
世
を
知
ら
な
い
者
は
邪
見
の
輩
で
あ
り
、
追
従
し
て
は
な

ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
重
要
な
三
世
の
思
想
で
あ
る
が
、
三
世
に
渡
る
因
果
の

説
明
に
際
し
て
、「
種
子
」の
文
字
を
用
い
た
表
現
を
道
元
禅
師
の
著
作

に
見
て
み
よ
う
。
そ
の
多
く
は
、過
去
世
に
善
い
種
を
ま
い
た
か
ら
、現

在
世
に
お
い
て
善
い
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
後
の
議
論

に
も
関
わ
る
が
、
生
生
世
世
を
通
じ
た
業
相
続
の
説
明
に
も
関
わ
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
る
こ
の
身
心
（
相
続
）
を

種
子
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、「
伝
衣
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
如
来
世
尊
の
衣
法
正
伝
せ
る
法
に
値
遇
す
る
、宿
殖
般
若
の

大
功
徳
種
子
に
よ
る
な 

り
。
　
　
　
　
　「
伝
衣
」（
二
巻
三
六
四
頁
）

過
去
世
に
種
子
を
植
え
た
こ
と
に
よ
り
、「
衣
法
正
伝
せ
る
法
」に
値
う

こ
と
が
で
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
宿
殖
般
若
の
大
功
徳
種
子
」と
い

う
表
現
は
仏
典
に
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
大
慧
宗
杲
の
語
録
に
「
般
若

種
子
」
の
語
句
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る　（31
）。
「
弁
道
話
」
に
は
、

「
人
み
な
般
若
の
正
種
ゆ
た
か
な
り
」（
二
巻
四
八
〇
頁
）
と
い
う
表
現
も

あ
る
。

　「
三
十
七
品
菩
提
分
法
」
に
は
、

一
生
の
寿
命
い
く
ば
く
な
ら
ず
、
か
く
の
ご
と
く
の
魔
子
・
畜
生
等
と

共
語
す
べ
き
光
陰
な
し
。
い
は
ん
や
こ
の
人
身
心
は
、
先
世
に
仏
法
を

見
聞
せ
し
種
子
よ
り
う
け
た
り
、
公
界
の
調
度
な
る
が
ご
と
し
。

「
三
十
七
品
菩
提
分
法
」（
二
巻
一
四
四
頁
）

と
あ
っ
て
、
過
去
世
に
仏
法
を
見
聞
し
た
種
子
に
よ
っ
て
、
人
と
い
う

身
と
心
と
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
種
子
は
、

三
世
に
連
綿
と
続
く
相
続
体
と
も
捉
え
得
る
表
現
で
あ
る
。

　「
行
事
下
」
に
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

ま
た
真
丹
国
に
も
、
祖
師
西
来
よ
り
の
ち
、
経
論
に
倚
解
し
て
、
正
法

を
と
ぶ
ら
は
ざ
る
僧
侶
お
ほ
し
。
こ
れ
経
論
を
披
閲
す
と
い
へ
ど
も
、

経
論
の
旨
趣
に
く
ら
し
。
こ
の
黒
業
は
今
日
の
業
力
の
み
に
あ
ら
ず
、

宿
生
の
悪
業
力
な
り
。
今
生
つ
ひ
に
如
来
の
真
訣
を
き
か
ず
、
如
来
の

正
法
を
み
ず
、
如
来
の
面
授
に
て
ら
さ
れ
ず
、
如
来
の
仏
心
を
使
用
せ

ず
、
諸
仏
の
家
風
を
き
か
ざ
る
、
か
な
し
む
べ
き
一
生
な
ら
ん
。
隋
・

唐
・
宋
の
諸
代
、
か
く
の
ご
と
き
の
た
ぐ
ひ
お
ほ
し
。
た
だ
宿
殖
般
若

の
種
子
あ
る
人
は
、
不
期
に
入
門
せ
る
も
あ
る
は
、
算
沙
の
業
を
解
脱

し
て
祖
師
の
遠
孫
と
な
れ
り
し
は
、
と
も
に
利
根
の
機
な
り
、
上
上
の

機
な
り
、
正
人
の
正
種
な
り
。 

　
　「
行
持
（
下
）」（
一
巻
一
七
八
頁
）

過
去
世
に
般
若
の
種
子
を
植
え
た
人
は
、
不
期
に
仏
法
に
入
門
す
る
場

合
も
あ
り
、
多
く
の
業
を
解
脱
し
て
祖
師
に
列
す
る
者
も
い
る
。
こ
れ

ら
の
方
々
は
、
利
根
の
機
で
あ
り
、
上
々
の
機
で
あ
り
、
正
人
の
正
種

で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、（
般
若
の
種
子
を
植
え
な
い
）
愚
昧
の
者
は
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経
論
の
草
庵
に
止
宿
す
る
の
み
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経

論
に
目
を
と
お
す
の
み
で
真
実
の
意
味
を
知
ろ
う
と
す
る
訳
で
も
な
く
、

正
法
を
尋
ね
よ
う
と
し
な
い
の
は
、今
日
の
業
力
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、

過
去
世
の
業
力
の
影
響
に
よ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　『
永
平
広
録
』
巻
五
に
は
、

383
上
堂
。
酬
宿
殖
般
若
之
種
子
、
生
於
南
洲
、
値
於
仏
法
。

『
永
平
広
録
』
巻
五
（
三
巻
二
五
二
頁
）

過
去
世
に
般
若
の
種
子
を
植
え
た
か
ら
、
南
洲
に
生
を
受
け
、
仏
法
に

値
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（32
）。

397
上
堂
。
仏
祖
大
道
、
無
処
不
周
、
無
物
不
具
。
然
而
独
有
宿
殖
般
若

種
子
底
人
、
所
堪
忍
也
。
　
　『
永
平
広
録
』
巻
五
（
三
巻
二
六
六
頁
）

と
あ
っ
て
、
仏
祖
の
大
道
は
、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
行
き
わ
た
ら
な
い
と

こ
ろ
は
な
く
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
具
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
世
に
お
い
て
般
若
の
種
子
（
善
根
種
子
）
を
植
え
つ

け
て
い
る
者
だ
け
が
、
こ
の
仏
の
道
に
堪
え
て
修
行
で
き
る
の
で
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　『
永
平
広
録
』
巻
七
に
は
、

482
上
堂
。
仏
法
二
度
入
震
旦
。
一
者
跋
陀
婆
羅
菩
薩
伝
来
、
在
瓦
官
寺

伝
秦
朝
之
肇
法
師
。
一
者
嵩
山
高
祖
菩
提
達
磨
尊
者
、
在
少
林
寺
伝
斉

国
之
慧
可
。
肇
法
師
之
伝
今
既
断
絶
、
可
大
師
之
稟
授
弘
於
九
州
。
我

儻
酬
宿
殖
般
若
之
種
子
、
得
値
殊
勝
最
上
之
単
伝
而
修
習
。

『
永
平
広
録
』
巻
七
（
四
巻
六
二
頁
）

と
あ
っ
て
、
過
去
世
に
般
若
の
種
子
を
植
え
た
報
い
に
よ
っ
て
、
い
ま

最
上
の
す
ぐ
れ
た
正
伝
の
仏
法
に
遇
い
、
こ
れ
を
修
習
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
種
子
で
は
な
く
「
善
種
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
善
種
と

は
善
根
種
子
と
同
類
の
こ
と
で
あ
る
。「
伝
衣
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
先
の
例
と
は
異
な
り
、
過
去
世
に
善
根
を
植
え
て
な
い

場
合
を
示
す
。

百
丈
大
智
禅
師
い
は
く
、
宿
殖
の
善
種
な
き
も
の
は
、
袈
裟
を
い
む
な

り
、
袈
裟
を
い
と
ふ
な
り
、
正
法
を
お
そ
れ
い
と
ふ
な
り
。

「
伝
衣
」（
二
巻
三
六
〇
頁
）

過
去
世
に
善
根
を
植
え
て
い
な
い
も
の
は
、
袈
裟
を
い
み
き
ら
い
、
正

法
を
恐
れ
厭
う
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
見
る
「
菩
提
薩

四
摂
法
」
に
は
、
現
在
の
行
い
が
、
未
来
世

に
影
響
を
及
ぼ
す
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
一
句
・
一
偈
の
法
を
も
布
施
す
べ
し
、
此
生

他
生
の
善
種
と
な
る
。
一
銭
・
一
草
の
財
を
も
布
施
す
べ
し
、
此
世
他

世
の
善
根
を
き
ざ
す
。
　
　「
菩
提

四
摂
法
」（
二
巻
五
一
一
頁
）

布
施
を
し
た
こ
と
に
が
、
こ
の
世
あ
る
い
は
未
来
世
の
善
種
・
善
根
と

な
る
、
つ
ま
り
、
布
施
と
い
う
働
き
が
種
子
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
良
い

結
果
を
も
た
ら
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
種
子
」
と
い
う
語
句
が
結
果
を
表
す
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

正
邪
を
分
別
せ
し
人
、
す
で
に
超
証
し
き
。
祖
道
の
ほ
か
に
袈
裟
を
称

す
る
あ
り
と
も
、
い
ま
だ
枝
葉
と
ゆ
る
す
本
祖
あ
ら
ず
。
い
か
で
か
善

根
の
種
子
を
き
ざ
さ
ん
、
い
は
ん
や
果
実
あ
ら
ん
や
。
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「
伝
衣
」（
一
巻
三
六
九
頁
）

善
根
の
種
子
を
き
ざ
さ
ん
と
は
、
種
子
が
芽
生
え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
善
根
を
植
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
良
き
結
果
を
将
来
得
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、「
下
種
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
種
子
を
下

す
」
の
略
で
あ
り
、
種
子
を
植
え
付
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
無
情

説
法
」
に
は
、

諸
仏
諸
祖
、
か
な
ら
ず
か
く
の
ご
と
く
の
時
節
を
経
歴
し
て
、
作
仏

し
、
成
祖
す
る
な
り
。
法
力
の
、
身
心
を
接
す
る
、
凡
慮
い
か
に
し
て

か
覚
知
し
つ
く
さ
ん
。
身
心
の
際
限
、
み
づ
か
ら
あ
き
ら
め
つ
く
す
こ

と
え
ざ
る
な
り
。
聞
法
功
徳
の
、
身
心
の
田
地
に
下
種
す
る
、
く
つ
る

時
節
あ
ら
ず
。
つ
ひ
に
生
長
、
と
き
と
と
も
に
し
て
、
果
成
必
然
な
る

も
の
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
無
情
説
法
」（
二
巻
九
頁
）

と
あ
っ
て
、
身
心
と
い
う
田
地
に
聞
法
功
徳
と
い
う
種
を
植
え
る
。
そ

の
時
節
、
つ
ま
り
、
功
徳
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
必
ず
成
長
し
て
、

結
果
を
生
じ
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る（33
）。

　「
袈
裟
功
徳
」
に
は
、

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
袈
裟
を
受
持
せ
ん
は
、
宿
善
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ

し
、
積
功
累
徳
、
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
ま
だ
え
ざ
ら
ん
は
、
ね
が

ふ
べ
し
、
今
生
い
そ
ぎ
、
そ
の
、
は
じ
め
て
下
種
せ
ん
こ
と
を
い
と
な

む
べ
し
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

「
袈
裟
功
徳
」（
二
巻
三
〇
七
頁
）

と
あ
っ
て
、
現
在
袈
裟
を
受
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
世
に
善

根
の
種
子
を
植
え
付
け
た
お
か
げ
で
あ
り
、
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ま
だ
袈
裟
を
受
持
し
て
い
な
い
者
は
、
早
く
袈
裟
を
受
持
し
て
善
根
種

子
を
植
え
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る（34
）。 

　

（
二
）
相
続
の
永
続
性
を
示
す
例

　
以
上
、
三
世
に
お
け
る
因
果
の
説
明
の
た
め
に
種
子
の
語
句
を
使
用

し
た
例
を
見
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
道
元
禅
師
が
種
子
説
の
立
場

で
あ
り
、
ま
た
三
世
を
認
め
て
い
る
点
か
ら
し
て
も
輪
廻
も
肯
定
し
て

い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
先
に
、
種
子
説
の
利
点
と
し
て
、
有
情
の
相
続
の
永
続
性
を
説
明
し

や
す
い
と
い
う
こ
と
を
見
た
が
、
道
元
禅
師
に
お
い
て
も
そ
れ
が
ど
の

よ
う
で
あ
る
か
を
以
下
に
考
察
し
よ
う
。有
情
の
相
続
と
い
う
こ
と
は
、

輪
廻
に
お
け
る
主
体
の
問
題
に
関
す
る
事
で
あ
る
。

　
最
初
に
、
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
に
関
す
る
学
者
の
見
解
を
簡
単
に
確

認
し
て
み
た
い
。

　
服
部
育
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
無
我
と
輪
廻
の
問
題
に
関
し
て
、
木
村
泰

賢
氏
は
輪
廻
を
「
仏
教
の
人
生
観
上
、
最
も
重
要
な
意
義
を
帯
ぶ
る

も
の
」
と
し
て
重
要
視
し
た
の
に
対
し
、
和
辻
哲
郎
氏
は
「
無
我
思
想
」

と
「
輪
廻
思
想
」
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
こ
と

で
あ
っ
て
、
輪
廻
思
想
は
仏
教
特
有
な
も
の
で
は
な
く
レ
ベ
ル
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
り
、輪
廻
思
想
を
低
く
見
な
し
た
と
い
う
。そ
し
て
、無

我
と
輪
廻
に
対
す
る
こ
う
し
た
二
つ
の
態
度
、
つ
ま
り
、
Ａ
・

無
我
と

輪
廻
業
報
を
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
扱
う
も
の
、
Ｂ
・

無
我
と
輪
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廻
業
報
を
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
区
別
し
て
扱
う
も
の
、
と

い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
ど
ち
ら
か
に
学
者
の
見
解
が
該
当
す
る
と
論
じ

ら
れ
て
い
る（35
）。

　
並
川
孝
儀
氏
は
、
釈
尊
の
輪
廻
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

を
考
察
し
、
そ
の
た
め
に
、
最
古
層
の
資
料
と
さ
れ
る
も
の
と
古
層
に

属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
資
料
と
を
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

輪
廻
に
対
す
る
態
度
は
消
極
的
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
、仮
に
輪
廻
に
関

す
る
用
語
を
使
用
し
て
い
て
も
、で
き
る
限
り
現
世
に
力
点
を
置
く
と

い
う
態
度
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
で
き
る　（36
）。

釈
尊
は
輪
廻
に
消
極
的
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
現
世
で
如
何
に
修
道
す

べ
き
か
を
説
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
時
代
が
下
る
と
輪
廻

の
考
え
方
や
表
現
の
仕
方
が
多
様
化
し
、
肯
定
的
と
な
り
、
さ
ら
に
積

極
的
に
取
り
組
ま
れ
仏
教
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
並
川
氏
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

当
時
の
人
々
が
輪
廻
を
信
じ
、そ
の
世
界
観
の
中
に
身
を
置
か
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
状
況
に
あ
っ
て
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
そ
の
現
実
を
直

視
し
、
そ
れ
に
反
駁
し
て
、
そ
れ
と
は
思
想
上
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
無

我
と
い
う
世
界
観
を
主
張
し
た　（37
）。

釈
尊
の
思
想
の
根
本
は
無
我
で
あ
り
、
輪
廻
思
想
と
相
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
釈
尊
在
世
当
時
の
世
界
観
が
輪
廻
を
主
流
と
し
て

い
た
か
ら
、
消
極
的
に
輪
廻
を
認
た
と
さ
れ
る
。
並
川
氏
の
こ
の
見
解

は
先
の
服
部
氏
の
二
種
の
分
類
の
う
ち
の
Ｂ
に
該
当
し
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
櫻
部
建
氏
は
、
釈
尊
は
無
我
説
を
説
き
、
ア
ー
ト

マ
ン
を
否
定
し
た
か
ら
、
輪
廻
の
主
体
を
認
め
ず
、
輪
廻
を
認
め
な
い

と
い
う
和
辻
哲
郎
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
以
来
の
考
え
方
に
疑
義

を
呈
し
て
い
る
。

「
釈
尊
の
仏
教
」
で
輪
廻
転
生
の
思
想
が
「
否
定
」
さ
れ
て
い
る
と
は
、

私
に
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い　（38
）。

櫻
部
氏
は
『
中
論
頌
』
な
ど
を
挙
げ
て
輪
廻
を
否
定
す
る
見
解
に
対
し

て
、
輪
廻
は
固
定
的
に
「
有
る
」
の
で
な
く
、
同
時
に
涅
槃
も
ま
た
固

定
的
に「
有
る
」の
で
な
い
と
い
う
実
体
視
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
釈
尊
は
輪
廻
を
否
定
し
た
」
と
主
張
す
る
の
は
誤
り

で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
櫻
部
氏
の
見
解
は
先
の
服
部
氏
の
二
種

の
分
類
の
う
ち
の
Ｂ
に
該
当
し
よ
う
。

　
木
村
秀
明
氏
は
、輪
廻
に
対
す
る
見
方
に
次
の
三
種
類
を
提
示
す
る
。

　
　
Ａ
　
輪
廻
を
極
力
認
め
な
い

　
　
Ｂ
　
輪
廻
を
完
全
に
否
定
す
る

　
　
Ｃ
　
輪
廻
を
認
め
る

こ
の
う
ち
、
Ａ
は
明
治
以
降
の
近
代
仏
教
学
の
成
立
と
共
に
生
ま
れ
た

合
理
的
解
釈
で
あ
り
、
今
日
の
学
会
の
主
流
を
占
め
る
見
解
で
あ
り
、

Ｂ
は
前
世
と
来
世
の
存
在
を
明
確
に
否
定
し
、
そ
の
上
で
イ
ン
ド
本
来

の
仏
教
の
輪
廻
説
に
替
わ
る
よ
り
科
学
的
な
〈
遺
伝
子
的
輪
廻
説
〉
を

新
た
に
た
て
る
も
の
で
あ
り
、
Ｃ
は
輪
廻
説
は
仏
教
教
理
の
基
盤
で
あ

る
と
積
極
的
に
肯
定
す
る
見
方
で
あ
る（39
）。
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次
に
道
元
禅
師
の
輪
廻
観
に
関
し
て
、
先
行
す
る
二
、
三
の
学
者
の

見
解
を
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
道
元
禅
師
が
輪
廻
を
否
定
し
た
と
さ
れ
る
見
解
に
、
松
岡
由

香
子
氏
の
見
解
が
あ
る
。

道
元
は
、言
う
ま
で
も
な
く
禅
の
伝
統
に
立
っ
て
実
存
的
な
こ
の
生
で

の
度
＝
解
脱
こ
そ
を
目
指
し
た
。
そ
の
道
元
の
基
本
思
想
に
は
、
輪
廻

転
生
も
因
果
応
報
も
三
世
実
有
も
入
る
余
地
は
な
い　（40
）。

そ
し
て
、
輪
廻
思
想
が
入
る
余
地
の
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
と

し
て
次
の
『
正
法
眼
蔵
』「
生
死
」
を
挙
げ
て
い
る
。

た
だ
、
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
、
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生
死
と
し
て
い
と
ふ

べ
き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
。
こ
の
と
き
、
は
じ

め
て
生
死
を
は
な
る
る
分
あ
り
。
生
よ
り
死
に
う
つ
る
、
と
心
う
る

は
、
こ
れ
あ
や
ま
り
な
り
。
　
　
　
　
　
　「
生
死
」（
二
巻
五
二
八
）

松
岡
氏
は
、
道
元
禅
師
は
禅
の
伝
統
に
立
ち
、
こ
の
世
で
の
解
脱
を
目

指
し
た
の
で
、
輪
廻
転
生
や
因
果
応
報
や
三
世
実
有
と
い
う
思
想
は
な

い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
頼
住
光
子
氏
は
、
釈
迦
は
十
四
無
記
な
ど
に
よ
っ
て
死
後
の

運
命
に
つ
い
て
断
言
を
避
け
、
今
こ
こ
で
修
行
し
悟
る
こ
と
を
説
い
た

と
し
た
上
で
、
道
元
禅
師
の
輪
廻
説
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

釈
迦
の
直
伝
を
自
認
す
る
道
元
に
と
っ
て
も
、輪
廻
説
と
結
び
つ
い
た
因

果
説
は
、
教
化
の
際
の
方
便
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る　（41
）。

輪
廻
説
と
結
び
つ
い
た
因
果
説
は
仏
道
へ
と
初
心
者
を
導
き
入
れ
る
た

め
の
方
便
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
、
実
践
論
と
し
て
の
修
因
感
果
の
因

果
説
と
存
在
論
と
し
て
の
縁
起
思
想
と
結
び
つ
く
因
果
説
が
重
要
と
さ

れ
る
。
頼
住
氏
は
、
道
元
禅
師
の
輪
廻
説
は
初
心
者
に
対
す
る
方
便
と

見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
道
元
禅
師
は
輪
廻
を
認
め
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の

一
つ
に
角
田
泰
隆
氏
の
説
が
あ
る
。

輪
廻
説
は
方
便
で
は
な
く
疑
う
可
き
も
な
い
事
実
と
し
て
道
元
禅
師
に

よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
信
仰
で
あ
り
、そ
し
て
身
心
一
如
説
は

必
ず
し
も
無
我
説
の
主
張
で
は
な
く
…
と
は
い
え
道
元
禅
師
が
実
体
的

な
輪
廻
の
主
体
を
認
め
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
…
、修
行
無
用

論
に
対
す
る
批
判
の
中
で
生
死
輪
廻
（
の
生
生
世
世
で
修
行
〈
坐
禅
〉

す
る
こ
と
）の
重
要
性
を
示
す
も
の
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る　（42
）。

道
元
禅
師
は
輪
廻
説
を
方
便
で
は
な
く
疑
う
べ
き
事
実
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
角
田
氏
は
「
生
を
か
へ
身
を
か
へ
て
も
」、
あ
る
い
は
「
生
生
世
世
」

等
、
生
死
の
連
続
や
六
道
、
輪
廻
に
関
す
る
説
示
を
道
元
禅
師
の
著
作

の
中
に
詳
細
に
調
べ
、
禅
師
が
生
死
の
連
続
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
ま
た
、
流
転
、
六
道
な
ど
輪
廻
に
関
す
る
説
示
に
関
し
て

や
宿
殖
や
悪
業
な
ど
の
語
句
を
精
査
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

輪
廻
に
関
す
る
説
示
は
十
二
巻
本
の
方
が
七
十
五
巻
本
よ
り
も
使
用
頻

度
は
高
い
が
、
こ
れ
は
十
二
巻
本
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
思
想

の
変
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
過
去
世
を
認
め
、
来
世
を
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認
め
、
生
生
世
世
未
来
永
劫
に
わ
た
る
「
は
る
か
な
る
道
」
を
説
か
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
道
元
禅
師
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
身
心
一
如
説
と
輪
廻
説

と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

身
心
は
一
如
で
あ
っ
て
、
身
の
終
わ
る
と
き
共
に
滅
し
、
そ
し
て
身
心

が
一
如
と
な
っ
て
、
次
な
る
生
処
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
転
生
の
と
き
に
何
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
の

か
。実
体
で
は
な
く
し
か
も
輪
廻
す
る
主
体
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
の
で
あ
る　（43
）。

身
心
が
一
如
と
な
っ
て
次
生
に
生
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
が
、
無
我
説
と
輪
廻
説
と
の
整
合
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
輪
廻

の
主
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
に
関
し
て
角
田
氏
は
次
の
よ
う
に

結
論
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
道
元
禅
師
に
と
っ
て
、「
実
体
で
は
な
く
、
し
か
も
輪
廻
す

る
主
体
」、
つ
ま
り
「
修
行
の
功
徳
」
を
蓄
積
し
て
い
く
”な
に
も
の
“

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
結
局
そ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
得

な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
道
元
禅
師
自
身
に
も
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ

た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
道
元
禅
師
も
、
仏
教
思

想
史
が
「
無
我
説
」
と
「
輪
廻
説
」
と
の
間
で
歩
ん
で
き
た
苦
渋
の
歴

史
の
中
の
仏
者
の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い　（44
）。

角
田
氏
は
「
輪
廻
の
主
体
」
に
つ
い
て
道
元
禅
師
ご
自
身
も
明
ら
か
に

し
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
以
上
、
道
元
禅
師
の
輪
廻
観
に
対
す
る
二
、
三
の
学
者
の
見
解
を
見

て
き
た
。
こ
こ
で
、
筆
者
の
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
道
元
禅
師
は
輪
廻
を

認
め
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
角
田
氏
が
、「
修
行
の

功
徳
を
蓄
積
し
て
い
く
な
に
も
の
」
と
し
て
不
明
と
見
な
す
「
輪
廻
の

主
体
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
「
種
子
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
道
元
禅
師
は
、「
恁
麼
」
に
お
い
て
「
い
の
ち
」
と
い
う
表
現
を
な
さ

れ
て
い
る
。

わ
れ
ら
も
、
か
の
尽
十
方
界
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
調
度
な
り
。
な
に
に
よ

り
て
か
恁
麼
あ
る
と
し
る
。
い
は
ゆ
る
、
身
心
と
も
に
尽
界
に
あ
ら
は

れ
て
、
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
ゆ
え
に
、
し
か
あ
り
と
し
る
な
り
。
身
す
で

に
わ
た
く
し
に
あ
ら
ず
、い
の
ち
は
光
陰
に
う
つ
さ
れ
て
し
ば
ら
く
も

と
ど
め
が
た
し
。
　
　
　
　
　「
恁
麼
」（
一
巻
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
）

「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
」
つ
ま
り
、
無
我
（
非
我
）
で
は
あ
る
が
、「
い
の

ち
」が
時
間
に
し
た
が
っ
て
移
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
い
の
ち
」
も
輪
廻
の
主
体
を
あ
ら
わ
す
一
表
現
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
筆
者
は
、
輪
廻
の
主
体
を
よ
り
端
的
に
示
す
の
が
「
種

子
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

　「
袈
裟
功
徳
」
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
句
・
一
偈
を
信
心
に
そ
め
ん
、
長
劫
光
明
の
種
子
と
し
て
、
つ
ひ
に

無
上
菩
提
に
い
た
る
。
一
法
・
一
善
を
身
心
に
そ
め
ん
、
亦
復
如
是
な

る
べ
し
。
心
念
も
刹
那
生
滅
し
、無
所
住
な
り
、身
体
も
刹
那
生
滅
し
、

無
所
住
な
り
と
い
へ
ど
も
、
所
修
の
功
徳
、
か
な
ら
ず
熟
脱
の
と
き
あ

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
袈
裟
功
徳
」（
二
巻
三
〇
七
頁
）

こ
の
文
章
は
、
以
前
拙
稿
に
お
い
て
、
①
身
心
に
法
を
保
持
す
る
こ
と
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②
転
依
思
想
③
刹
那
滅
の
思
想
と
い
う
種
子
説
の
判
定
基
準
す
べ
て
が

満
た
さ
れ
る
も
の
と
考
え
得
る
と
論
じ
た
箇
所
で
あ
る　
（
45
）。さ
ら
に
ま
た
、

「
長
劫
光
明
の
種
子
と
し
て
」と
い
う
表
現
は
相
続
の
連
続
を
端
的
に
表

し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
身
心
と
い
う
相
続

体
を
「
種
子
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
仏
法
色
に
「
染
め
る
」、
そ
う
す
る

と
光
輝
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
い
つ
の
日
か
熟
脱
の
時
、

つ
ま
り
業
果
で
あ
る
「
さ
と
り
」
を
得
る
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
身
心
が
光
明
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
類
似
す
る
表
現
が「
一
顆
明
珠
」

に
も
見
出
さ
れ
る
。

全
身
こ
れ
一
隻
の
正
法
眼
な
り
、
全
身
こ
れ
真
実
体
な
り
、
全
身
こ

れ
一
句
な
り
、
全
身
こ
れ
光
明
な
り
、
全
身
こ
れ
全
心
な
り
。
　
　

「
一
顆
明
珠
」（
一
巻
八
〇
頁
）

こ
こ
に
は
全
身
が
光
明
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
全
身
は
全
心
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、身
心
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
身
心
が
光
明
で
あ
る
と
い
う
表
現
を
見
た
が
、
そ
れ
と
類
似
す
る
表

現
も
あ
る
。「
深
信
因
果
」
に
は
、

こ
の
見
解
は
、
仏
祖
の
屋
裏
に
お
き
が
た
き
な
り
。
あ
る
い
は
人
、
あ

る
い
は
狼
、
あ
る
い
は
余
趣
の
な
か
に
、
生
得
に
し
ば
ら
く
宿
通
を
え

た
る
と
も
が
ら
あ
り
。
然
れ
ど
も
、
明
了
の
種
子
に
あ
ら
ず
、
悪
業
の

所
感
な
り
。
こ
の
道
理
、
世
尊
、
ひ
ろ
く
人
天
の
た
め
に
演
説
し
ま
し

ま
す
、
こ
れ
を
し
ら
ざ
る
は
疎
学
の
い
た
り
な
り
。

「
深
信
因
果
」（
二
巻
三
九
〇
頁
）

と
あ
っ
て
、中
国
の
禅
僧
達
の
中
に
は
、「
先
の
百
丈
山
の
野
狐
は
五
百

生
ま
で
も
知
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
宿
業
の
報
い
で
畜

生
道
に
墜
ち
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
異
類
を
行
じ
て
且
ら
く
輪
廻
し
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
考
え
の
も
の
が
あ
る
が
、
道
元
禅
師
は
こ
の
見

解
は
と
う
て
い
仏
祖
の
屋
裏
に
お
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
批
判

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
間
や
狼
そ
の
他
の
生
類
の
な
か
に
は
生
ま
れ

つ
き
宿
命
通
を
得
て
い
る
者
が
い
る
が
、
彼
ら
は
「
明
了
の
種
子
」
（
46
）

で

は
な
い
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
と
め
れ
ば
、
仏
道
を
学
ん
で
い

く
と
種
子
が
輝
き
を
増
す
が
、
悪
業
に
ひ
か
れ
仏
道
か
ら
離
れ
て
し
ま

う
と
輝
き
を
失
う
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
兵
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
種
子
説
を
唱
え
る
『
倶
舎
論
』
と

「
経
量
部
」
に
お
い
て
も
違
い
が
あ
る
と
い
う
。『
倶
舎
論
』
の
種
子
は

「
能
力
を
も
っ
た
名
色
と
い
う
実
在
物
」で
あ
る
が
、経
量
部
に
と
っ
て

は
「
種
子
は
果
を
生
じ
る
能
力
で
あ
り
、
実
体
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
種
子
を
色
・
心
相
続
が
保
持
す
る
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
い
う（47
）。

そ
れ
で
は
道
元
禅
師
の
場
合
は
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
現
時
点

で
は
道
元
禅
師
は
『
倶
舎
論
』
に
よ
っ
て
、
身
心
そ
れ
自
体
が
種
子
で

あ
り
、
五
蘊
仮
和
合
と
し
て
の
実
在
物
で
あ
り
、
そ
れ
が
相
続
体
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

結
論

①
三
世
実
有
説
を
標
榜
す
る
有
部
は
業
の
余
力
と
し
て
無
表
業
を
説
い

た
。
無
表
業
と
は
行
為
が
潜
在
力
と
な
っ
て
体
内
に
蓄
積
さ
れ
、
業
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力
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
特
に
は
、
戒
と
い
う
習

慣
力
を
指
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
未
無
体
・
現
在
有
体
説
と
い

う
教
義
に
立
つ
経
量
部
は
有
部
の
無
表
業
の
説
に
対
し
て「
種
子
説
」

を
説
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
・
未
来
の
も
の
の
実
在
を

否
定
し
、
現
在
時
に
連
綿
と
持
続
し
て
保
た
れ
る
種
子
（b

ja

）
を

設
定
し
因
果
関
係
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
子
説
を
発
展
さ

せ
て
瑜
伽
行
派
は
阿
頼
耶
識
を
説
い
た
と
い
わ
れ
る
。

②
有
部
の
無
表
業
の
説
で
は
、
業
の
相
続
が
一
期
に
限
ら
れ
、
今
世
と

後
世
と
の
つ
な
が
り
が
説
明
で
き
な
い
難
点
が
あ
っ
た
が
、
種
子
説

で
は
、
因
果
の
必
然
性
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
有

情
に
お
け
る
業
の
因
果
の
連
繋
、
つ
ま
り
有
情
の
相
続
（
輪
廻
主
体
）

の
問
題
に
関
し
て
も
説
明
し
や
す
く
し
た
の
で
あ
る
。

③
道
元
禅
師
の
立
場
で
あ
る
が
、
三
世
を
知
ら
な
い
者
は
邪
見
の
輩
で

あ
る
と
し
て
三
世
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
世
に
渡
る
因
果

の
説
明
に
際
し
て
、「
種
子
」を
用
い
た
表
現
を
禅
師
は
多
く
示
し
て

い
る
。
そ
の
多
く
は
、
過
去
世
に
善
い
種
子
を
ま
い
た
か
ら
、
現
在

世
に
お
い
て
善
い
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

A
A

A
A

A

過
去
世
の
「
種
子
」
に
よ
っ
て
現
在
世
の
仏
教
的
状
況
が
左
右
さ
れ

る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。「
種
子
」と
い
う
語
句
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
、
或
い
は
、
三
世
に
渡
る
因
果
関
係
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
も
、
あ
き
ら
か
に
「
種
子
説
」
の
立
場
で
あ
る
。

④
道
元
禅
師
が
輪
廻
を
認
め
て
い
る
か
否
か
に
関
し
て
、
松
岡
由
香
子

氏
や
頼
住
光
子
氏
は
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
反
対
に

角
田
泰
隆
氏
は
認
め
た
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
筆
者
は
種
子
説
と
い

う
観
点
か
ら
道
元
禅
師
は
輪
廻
を
認
め
た
と
考
え
る
。

⑤
「
輪
廻
の
主
体
」
に
関
し
て
は
角
田
泰
隆
氏
は
「
お
そ
ら
く
道
元
禅

師
自
身
に
も
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
推

論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
「
種
子
」
が
「
輪
廻
の

主
体
」
で
あ
る
と
考
え
る
。「
袈
裟
功
徳
」
の
巻
に
は
「
長
劫
光
明
の

種
子
と
し
て
、つ
ひ
に
無
上
菩
提
に
い
た
る
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
記
述
は
身
心
と
い
う
相
続
体
を
「
種
子
」
と
み
な
し
、
そ
れ
は

永
続
性
を
も
ち
光
輝
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
種
子

で
あ
る
身
心
を
仏
法
色
に
「
染
め
」
続
け
て
い
く
（
身
心
放
下
）、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輝
き
を
増
し
、
熟
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

仏
道
を
学
ん
で
い
く
と
種
子
が
輝
き
を
増
す
が
、
反
対
に
悪
業
に
ひ

か
れ
仏
道
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
輝
き
を
失
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

我
々
は
「
光
明
の
種
子
」
と
し
て
世
世
に
仏
道
を
歩
ん
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
業
報
観
（
三
）
―
断
善
根
と
種
子
に
つ
い
て

―
」『
宗
学
研
究
』
四
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
２
）
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
業
報
観
（
四
）
―
種
子
に
つ
い
て
―
」『
宗
学

研
究
』
四
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
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（
３
）『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
。

  

【
無
表
業
】
表
業
の
対
。
表
面
に
現
れ
な
い
業
（
行
為
）。
原
義
は

「
知
ら
し
め
な
い
行
為
」の
意
。行
為
者
の
内
面
に
ひ
そ
ん
で
い
て

外
部
に
は
現
れ
ず
、
他
人
に
は
認
知
さ
れ
な
い
よ
う
な
行
為
。
行

為
の
余
勢
が
物
質
的
な
も
の
（
た
と
え
ば
微
粒
子
の
よ
う
な
も

の
）
と
し
て
行
為
主
体
の
体
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
も
の
。
身
体

的
・
言
語
的
行
為
の
余
勢
。
一
種
の
く
せ
の
よ
う
な
も
の
。

『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』

（
４
）
水
野
弘
元
「
業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」（『
仏
教
教
理
研
究
　
水

野
弘
元
著
作
選
集
２
』
一
九
九
七
年
、
春
秋
社
、
二
〇
二
頁
）。

（
５
）
水
野
弘
元
「
心
識
論
と
唯
識
説
の
発
達
」（『
仏
教
教
理
研
究
　
水

野
弘
元
著
作
選
集
２
』
一
九
九
七
年
、
春
秋
社
、
三
二
〇
頁
）。

（
６
）
佐
々
木
現
順
『
業
の
思
想
』
一
九
八
二
年
、
第
三
文
明
社
、
一
四

四
頁
。

（
７
）
佐
々
木
現
順
『
阿
毘
達
磨
思
想
研
究
』
一
九
七
二
年
、
清
水
弘
文

堂
、
二
六
四
頁
。

（
８
）
桜
部
建
「
倶
舎
論
に
お
け
る
我
論
―
破
我
品
の
所
説
―
」（
中
村

元
編
『
自
我
と
無
我
』
四
六
九
〜
四
七
〇
頁
）。

（
９
）
『
倶
舎
論
』
巻
一
三
「
業
品
」
（
大
正
二
九
・
六
九
中
）
。

A
K

b
h

.,p
.1

9
7

,l.1
4

-1
9

。

（
10
）
舟
橋
一
哉
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明
業
品
』
一
九
八
七
年
、
法
蔵
館
、

五
二
頁
。

（
11
）
結
城
令
聞
『
心
意
識
論
よ
り
見
た
る
唯
識
思
想
史
』
一
九
三
五
年
、

東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
四
九
頁
。

（
12
）『
倶
舎
論
』
巻
四
（
大
正
二
九
・
二
二
下
）。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原

典
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　k
im.

 p
u

n
a

r
 id

a
m.

 b
ja

m.
 n

ā
m

a
 / y

a
n

 n
ā

m
a

r
ū

p
a

m.

　p
h
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lo

tp
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a

m
a
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a
 s

ā
k

s. ā
t p

ā
r
a

m.
p

a
r
y

e
n. a

 v
ā

 /
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a

n
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tip
a

r
in. ā

m
a

v
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s. ā
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o
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a
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in. ā

m
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ā
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a

n
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r
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n
y

a
th

ā
tv

a
m

/ k
ā

 c
e
y

a
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 s
a

n
ta

tih.
/

　h
e
tu

p
h

a
la

b
h

ū
tā

s
 tr

a
iy

a
d

h
v

ik
ā

h.
 s

a
m.

s
k

ā
r
ā

h.
/

　(A
K

b
h

.,p
.6

4
,l.4

-6
)

。

（
13
）
櫻
部
建
『
倶
舎
論
の
研
究
界
・
根
品
』
一
九
七
九
年
、
法
蔵
館
、
三

〇
五
頁
。

（
14
）
結
城
前
掲
書
五
一
頁
。

（
15
）
加
藤
宏
道
「
経
量
部
の
種
子
説
に
関
す
る
異
説
と
そ
の
是
非
」

（『
龍
谷
大
学
仏
教
学
研
究
』
四
三
号
、
一
九
八
七
年
、
二
八
六
頁
）。

（
16
）
佐
々
木
現
順
『
業
の
思
想
』
一
九
八
二
年
、
第
三
文
明
社
、
一
四

〇
頁
。

　
と
こ
ろ
で
、
道
元
禅
師
は
「
仏
性
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
衆
生
悉
有
の
依
正
、
し
か
し
な
が
ら
業

増
上
力
に
あ
ら
ず
、
妄
縁
起
に
あ
ら
ず
、
法
爾
に
あ
ら
ず
、
神
通

修
証
に
あ
ら
ず
。
衆
生
の
悉
有
、
そ
れ
業
増
上
お
よ
び
縁
起
法
爾

等
な
ら
ん
に
は
、
諸
聖
の
証
道
お
よ
び
諸
仏
の
菩
提
、
仏
祖
の
眼

睛
も
、
業
増
上
力
お
よ
び
縁
起
法
爾
な
る
べ
し
。
し
か
あ
ら
ざ
る

な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
仏
性
」（
一
巻
一
五
頁
）

　
依
正
、
つ
ま
り
、
衆
生
の
身
心
と
国
土
は
業
増
上
力
乃
至
法
爾
で
は
な

い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
業
増
上
力
に
あ
ら
ず
」
に
関
し
て

は
、佐
々
木
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に「
業
因
の
増
上
力
に
よ
っ

て
自
ず
と
果
が
現
れ
て
く
る
」
と
い
う
説
一
切
有
部
の
考
え
方
で
あ



一
七
五

道
元
禅
師
の
輪
廻
観
（
下
室
）

る
。

　
　
さ
ら
に
、「
法
爾
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
考
え
方
も
有
部
に
対
し
て
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
櫻
部
建
氏
の
説
明
（
註(

８)

参
照
）

に
も
あ
っ
た
が
、有
部
は
因
果
の
説
明
を「
法
爾
」に
よ
っ
て
説
明
し
、

媒
介
す
る
も
の
を
設
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。道
元
禅
師
は
説
一
切
有

部
の
因
果
の
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、
そ
れ
に

反
す
る
経
量
部
の
発
想
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
17
）
佐
々
木
前
掲
書
一
五
二
頁
。

（
18
）
吉
元
信
行
「
説
一
切
有
部
に
よ
る
種
子
説
批
判
―
過
去
・
未
来
の

業
と
善
法
の
種
子
―
」（『
壬
生
台
舜
博
士
頌
寿
記
念
　
仏
教
の
歴
史

と
思
想
』
一
九
八
五
年
、
大
蔵
出
版
、
一
〇
六
頁
）。

（
19
）
河
村
孝
照
「
倶
舎
論
に
お
け
る
種
子
説
に
関
す
る
一
考
察
」（『
印

仏
研
』
一
〇
巻
二
号
、
昭
和
三
七
年
三
月
、
一
八
五
頁
）。

（
20
）
吉
元
前
掲
論
文
一
一
九
頁
。

（
21
）
加
藤
前
掲
論
文
二
八
七
頁
。

（
22
）
水
野
弘
元
「
業
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」（『
仏
教
教
理
研
究
　
水

野
弘
元
著
作
選
集
２
』
一
九
九
七
年
、
春
秋
社
、
一
九
二
頁
）。

（
23
）
水
野
弘
元
「
心
識
論
と
唯
識
説
の
発
達
」（『
仏
教
教
理
研
究
　
水

野
弘
元
著
作
選
集
２
』
一
九
九
七
年
、
春
秋
社
、
三
二
二
頁
）。

（
24
）
兵
藤
一
夫
「『
倶
舎
論
』
に
見
え
る
説
一
切
有
部
と
経
量
部
の
異
熟

説
」（『
仏
教
思
想
史
』
３
〈
仏
教
内
部
に
お
け
る
対
論
〉、
一
九
八
〇

年
、
平
楽
寺
書
店
、
六
七
頁
）。

（
25
）
加
藤
前
掲
論
文
二
八
六
頁
。

（
26
）
兵
藤
前
掲
論
文
七
五
頁
。

（
27
）
結
城
前
掲
書
七
五
頁
。
ま
た
、『
解
深
密
経
』
の
当
該
箇
所
は
、
次

の
箇
所
で
あ
る
。

    

広
慧
当
知
於
六
趣
生
死
。
彼
彼
有
情
堕
彼
彼
有
情
衆
中
。
或
在
卵

生
。
或
在
胎
生
。
或
在
湿
生
。
或
在
化
生
身
分
生
起
。
於
中
最
初

一
切
種
子
。
心
識
成
熟
展
転
和
合
増
長
広
大
。
依
二
執
受
。

『
解
深
密
経
』
巻
一
（
大
正
一
六
・
六
九
二
中
）

（
28
）
安
井
広
済
「
中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
―
『
中
論
』
第
十
七

章
「
業
と
果
の
考
察
」
の
研
究
―
」（『
業
思
想
の
研
究
』
一
九
七
五
年
、

大
谷
大
学
、
一
五
五
頁
）。

（
29
）『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
巻
一
（
大
正
三
一
・
六
九
八
上
―
中
）。

（
30
）
兵
藤
前
掲
論
文
八
五
頁
参
照
。

（
31
）
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
業
報
観
（
一
）
―
善
根
に
つ
い
て
―
」『
宗
学

研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
一
年
、
四
六
頁
参
照
。

（
32
）
道
元
禅
師
は
土
地
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
当
時
の

日
本
国
に
対
し
て
仏
法
の
行
き
届
か
な
い
辺
地
で
あ
り
、イ
ン
ド
や
中

国
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も

南
贍
部
洲
に
人
身
を
も
っ
て
生
じ
と
い
う
こ
と
は
宿
善
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
法
に
会
え
た
こ
と
を
随
喜
歓
喜
さ
れ
て
い

る
。
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
四
輪
観
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
第
四
三

号
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
）「
下
種
」
は
そ
の
他
に
次
の
箇
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

    

336
請
書
記
上
堂
。
仏
仏
授
手
、
祖
祖
瀉
瓶
。
結
縁
於
雲
水
、
下
種

於
叢
林
。
正
当
恁
麼
時
、
須
弥
山
為
筆
、
大
海
水
為
墨
。

『
永
平
広
録
』
巻
四
（
三
巻
二
一
六
頁
）

    
世
尊
す
で
に
酔
婆
羅
門
に
出
家
・
受
戒
を
聴
許
し
、
得
道
最
初
の

下
種
と
せ
し
め
ま
し
ま
す
。
あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
、
む
か
し
よ
り



一
七
六

道
元
禅
師
の
輪
廻
観
（
下
室
）

い
ま
だ
出
家
の
功
徳
な
か
ら
む
衆
生
、
な
が
く
、
仏
果
菩
提
、
う

べ
か
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　「
出
家
功
徳
」（
二
巻
二
七
〇
頁
）

（
34
）「
下
種
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、「
結
縁
」
と
い
う
語
句
も
あ

る
。『
随
聞
記
』
巻
二
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
目
本
に
て
死
な
ば
、
是
ほ
ど
の
人
々
に
、
如
法
仏
家
の
儀
式
に
て
、

沙
汰
す
べ
か
ら
ず
。
修
行
し
て
未
契
先
き
に
死
せ
ば
、
好
結
縁
と

し
て
、
生
を
仏
家
に
も
受
べ
し
。
修
行
せ
ず
し
て
、
身
を
久
く
持

て
も
、
無
詮
也
。
何
の
用
ぞ
。『

随
聞
記
』
巻
二
（
七
巻
七
四
頁
）

（
35
）
服
部
育
郎
「
初
期
仏
教
に
み
る
無
我
と
主
体
の
問
題
」『
駒
澤
大
学

大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
二
一
号
、
一
九
八
八
年
。

（
36
）
並
川
孝
儀
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
考
』
二
〇
〇
五
年
、
大
蔵
出
版
、

一
二
七
頁
。

（
37
）
並
川
前
掲
論
文
一
二
九
頁
。

（
38
）
櫻
部
建
「
輪
廻
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
七
二
号
、
二

〇
〇
〇
年
、
一
五
頁
）。

（
39
）
木
村
秀
明
「「
業
」
問
題
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
六
年
、
真
言
宗
豊
山

派
宗
務
所
、二
二
〜
三
一
頁
。
木
村
氏
の
三
種
の
分
類
の
う
ち
Ａ
と
Ｃ

の
説
は
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、Ｂ
の
説
は
人
権
思
想
と
も
関
わ
る
新
た

な
説
で
あ
る
。
木
村
氏
は
Ｂ
説
を
主
張
す
る
学
者
に
、
小
森
龍
邦
氏
、

佐
々
木
現
順
氏
、梶
山
雄
一
氏
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
梶
山
雄
一
氏
の

場
合
は
『
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
』
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
梶

山
氏
に
は
「
仏
教
輪
廻
批
判
―
生
殖
の
自
然
性
と
ク
ロ
ー
ン
工
学
―
」

『
仏
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
』
二
〇
〇
五
年
と
い
う
論
攷
も
あ

り
、
輪
廻
を
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
40
）
松
岡
由
香
子
「『
正
法
眼
蔵
』
十
二
巻
本
の
現
代
的
意
義
―
袴
谷
憲

昭
『
道
元
と
仏
教
』
批
判
―
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
二
号
、
一

九
九
六
年
、
一
一
九
頁
）。

（
41
）
頼
住
光
子
「
宗
教
と
倫
理
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
道
元
の
二
つ
の
因

果
観
を
て
が
か
り
と
し
て
―
」（『
時
間
論
を
て
が
か
り
と
し
た
道
元

の
思
想
構
造
の
総
合
的
研
究
』
二
〇
〇
六
年
、
四
頁
）。

（
42
）
角
田
泰
隆
「
道
元
禅
師
の
思
想
的
研
究
―
身
心
一
如
と
輪
廻
―
」

（『
印
仏
研
』
四
六
巻
一
号
、
一
九
九
七
年
、
八
五
頁
）。

（
43
）
角
田
泰
隆
「
道
元
禅
師
に
お
け
る
身
心
一
如
説
と
輪
廻
説
」（『
駒

澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
三
号
、
一
九
九
七
年
、
八
七
頁
）。

（
44
）
角
田
前
掲
論
文
八
九
頁
。

（
45
）
拙
稿
「
道
元
禅
師
の
業
報
観
（
三
）
―
断
善
根
と
種
子
に
つ
い
て

―
」（『
宗
学
研
究
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
六
頁
）。

（
46
）
道
元
禅
師
は
「
明
了
」
の
語
句
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

「
明
了
の
種
子
」と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
と
し
て『
永
平
広
録
』巻

四
に
「
磨
鎚
以
得
針
、
則
心
非
五
衆
、
明
明
了
了
而
絶
対
」（
三
巻
二

二
二
頁
）
と
あ
っ
て
、
鎚
を
磨
い
て
針
と
す
る
時
、
つ
ま
り
、
只
管
打

坐
の
時
は
そ
の
ま
ま
こ
の
心
は
五
蘊
の
心
で
は
な
く
、
明
明
と
明
る

い
、
絶
対
と
し
て
の
心
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
心
と
あ
る
が
、
身

心
一
如
で
あ
る
か
ら
、
身
心
と
言
い
か
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
47
）
兵
藤
前
掲
論
文
七
四
―
七
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
二
〇
〇
六
年
六
月
二
八
日
）


