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一
　
問
題
の
所
在

私
は
釈
尊
の
自
洲
と
法
洲
の
二
つ
の
拠
り
所
と
い
う
説
示
を
重
視
す
る
。
こ
の
二
洲
の
教
え
か
ら
今
回
は
道
元
の
思
想
、
特
に
自
己

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
考
え
て
み
た
い
。

す
で
に
私
は
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
見
ら
れ
る
「
宗
」
や
「
本
」
を
分
析
し
、
ま
た
教
主
論
を
論
じ
る
中
に
、
道
元
の
「
自
己
」

に
つ
い
て
も
如
浄
と
の
対
比
を
通
し
て
、
一
定
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
時
の
釈
尊
の
二
洲
に
対
す
る
先
学
の
解
釈
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、
私
の
二
洲
対
峙
論
を
あ
ら
た
め

て
提
示
し
、
そ
の
立
場
か
ら
道
元
の
自
己
論
を
再
検
討
す
る
。

最
後
に
「
現
成
公
案
」
の
冒
頭
の
「
自
己
」
を
め
ぐ
る
一
文
を
考
察
し
、
宗
学
と
仏
教
学
と
の
間
に
確
固
と
し
た
「
禅
学
」
確
立
の

必
要
性
を
提
案
し
て
、
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。

道
元
に
お
け
る
「
自
己
」
に
つ
い
て

吉
　
津
　
宜
　
英



二
　
仏
法
の
総
府

私
は
拙
論
「
道
元
に
お
け
る
「
宗
」
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
三
六
号
、
一
九
九
四
年)

に
お
い
て
、
道
元
に
お
い
て
は
宗
名
等

へ
の
批
判
が
多
い
が
、
そ
れ
以
上
に
「
宗
旨
」
等
の
肯
定
的
な
用
例
が
よ
り
多
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
ま
た
拙
論
「
道
元
に
お
け
る

「
本
」
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
三
七
号
、
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
は
、「
本
覚
」
の
用
例
で
す
ら
否
定
と
肯
定
の
両
面
が
あ
る
し
、

多
く
の
「
本
」
の
用
例
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
実
際
の
四
字
成
句
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
道
元
の
思
想
を
従
来

よ
く
「
本
証
妙
修
」
と
把
握
し
て
き
た
こ
と
の
妥
当
性
を
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
際
、
私
が
必
ず
注
目
し
た
の
は
『
宝
慶
記
』
に
出
る
如
浄
の
「
仏
法
の
総
府
」
と
道
元
の
そ
の
言
葉
へ
の
認
識

の
相
違
で
あ
っ
た
。

道
元
は
次
の
よ
う
に
質
問
す
る
。

「
拝
問
す
。
仏
々
祖
々
の
大
道
は
、
一
隅
に
拘
わ
る
べ
か
ら
ず
。
何
ぞ
強
あ
な
が
ちに
禅
宗
と
称
す
る
や
。」、
と
。

如
浄
は
以
下
の
よ
う
に
応
え
る
。

「
堂
長
和
尚
、
示
し
て
曰
く
。
仏
祖
の
大
道
を
も
っ
て
、
猥み
だ

り
に
禅
宗
と
称
す
べ
か
ら
ず
。
今
、
禅
宗
と
称
す
る
は
、
す
こ
ぶ
る
の

澆
運
の
妄
称
な
り
。（
…
中
略
…
）
お
お
よ
そ
世
尊
の
大
法
は
、
摩
訶
迦
葉
に
単
伝
し
、
嫡
々
相
承
す
る
こ
と
二
十
八
世
、
東
土
に
五

伝
し
て
曹
渓
に
至
り
、
な
い
し
今
日
、
如
浄
は
則
ち
仏
法
の
総
府
な
り
。
大
千
沙
界
に
、
さ
ら
に
肩
を
斉
ひ
と
し
う
す
べ
き
も
の
な
し
。」（
春

秋
社
版
『
道
元
禅
師
全
集
、
第
七
巻
』、
一
六
〜
一
七
頁
、
傍
線
は
筆
者
。
以
下
同
様)

こ
こ
で
、
如
浄
は
「
自
分
は
一
切
の
仏
法
を
、
好
き
嫌
い
な
く
、
す
べ
て
受
け
入
れ
る
ほ
ど
の
府
庫
で
あ
る
」
と
明
言
す
る
。

の
ち
に
、
道
元
は
同
じ
言
葉
を
用
い
て
、
如
浄
に
他
の
質
問
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

二



三

「
拝
問
す
。
天
下
に
四
箇
の
寺
院
あ
り
、
曰
く
、
禅
院
と
教
院
と
律
院
と
徒
弟
院
と
な
り
。
禅
院
は
、
仏
祖
の
児
孫
、
嵩
山
の
面
壁

を
単
伝
し
て
功
夫
す
。
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
、
留
り
て
這
裏
に
在
り
。
誠
に
こ
れ
如
来
の
嫡
嗣
、
仏
法
の
総
府
な
り
。
余
は
枝
離
な

り
。」「

禅
院
が
仏
法
の
総
府
で
あ
る
」（
三
〇
〜
三
一
頁)

と
の
趣
旨
で
あ
り
、
如
浄
の
「
如
浄
は
則
ち
仏
法
の
総
府
な
り
」
の
自
覚
と
異

な
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
こ
の
道
元
の
問
い
に
対
し
て
、
如
浄
は
次
の
よ
う
に
も
返
答
す
る
。

「
禅
院
と
称
す
る
は
乱
称
な
り
と
い
え
ど
も
、
今
、
行
う
と
こ
ろ
の
法
儀
は
、
実
に
こ
れ
仏
祖
の
正
伝
な
り
。
然
れ
ば
乃
ち
、
吾
が

寺
は
本
府
な
り
。
律
と
教
は
枝
離
な
り
」（
三
四
〜
三
五
頁)

如
浄
の
寺
こ
そ
は
本
府
で
あ
る
と
言
う
。「
自
分
は
総
府
で
あ
る
」
と
明
言
す
る
如
浄
と
、「
禅
院
は
総
府
で
あ
る
」
と
い
う
道
元
の

認
識
と
の
違
い
が
明
ら
か
で
あ
る
。
敢
え
て
、
二
洲
で
言
え
ば
、
如
浄
は
「
仏
法
の
総
府
」
を
自
洲
で
捉
え
、
道
元
は
法
洲
で
認
識
し

て
い
る
。

道
元
の
帰
国
後
、
こ
の
如
浄
と
の
認
識
の
相
違
が
具
体
的
に
は
本
尊
論
に
お
い
て
出
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
拙
論
「
道

元
の
教
主
論
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
三
八
号
、
一
九
九
六
年)

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
流
布
本
の
「
弁
道
話
」
に
は
無
い
釈
迦
教
主

論
が
、
正
法
寺
本
に
は
第
五
問
答
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
た
。
結
果
的
に
は
道
元
本
人
か
後
代
の
人
か
が
現
在

見
る
よ
う
に
「
流
布
本
」
の
こ
の
第
五
問
答
を
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
拙
論
「
道
元
に
お
け
る
「
本
」
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』（
私
は
現
在
道
元
が
十
二
巻
に
調
巻
し
た
こ
と
を
信
じ
て
は
い
な
い
）
に
お
け
る
釈
迦
崇
拝
の
姿

勢
を
指
摘
し
、
こ
こ
に
十
分
に
釈
迦
本
尊
を
導
入
で
き
る
だ
け
の
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。

ま
た
そ
れ
と
関
連
し
て
、
道
元
の
「
自
己
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
仏
道
や
万
法
、
総
じ
て
釈
尊
か
ら
嫡
嫡
相
承
し
て
き
た
「
正
伝
の



仏
法
」
に
随
順
し
、
受
用
さ
れ
、
包
ま
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
釈
迦
へ
の
崇
拝
は
ま
た
彼
が
宗
称
を
否
定
し

て
は
い
る
も
の
の
、
後
代
の
日
本
曹
洞
宗
の
人
た
ち
が
、
彼
を
「
開
祖
道
元
禅
師
」
と
し
て
尊
崇
す
る
に
至
る
根
拠
を
道
元
自
ら
の
教

学
の
中
に
す
で
に
形
成
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
如
浄
が
釈
尊
と
水
平
に
対
峙
す
る
の
に
対
し
て
、
道
元
は
釈
尊
を
傾
斜
的
に
仰
ぎ

見
る
。
そ
し
て
本
師
釈
尊
に
見
守
ら
れ
、
包
ま
れ
て
い
る
自
己
を
大
切
に
考
え
て
い
る
。

三
　
二
洲
の
再
考

二
洲
と
は
自
洲
と
法
洲
の
教
え
で
あ
る
。
釈
尊
の
八
〇
歳
の
最
後
の
旅
を
述
べ
る
『
大
般
涅
槃
経
』
等
に
出
る
、
自
分
と
法
（
教
え
）

と
が
二
つ
の
大
切
な
拠
り
所
で
あ
る
と
の
説
示
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
二
洲
を
対
等
に
対
峙
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
釈
尊
の
具
体
的
な
実

践
が
出
て
く
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
近
時
の
先
学
の
著
作
で
は
、
二
洲
を
一
体
化
し
た
解
釈
が
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
考
え
ら
れ
な
い
説
も
出
て
い
る
の
で
、

問
題
に
し
て
み
た
い
。

最
初
に
奈
良
康
明
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
を
た
ど
る
』（
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
二
年)

で
は
「
自
我
的
自
己
」
と
「
本
当
の
自
己
」
に
自

己
を
二
分
し
、
自
洲
は
「
本
当
の
自
己
」
を
拠
り
所
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
し
た
が
っ
て
、
本
当
の
自
己
に
た
よ
る
、
と
い
う
の
は
、

法
、
真
実
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
法
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」（
一
七
九
頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た

法
洲
に
つ
い
て
は
「
人
間
を
含
む
万
物
を
否
応
な
し
に
支
え
て
い
る
宇
宙
の
ハ
タ
ラ
キ
で
す
」（
一
八
〇
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。「
本

当
の
自
己
」
と
は
「
宇
宙
の
ハ
タ
ラ
キ
」
に
支
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
二
洲
は
一
体
で
あ
る
と
の
説
で
あ
る
。

私
は
あ
え
て
奈
良
康
明
博
士
の
言
葉
を
使
用
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
自
我
的
自
己
」（
唯
識
の
教
え
を
援
用
す
れ
ば
煩
悩
障
と
所
知
障

で
あ
る
。
煩
悩
障
は
断
尽
で
き
て
も
、
所
知
障
は
利
他
行
を
行
う
限
り
断
尽
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
洲
は
奈
良
博
士
が
考
え

四



五

て
お
ら
れ
る
よ
う
な
「
本
当
の
自
己
」
な
ど
と
は
到
底
呼
べ
な
い
程
の
根
深
さ
を
具
え
て
い
る
）
こ
そ
が
自
洲
の
実
態
で
あ
る
と
思
う
。

「
本
当
の
自
己
」
な
ど
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
無
我
説
」
と
「
非
我
説
」
の
問
題
で
あ
る
。
私
は
袴
谷
憲
昭
『
仏
教
入
門
』（
大

蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
年)

が
示
す
絶
対
否
定
の
「
無
我
説
」
を
支
持
す
る
。
袴
谷
氏
は
あ
る
男
に
「
奴
は
男
じ
ゃ
な
い
」
と
発
言
し
た

場
合
、
そ
の
言
葉
の
裏
に
「
本
当
の
男
ら
し
さ
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
一
四
二
頁
）
と
い
う
巧
み
な
譬
喩
に
よ
っ
て
、「
非
我
説
」

が
結
局
は
本
当
の
ア
ー
ト
マ
ン
（
自
我
）
の
肯
定
に
帰
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
私
は
袴
谷
説
に
賛
同
す
る
。
奈
良
康
明
博

士
の
よ
う
な
二
洲
一
体
説
と
そ
こ
に
見
え
る
自
己
論
は
「
非
我
説
」
に
根
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の

「
梵
我
一
如
」
へ
の
回
帰
に
他
な
ら
な
い
。
梵
我
一
如
か
ら
は
経
典
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
身
・
受
・
心
・
法
の
自
洲
の
貪
愛
や
憂

い
を
除
く
修
行
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
も
う
す
で
に
、「
本
当
の
自
己
」
は
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

次
に
問
題
の
解
釈
は
下
田
正
弘
『
シ
リ
ー
ズ
　
仏
典
の
エ
ッ
セ
ン
ス
、
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
　
終
わ
り
か
ら
の
始
ま
り
』（
日
本
放
送

協
会
、
二
〇
〇
七
年
）
が
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
下
田
博
士
は
言
う
。「〈
自
灯
明
、
法
灯
明
〉
と
い
う
呼
び
名
で
知
ら
れ
る
こ
の

箇
所
は
『
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
』
の
中
で
も
名
所
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
お
お
く
の
研
究
者
た
ち
が
各
自
の
思
い
を
籠
め
た
解
釈
を
ほ
ど
こ

し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
一
定
の
示
唆
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
文
脈
へ
の
忠
実
さ
を
欠
い
て
い
る
も
の
が
す
く

な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
が
自
己
を
〈
学
ぶ
主
体
と
し
て
の
自
己
〉、
法
を
〈
学
ば
れ
る
対
象
と
し
て
の
法
〉
と
し

て
解
釈
し
て
い
た
点
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
こ
の
理
解
は
現
代
的
で
一
見
、
分
か
り
や
す
く
思
え
ま
す
が
、
し
か
し
文
脈
に
は
根
拠
が

あ
り
ま
せ
ん
。」（
七
八
頁
）、
と
。

さ
ら
に
下
田
博
士
は
文
脈
に
根
拠
し
て
、
自
洲
と
法
洲
の
後
で
四
念
処
を
説
く
こ
と
を
重
視
し
、「
こ
こ
で
説
か
れ
た
〈
自
己
＝
ア

ッ
タ
〉
と
は
、
四
念
処
の
〈
身
〉〈
感
受
〉〈
心
〉
を
指
し
、〈
法
＝
ダ
ン
マ
〉
と
は
同
じ
く
四
念
処
の
〈
法
〉
を
指
し
ま
す
。」（
八
〇



頁
）
と
言
い
、
法
洲
を
四
念
処
の
第
四
番
目
の
法
念
処
に
当
て
る
の
で
あ
る
。

こ
の
下
田
氏
の
自
洲
と
法
洲
の
と
ら
え
方
は
、
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
、
誤
り
で
あ
る
。
身
受
心
法
の
四
念
処
観
の
第
四
の
法
を
法

洲
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
第
四
番
目
の
法
は
、
も
の
ご
と
、
個
人
的
や
社
会
的
、
精
神
的
や
環
境
的
な
ど
の

諸
問
題
で
あ
る
。
こ
の
法
は
「
諸
法
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
洲
の
法
は
単
数
の
法

（dham
m

ah,dharm
ah)

で
あ
る
。
釈
尊
の
教
え
の
総
体
で
あ
る
。
分
け
れ
ば
経
と
律
に
な
り
、
も
っ
と
分
け
れ
ば
無
我
、
無
常
、
苦
、

空
、
四
諦
、
八
正
道
、
涅
槃
等
の
教
え
と
、
律
蔵
の
も
ろ
も
ろ
の
戒
条
に
な
る
が
、
と
も
か
く
三
宝
の
法
宝
、dharm

a-ratna

の
用

例
に
お
け
る
法
で
あ
る
か
ら
身
受
心
法
の
四
念
処
の
法
と
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
下
田
博
士
の
解
釈
に
は
驚
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
二
洲
が
対
等
に
対
峙
し
、
二
つ
が
大
切
な
拠
り
所
に
な
り
あ
い
な
が
ら
、
自
覚
の
修
行
を
進
め
る
も
の
と

考
え
る
。

四
　
「
現
成
公
案
」
に
お
け
る
自
己

そ
れ
で
は
あ
ら
た
め
て
、
釈
尊
の
二
洲
の
教
え
の
視
点
か
ら
、
道
元
の
自
己
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
が
、
そ
の
際
は
「
現
成
公
案
」

の
冒
頭
部
分
を
考
察
し
た
い
。（「
現
成
公
案
」
は
春
秋
社
版
『
道
元
禅
師
全
集
、
第
一
巻
』
か
ら
引
用
し
、
私
が
①
〜
⑩
ま
で
の
番
号

を
付
し
た)

①
　
諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち
迷
悟
あ
り
、
修
行
あ
り
、
生
あ
り
、
死
あ
り
、
諸
仏
あ
り
、
衆
生
あ
り
。

②
　
万
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
、
ま
ど
ひ
な
く
、
さ
と
り
な
く
、
諸
仏
な
く
、
衆
生
な
く
、
生
な
く
、
滅
な
し
。

③

仏
道
も
と
よ
り
豊
倹
よ
り
跳
出
せ
る
ゆ
え
に
、
生
滅
あ
り
、
迷
悟
あ
り
、
生
仏
あ
り
。
し
か
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
と
い
へ
ど
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七

も
、
花
は
愛
惜
に
ち
り
、
草
は
棄
嫌
に
お
ふ
る
の
み
な
り
。

④
　
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す
、
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
。

⑤
　
迷
を
大
悟
す
る
は
諸
仏
な
り
、
悟
に
大
迷
な
る
は
衆
生
な
り
。
さ
ら
に
悟
上
に
得
悟
す
る
漢
あ
り
、
迷
中
又
迷
の
漢
あ
り
。

⑥

諸
仏
の
ま
さ
し
く
諸
仏
な
る
と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
覚
知
す
る
こ
と
を
も
ち
ゐ
ず
。
し
か
あ
れ
ど
も
証
仏
な
り
、
仏
を

証
し
も
て
ゆ
く
。

⑦

身
心
を
挙
し
て
色
を
見
取
し
、
身
心
を
挙
し
て
声
を
聴
取
す
る
に
、
し
た
し
く
会
取
す
れ
ど
も
、
か
が
み
に
影
を
や
ど
す
が
ご

と
く
に
あ
ら
ず
、
水
と
月
と
の
ご
と
く
に
あ
ら
ず
。
一
方
を
証
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
。

⑧

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る

と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
證
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し

む
る
な
り
。
悟
迹
の
休
歇
な
る
あ
り
、
休
歇
な
る
悟
迹
を
長
長
出
な
ら
し
む
。

⑨

人
、
は
じ
め
て
法
を
も
と
む
る
と
き
、
は
る
か
に
法
の
辺
際
を
離
却
せ
り
。
法
す
で
に
お
の
れ
に
正
伝
す
る
と
き
、
す
み
や
か

に
本
分
人
な
り
。

⑩

人
、
舟
に
の
り
て
ゆ
く
に
、
め
を
め
ぐ
ら
し
て
岸
を
み
れ
ば
、
き
し
の
う
つ
る
と
あ
や
ま
る
。
目
を
し
た
し
く
舟
に
つ
く
れ
ば
、

ふ
ね
の
す
す
む
を
し
る
が
ご
と
く
、
身
心
を
乱
想
し
て
万
法
を

肯
す
る
に
は
、
自
心
自
性
は
常
住
な
る
か
と
あ
や
ま
る
。
も
し

行
李
を
し
た
し
く
し
て
箇
裏
に
帰
す
れ
ば
、
万
法
の
わ
れ
に
あ
ら
ぬ
道
理
あ
き
ら
け
し
。

①
か
ら
③
ま
で
は
不
思
議
な
三
句
で
あ
る
。
私
は
拙
稿
「「
一
方
を
証
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」
の
一
句
の
解
釈
に
つ
い
て
」

（『
宗
学
研
究
』
三
五
号
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
、
道
元
は
天
台
教
学
を
学
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
三
句
は
空
・
仮
・
中
の
三
諦
三



観
に
由
来
す
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
も
考
え
ら
れ
る
が
、
唯
識
教
学
の
有
・
空
・
中
に
も
ぴ
っ
た
り
合
う
。
最
後
の
「
し
か
も
か
く
の
ご

と
く
な
り
と
い
へ
ど
も
、
花
は
愛
惜
に
ち
り
、
草
は
棄
嫌
に
お
ふ
る
の
み
な
り
」
の
一
句
は
唯
識
観
そ
の
も
の
を
平
易
に
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
道
元
が
唯
識
学
を
学
ん
だ
と
い
う
記
事
は
な
い
が
、
一
つ
の
提
案
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
伝
統
宗
学
が
い
か
に
こ
の
部
分
を
解
釈
し
て
い
る
か
を
見
る
。
伝
統
宗
学
（
こ
こ
で
私
は
伝
統
宗
学
を
私
が
学
生
時
代

『
正
法
眼
蔵
』
の
講
義
を
聴
い
た
榑
林
皓
堂
博
士
に
代
表
さ
せ
る
。
具
体
的
に
は
博
士
の
『
正
法
眼
蔵
講
讃
』（
青
山
社
、
一
九
九
六
年
）

を
引
用
す
る
。）
の
よ
う
に
、
①
も
②
も
③
も
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
と
述
べ
る
よ
り
は
、
私
の
提
案
は
開
か
れ
た
解
釈
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

榑
林
皓
堂
博
士
は
「『
諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
』
の
劈
頭
の
句
か
ら
今
の
と
こ
ろ
ま
で
で
、
お
そ
ら
く
次
元
の
高
い
一
元
の
世
界
が

説
か
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
一
元
の
世
界
と
は
、
全
体
を
一
個
の
玉
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
対
立
す
る

も
の
な
ど
な
く
争
い
ご
と
の
な
い
世
界
な
の
で
す
。
し
か
し
、
理
と
し
て
は
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、
な
か

な
か
そ
う
も
い
き
ま
せ
ん
。
我
々
は
花
が
咲
い
た
と
言
え
ば
、
あ
あ
綺
麗
だ
、
こ
れ
は
い
つ
ま
で
も
散
ら
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
惜
し
ん

で
お
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
『
し
か
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
と
い
へ
ど
も
、
花
は
愛
惜
に
ち
り
』
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
」（
二
〇
四
頁
）

と
解
釈
す
る
。
①
②
③
の
三
句
は
「
一
元
の
世
界
」
に
統
合
さ
れ
て
い
く
。
私
は
三
句
を
一
元
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
発
揮
し
て
い
る
と
見
る
。

④
の
一
文
は
迷
と
悟
の
定
義
が
為
さ
れ
て
い
る
と
私
は
見
る
が
、
伝
統
宗
学
で
は
迷
い
も
悟
り
も
同
じ
こ
と
に
な
る
。
榑
林
博
士
は

「
し
か
る
に
、
そ
れ
を
一
方
で
は
「
迷
と
す
」
と
言
わ
れ
、
一
方
で
は
「
さ
と
り
な
り
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
立
場
が
ま

る
で
異
な
っ
た
立
場
の
よ
う
に
受
け
取
れ
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
道
元
禅
師
の
お
っ
し
ゃ
る
の
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
自
己
を
世
界

の
中
に
入
れ
て
し
ま
う
立
場
も
あ
る
し
、
自
己
が
主
体
性
を
も
っ
て
自
己
の
方
へ
引
き
つ
け
て
処
理
し
て
い
く
と
い
う
立
場
も
あ
る
。

八



九

こ
の
二
つ
の
立
場
の
関
係
を
ス
ム
ー
ス
に
や
っ
て
い
け
る
人
は
、
仏
教
の
修
行
の
熟
し
た
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で

す
」（
二
一
二
頁
）
と
講
ず
る
。
私
は
納
得
し
な
い
。
道
元
は
こ
こ
で
迷
と
悟
を
明
確
に
定
義
し
た
と
見
る
。

こ
の
迷
悟
を
ご
っ
ち
ゃ
に
す
る
姿
勢
は
、
次
の
⑤
で
最
高
潮
に
達
す
る
。
博
士
に
よ
る
と
「「
悟
上
得
悟
」
と
、「
迷
中
又
迷
」
と
は
、

言
葉
の
意
味
と
し
て
は
常
識
的
に
は
反
対
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
同
じ
こ
と
を
逆
の
言
い
方
を
し
て
意
味
を
強
め
て
い
る
の

で
す
。
そ
れ
を
禅
師
独
特
の
文
章
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
」（
二
一
七
〜
二
一
八
頁
）
と
解
釈
す
る
。
私
は
何
に
迷
っ
て
い
る
か

も
分
か
ら
ず
迷
う
、
ま
さ
に
私
自
身
は
そ
の
状
況
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
凡
夫
だ
と
言
っ
て
も
ら
い
た
い
。「
悟
上
得
悟
」

と
は
「
仏
向
上
事
」
の
巻
に
「
仏
に
い
た
り
て
、
す
す
み
て
さ
ら
に
仏
を
み
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
大
力
の
菩
薩
の
修
行
の
表

現
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

⑥
の
一
段
は
、「
悟
上
得
悟
」
の
内
容
の
展
開
と
し
て
理
解
で
き
る
。

⑦
の
段
の
最
後
の
一
句
が
問
題
で
あ
る
。
私
は
拙
稿
「『
一
方
を
証
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
』
の
一
句
の
解
釈
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
い
か
に
迷
う
か
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
れ
は
今
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
④
段
の
「
自
己
を
は

こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す
」
を
論
理
的
に
述
べ
て
い
る
。
鏡
の
譬
喩
と
水
月
の
譬
喩
が
出
る
が
、
後
者
が
後
の
悟
り
を
述
べ

る
一
段
の
と
こ
ろ
で
「
人
の
、
さ
と
り
を
う
る
、
水
に
月
の
や
ど
る
が
ご
と
し
」
と
肯
定
さ
れ
、
今
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

「
一
方
云
々
」
の
論
理
は
迷
い
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

ま
た
⑦
段
自
体
の
前
文
で
あ
る
「
身
心
を
挙
し
て
色
を
見
取
し
、
身
心
を
挙
し
て
声
を
聴
取
す
る
に
、
し
た
し
く
会
取
す
れ
ど
も
、」

と
あ
り
、
具
体
的
に
は
眼
根
と
色
境
、
耳
根
と
声
境
の
認
識
自
体
が
一
方
向
的
で
あ
り
、
水
月
や
鏡
像
の
譬
喩
の
よ
う
に
双
方
向
性
で

な
な
い
こ
と
か
ら
も
、「
一
方
を
証
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」
の
一
句
が
迷
い
の
現
実
を
素
直
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

了
解
さ
れ
る
。



特
に
伝
統
宗
学
の
よ
う
に
「
一
方
云
々
」
の
一
句
を
「
一
法
窮
尽
」
の
教
え
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
は
異
議
を
申
し
上
げ
る
（
伊
藤

秀
憲
『
道
元
禅
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
年)

「
三
　
『
聞
書
抄
』
の
注
釈
態
度
、（
一
）

一
法
窮
尽
・
一
法
独
立
」
の
項
を

参
照
、
五
七
九
頁
以
下
）。「
一
方
」
の
用
語
が
「
一
法
」
に
転
用
さ
れ
、「
一
法
窮
尽
」
の
論
理
に
転
化
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
解
明
し

て
も
ら
い
た
い
。

榑
林
博
士
は
「
そ
の
次
の
「
一
方
を
証
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
も
大
変
素
晴
ら
し
い
言
葉
な
ん
で
す
。

一
つ
の
こ
と
を
果
た
す
と
き
に
は
、
二
心
な
く
自
分
を
打
ち
こ
ん
で
そ
の
も
の
と
一
つ
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。
か
が
み
と
自
分
、
水
と
月
と
い
っ
た
よ
う
に
一
つ
の
も
の
が
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
の
こ
と
に
自
分
が

全
力
を
打
ち
こ
め
ば
、
も
う
片
方
は
そ
の
中
に
入
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
最
高
の
在
り
方
に
な
る
。
一
方
に
徹
底
す
れ
ば
他
の
方
に
も

同
時
に
徹
底
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
私
は
こ
の
「
一
方
云
々
」
の
解
釈
に
対
し
て
、
担
板
漢
の
譬
喩
を
持
ち
出

し
た
い
。
あ
る
人
が
一
枚
の
板
を
肩
に
担
い
で
い
る
。
そ
の
人
は
一
方
し
か
見
え
な
い
で
歩
い
て
い
く
。
私
た
ち
の
陥
り
や
す
い
偏
見

を
こ
の
譬
喩
は
リ
ア
ル
に
語
っ
て
お
り
、
こ
の
「
一
方
云
々
」
の
一
句
も
ま
さ
に
私
た
ち
の
認
識
の
一
方
向
性
の
偏
頗
さ
を
説
い
て
い

る
と
見
る
。
こ
の
⑦
が
⑨
や
⑩
と
一
連
の
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
良
い
と
思
う
が
、
そ
の
間
に
重
い
一
節
⑧
が
控
え
て
い
る
。

⑧
は
道
元
の
言
葉
の
中
で
も
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
一
節
で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
も
道
元
の
「
自
己
」
を
論
じ
る
こ
と
が
中
心
テ
ー
マ

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
節
の
存
在
は
重
い
。
私
は
こ
の
一
節
中
の
「
自
己
」
に
道
元
の
問
題
性
を
感
じ
る
。「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ

は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
」
に
異
議
は
な
い
。
す
ぐ
に
「
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
」
の
中
の
「
自
己
を
わ

す
る
る
」、
そ
の
忘
れ
方
に
、
道
元
の
自
己
論
に
共
通
す
る
問
題
点
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

道
元
は
も
う
こ
こ
で
の
自
己
は
万
法
に
証
せ
ら
れ
た
坐
禅
人
そ
の
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
坐
禅
に
言
及
は
し
な
い

が
、
こ
れ
も
名
文
で
あ
る
「
生
死
」
の
巻
の
一
節
、「
た
だ
、
わ
が
身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、

一
〇



一
一

仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
い
も
て
ゆ
く
と
き
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
。
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、
生
死

を
は
な
れ
、
仏
と
な
る
」（
春
秋
社
版
『
道
元
禅
師
全
集
、
第
二
巻
』
五
二
九
頁
）
と
響
き
合
う
。「
現
成
公
案
」
で
は
万
法
に
証
さ
れ

た
自
己
の
姿
で
あ
り
、「
生
死
」
で
は
「
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
わ
れ
」
た
自
己
が
描
か
れ
て
い
る
。

道
元
の
自
己
は
万
法
や
仏
と
対
峙
し
な
い
。
そ
れ
ら
に
証
さ
れ
る
自
己
で
あ
る
。
二
洲
の
在
り
方
か
ら
言
え
ば
、
自
洲
は
法
洲
に
包

ま
れ
、
一
体
化
し
て
い
る
。
如
浄
の
よ
う
に
、
自
己
が
仏
法
に
開
か
れ
た
庫
に
な
っ
て
い
な
い
。
総
府
で
は
な
い
。
正
伝
の
仏
法
を
維

持
す
る
自
己
で
あ
る
。

道
元
に
お
け
る
自
己
が
仏
道
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
学
道
用
心
集
』「
可
向
道
修
行
事
」（
道
に
向
っ
て
修
行
す
べ
き
事
）
の

中
の
一
文
が
よ
く
示
し
て
い
る
。「
修
行
仏
道
者
、
先
須
信
仏
道
。
信
仏
道
者
、
須
信
自
己
本
在
道
中
、
不
迷
惑
、
不
妄
想
、
不
顛
倒
、

無
増
減
、
無
誤
謬
也
。」（
仏
道
を
修
行
す
る
者
は
、
先
ず
須
ら
く
仏
道
を
信
ず
べ
し
。
仏
道
を
信
ず
る
者
は
、
須
ら
く
自
己
は
本
よ
り

道
中
に
在
っ
て
、
迷
惑
せ
ず
、
妄
想
せ
ず
、
顛
倒
せ
ず
、
増
減
な
く
、
誤
謬
な
き
こ
と
を
信
ず
べ
し
。）「
春
秋
社
版
『
道
元
禅
師
全
集
、

第
五
巻
』、
三
六
〜
三
七
頁
」
と
あ
る
。

道
元
は
如
浄
の
よ
う
に
自
己
を
総
府
と
言
わ
な
い
。
道
元
は
正
伝
の
仏
法
の
立
場
か
ら
、
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
仏
法
を
選
別
し
、

否
定
的
に
受
け
入
れ
な
い
も
の
に
は
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
る
。
私
は
「
道
元
禅
師
の
経
師
論
師
批
判
」（『
宗
学
研
究
』
第
十
三
号
、

一
九
七
一
年
）
に
お
い
て
、
道
元
が
い
か
に
経
師
や
論
師
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
か
を
分
析
し
た
。
ま
た
彼
の
教
家
へ
の
批
判
も
多

い
。『
宝
慶
記
』
の
中
で
如
浄
は
道
元
に
教
家
を
嫌
い
、
怨
敵
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
訓
戒
（
二
〇
〜
二
一
頁
、
二
四
〜
二
五
頁
）

を
授
け
て
い
る
。
し
か
し
帰
国
後
の
道
元
の
著
作
の
中
で
は
、
こ
の
本
師
の
教
え
は
護
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。



五
　
ま
と
め
と
課
題

こ
れ
ま
で
釈
尊
の
二
洲
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
道
元
の
「
自
己
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
道
元
に
お
い
て
は
、
釈
尊
や
如
浄
の

よ
う
に
二
洲
は
対
峙
の
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
体
化
と
い
う
か
、
自
己
は
万
法
や
仏
祖
た
ち
に
修
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
形
で
の
「
本
証
妙
修
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
修
行
が
存
在
し
な
い
な
ど
と
は
言
え
な
い
。
只
管
打
坐
の
実
践
も
あ
る
し
、
清
規
の

世
界
も
あ
る
。

彼
の
思
想
を
本
覚
で
あ
る
と
言
え
ば
、
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
本
来
の
本
覚
性
を
後
の
注
釈
者
た
ち
や
宗
学
者
た
ち
が
こ
ぞ

っ
て
、
そ
の
濃
度
を
高
め
て
い
き
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
学
の
結
果
が
今
日
に
人
々
に
通
用
す
る
と
も
思
え
な
い
し
、

現
実
の
様
々
な
問
題
へ
の
解
決
の
た
め
の
処
方
箋
に
も
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
が
「
現
成
公
案
」
で
提
案
し
た
よ
う
な
、
素
直
な
読
み
に
よ
り
、
仏
教
学
に
向
っ
て
も
開
か
れ
た
宗
学
、
そ
れ
を
私
は
禅
学
を
大

切
に
す
る
宗
学
の
姿
勢
と
呼
び
た
い
。
駒
大
の
宗
学
が
閉
鎖
的
で
あ
り
、
宗
学
自
体
に
沈
潜
し
す
ぎ
て
、
仏
教
学
に
向
っ
て
開
か
れ
て

い
な
い
こ
と
を
私
は
危
惧
す
る
。
そ
れ
は
全
体
的
に
は
「
禅
学
」
の
不
在
で
あ
る
。
宗
学
に
行
く
ま
え
に
、
一
旦
「
禅
学
」
と
い
う
場

を
設
定
し
て
、
そ
こ
で
他
の
各
宗
の
宗
学
へ
の
認
識
も
深
め
、
仏
教
学
か
ら
の
視
点
に
堪
え
る
か
を
検
討
し
、
相
対
化
す
る
こ
と
が
緊

急
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
け
ば
、
宗
学
は
仏
教
学
と
禅
学
の
す
そ
野
の
上
に
位
置
付
け
ら
れ
、
教
化
面
で
も
社

会
の
諸
問
題
に
対
応
で
き
、
宗
教
的
に
も
先
端
を
切
る
存
在
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
え
よ
う
。

一
二


