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一
　
井
上
円
了
の
仏
教
概
説
書
の
特
色
と
方
法

　
『
井
上
円
了
選
集
』
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
た
『
仏
教
通
観
』
、
『
仏
教
大
意
』
、
『
大
乗
哲
学
』
の
三
編
は
、
い
ず
れ
も
極
め
て
平
易

な
表
現
で
仏
教
全
般
に
わ
た
っ
て
解
説
し
た
、
い
わ
ば
仏
教
概
論
、
あ
る
い
は
仏
教
入
門
の
た
め
の
書
で
あ
る
。
円
了
の
「
今
日
は

ま
さ
し
く
仏
教
哲
学
を
実
現
す
べ
き
時
で
あ
る
が
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
従
来
高
尚
に
す
ぎ
て
一
般
の
人
々
に
は
理
解
で
き
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仏
教
の
解
釈
を
通
俗
化
し
て
一
般
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
道
を
開
く
こ
と
は
実
に
目
下

の
急
務
で
あ
る
」
（
『
仏
教
通
観
』
自
序
）
と
い
う
問
題
意
識
は
三
編
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
難
解
と
さ
れ
て
い
た
仏
教
の

諸
概
念
や
用
語
を
思
い
切
っ
た
讐
喩
と
通
俗
に
過
ぎ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
表
現
で
説
い
て
い
る
点
に
、
ま
ず
形
式
上
の
特
色
が
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
仏
教
論
理
学
（
因
明
）
に
お
い
て
は
、
警
喩
（
ε
①
日
画
喩
）
は
真
理
認
識
の
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
、
仏
典
中
に
は
多
く

の
讐
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
円
了
の
啓
蒙
的
な
仏
教
解
説
書
に
お
い
て
も
同
様
に
明
喩
・
暗
喩
が
と
も
ど
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、

一
般
の
人
々
に
仏
教
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
仏
教
が
一
般
に
種
々
の
点
か
ら
説
か
れ
理
解

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
く
の
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
警
喩
を
あ
げ
て
い
る
。

　
信
州
の
一
農
夫
が
始
め
て
東
京
に
出
て
日
本
橋
の
一
旅
館
に
投
宿
し
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
伊
豆
七
島
の
一
漁
夫
と
同
室
と
な
り
、
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一
夕
雑
談
し
た
。
そ
の
際
、
信
州
の
農
夫
が
「
太
陽
は
山
か
ら
出
て
山
へ
入
る
も
の
だ
」
と
言
う
と
、
伊
豆
七
島
の
漁
夫
は
、
「
太
陽

は
海
か
ら
出
て
海
へ
沈
む
」
と
言
い
は
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
旅
館
の
女
使
用
人
は
「
お
二
人
の
言
う
こ
と
は
み
な
ま
ち
が
っ
て
い
ま

す
。
太
陽
は
人
家
か
ら
出
て
人
家
に
沈
む
の
で
す
」
と
言
っ
た
　
　
。

　
円
了
は
仏
教
の
解
説
を
、
い
わ
ゆ
る
通
俗
化
す
る
た
め
に
好
ん
で
こ
の
よ
う
な
通
俗
的
な
警
喩
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右

に
挙
げ
た
よ
う
な
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
な
警
喩
は
別
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
概
念
を
警
喩
で
説
明
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
円
了
の
仏
教
観
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
観
念
は
、
真
如
と
呼
ば
れ

る
絶
対
的
な
も
の
と
現
象
世
界
は
も
と
も
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
難
解
な
説
を
解
説
す
る
に

あ
た
っ
て
、
円
了
は
し
ば
し
ば
「
水
、
氷
、
湯
は
、
名
称
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
も
と
も
と
す
べ
て
水
で
あ
る
」
と
い
う
警
喩
を
用

い
て
い
る
。
真
如
と
諸
存
在
（
万
法
）
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
・
王
張
は
円
了
の
仏
教
書
の
い
ず
れ
に
も
説
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

正
確
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
警
喩
の
意
味
も
重
要
で
あ
り
、
表
面
的
に
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。　

本
巻
に
収
め
ら
れ
た
三
編
は
仏
教
学
上
の
特
定
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
と
め
て
平
易
に
（
円
了
の
言
葉
で
い
え
ば
、

通
俗
的
に
）
仏
教
を
説
い
た
仏
教
概
論
、
仏
教
入
門
書
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
円
了
の
仏
教
観
が
よ
り
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
形
で
表

明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
古
来
、
日
本
に
お
い
て
は
仏
教
概
論
と
い
え
ば
凝
然
の
『
八
宗
綱
要
』
が
代

表
的
な
も
の
と
さ
れ
、
日
本
の
各
宗
派
の
教
義
を
並
列
的
に
記
述
し
、
解
説
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
円
了
は
直
接
的
な
関
心

を
日
本
仏
教
に
限
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
仏
教
入
門
の
形
は
と
ら
ず
に
大
胆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
概
念
を
も
ち

こ
み
、
仏
教
概
論
に
も
そ
の
方
法
を
用
い
た
。
と
く
に
『
仏
教
通
観
』
『
仏
教
大
意
』
の
二
編
に
は
、
円
了
の
方
法
論
が
明
確
に
あ
ら
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わ
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
中
で
、
こ
こ
で
は
円
了
が
「
仏
教
研
究
の
方
法
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
を
紹
介
し
て
お
こ
う
（
『
仏
教
通
観
』
第
一
章
、
　
4

第
二
節
）
。
円
了
は
、
仏
教
研
究
の
方
法
を
、
注
釈
的
研
究
、
達
意
的
研
究
、
批
評
的
研
究
、
歴
史
的
研
究
、
比
較
的
研
究
と
に
分
け
、

現
在
の
学
者
の
研
究
は
歴
史
的
研
究
が
主
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
研
究
の
時
代
的
な
意
義
と
し
て
、
か
つ
て

イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
が
成
立
し
た
と
き
、
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
実
践
を
説
き
、
安
心
立
命
の
境
地
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
外
教
諸
派

と
の
対
抗
上
か
ら
仏
教
の
考
え
方
を
理
論
的
に
整
備
し
、
体
系
化
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
円
了
は
ブ
ッ
ダ
の
時
代
の
外
教
に
当
た
る
も
の
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
、
お
よ
び
理
学
・
科
学
な
ど
の
「
実
験
上
の
学
問
」

を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
「
仏
教
の
学
問
に
食
い
こ
ん
で
く
る
」
「
理
屈
の
矢
や
弓
で
押
し
こ
ん
で
く
る
」
か
ら
、
仏
教
の
側
も
哲
学
に
よ

っ
て
仏
教
の
真
理
を
証
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
言
う
。
そ
こ
で
「
仏
教
の
存
在
す
る
上
は
ど
こ
ま
で
も
研
究

し
練
磨
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
仏
教
研
究
が
提
唱
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
発
達
的
学
風
」
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
古
来

か
ら
の
仏
教
家
の
「
楊
子
を
も
っ
て
歯
を
ほ
じ
く
る
よ
う
な
研
究
の
仕
方
」
を
「
注
釈
的
学
風
」
と
名
付
け
て
い
る
。
注
釈
的
学
風

と
は
仏
教
を
「
善
も
悪
も
少
し
も
構
わ
ず
な
ん
で
も
完
全
な
る
も
の
と
頭
か
ら
断
定
し
て
し
ま
っ
て
」
一
生
懸
命
注
釈
だ
け
を
試
み

る
よ
う
な
仏
教
研
究
の
方
法
で
あ
り
、
仏
教
を
完
全
無
欠
な
も
の
と
し
て
固
定
化
し
た
上
で
一
字
一
句
を
注
釈
す
る
と
い
う
、
い
わ

ば
護
教
的
な
立
場
か
ら
の
研
究
を
い
う
の
で
あ
る
。
円
了
は
こ
の
よ
う
な
研
究
に
よ
っ
て
「
折
角
の
仏
教
も
全
く
死
ん
で
し
ま
う
ほ

か
仕
方
が
な
い
」
と
批
評
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
発
達
的
学
風
は
「
発
達
的
に
仏
教
を
研
究
す
る
学
風
」
で
あ
り
、
仏
教
経
典
や
仏
教
思
想
を
固
定
的
に
み
な
い
で
、
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批
判
的
に
扱
い
、
発
展
史
的
に
み
て
い
こ
う
と
す
る
研
究
態
度
で
あ
る
。
円
了
は
注
釈
的
学
風
は
退
化
で
あ
り
、
発
達
的
学
風
は
進

取
的
で
あ
り
、
開
発
的
で
あ
り
、
批
評
的
で
あ
っ
て
、
仏
教
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
仏
教
を
研
究
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、

仏
教
以
外
の
諸
思
想
、
諸
学
に
対
し
て
も
自
由
に
討
究
す
る
よ
う
な
研
究
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。

　
し
か
し
、
従
来
の
注
釈
的
学
風
と
呼
ば
れ
る
研
究
法
を
全
面
的
に
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
両
学
風
の
調
和
を
図
ろ
う
と
し
て
い

る
点
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
円
了
の
主
張
す
る
仏
教
研
究
法
は
、
い
わ
ゆ
る
発
達
的
学
風
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
「
余
は
そ
の
注
釈
的
の

方
面
に
は
決
し
て
く
ち
ば
し
を
入
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
態
度
は
、
こ
の
巻
に
収
録
し
た
三
編
に
共
通
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

二
　
絶
対
的
に
し
て
相
対
的
・
相
対
的
に
し
て
絶
対
的
－
真
如
と
万
法

　
　
　
仏
教
通
観

　
自
序
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
円
了
が
哲
学
館
に
お
い
て
講
述
し
た
も
の
を
渡
辺
髭
史
が
筆
記
し
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
平
易
な
表
現

に
書
き
直
し
た
も
の
を
円
了
自
身
が
校
閲
し
て
整
理
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
文
体
は
「
で
あ
る
調
」

と
「
あ
り
ま
す
調
」
が
入
り
混
っ
た
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
奇
妙
な
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
円
了
の
説

く
と
こ
ろ
に
引
き
こ
ま
れ
て
い
く
感
じ
で
あ
る
。

　
本
書
は
通
俗
的
な
仏
教
概
論
と
は
い
え
、
全
一
九
章
に
及
ぶ
体
系
的
な
仏
教
解
説
書
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ま
ず
第
一
章
緒
論
で
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「
仏
教
哲
学
」
と
い
う
場
合
の
仏
教
と
哲
学
と
の
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
仏
教
研
究
法
に
つ
い
て
述
べ
、
第
二
章
総
論
で



仏
教
の
目
的
・
基
本
的
立
場
を
総
説
す
る
。
つ
い
で
第
三
章
で
仏
教
の
諸
宗
派
を
理
論
宗
と
実
際
宗
に
二
分
し
た
う
ち
の
理
論
宗
に

つ
い
て
説
き
、
第
四
章
か
ら
第
五
章
で
仏
教
思
想
史
上
に
お
け
る
有
・
空
・
中
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
思
想
的
発
展
を
論
じ
る

と
い
う
手
続
き
を
と
っ
た
上
で
、
第
六
章
か
ら
第
一
四
章
に
お
い
て
倶
舎
宗
・
成
実
宗
・
法
相
宗
・
三
論
宗
・
『
起
信
論
』
・
天
台
宗
・

華
厳
宗
を
扱
っ
て
い
る
。
第
一
五
章
は
実
際
宗
と
よ
ば
れ
る
諸
宗
派
を
ま
と
め
て
論
じ
、
第
一
六
章
か
ら
第
一
八
章
で
禅
宗
・
日
蓮

宗
・
浄
土
宗
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
、
最
後
に
第
一
九
章
結
論
に
お
い
て
円
了
の
当
時
の
仏
教
界
へ
の
感
想
を
記
し
て
結
語
と
し
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
序
論
・
方
法
論
・
本
論
・
各
論
の
す
べ
て
を
そ
な
え
た
仏
教
概
論
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
第
八
章
法
相
宗
、
第
九
章
三
論
宗
、
第
一
〇
章
『
起
信
論
』
、
第
＝
章
天
台
宗
、
第
一
二
章
華
厳
宗
、
第
一
六
章
禅

宗
の
各
章
の
最
後
に
「
批
判
」
と
い
う
節
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
批
判
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
主
張
を
円

了
自
身
が
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
哲
学
者
の
説
を
あ
げ
て
比
較
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
比
較
哲
学
・
比
較
思
想
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
多
岐
に
わ
た
る
円
了
の
仏
教
論
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
最
初
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
仏
教
と
哲
学
と
の
関
係
、
そ
れ
と

関
連
す
る
仏
教
に
お
け
る
本
体
と
現
象
と
の
関
係
論
な
ど
を
中
心
に
解
説
し
、
そ
の
時
代
的
な
意
味
、
現
代
的
な
意
義
を
考
え
た
い

と
思
う
。

　
円
了
は
仏
教
哲
学
と
か
大
乗
哲
学
、
あ
る
い
は
外
道
哲
学
と
い
う
よ
う
に
、
「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
を
後
分
と
す
る
複
合
語
を
好
ん

で
用
い
て
い
る
が
、
「
哲
学
」
を
含
む
そ
の
複
合
語
の
意
味
を
解
説
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
れ
ら
の
複
合
語
の
意
味
は
自
明
の
こ
と

と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
仏
教
哲
学
と
か
大
乗
哲
学
と
か
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
を
不
明
確
の
ま
ま
に
し
て
お

474
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く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
仏
教
と
哲
学
と
の
関
係
を
述
べ
る
「
緒
言
」
は
重
要
で
あ
る
。

　
円
了
は
ま
ず
一
般
的
な
問
題
の
立
て
方
に
従
っ
て
、
仏
教
は
哲
学
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
仏
教
は
元
来
宗
教
で
あ
る
か
ら
哲
学
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
智
的
な
も
の
は
含
ま
な
い
悟
（
さ
と
り
）
的
宗
教
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

　
「
仏
教
は
一
部
宗
教
た
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
一
部
は
哲
学
よ
り
成
立
し
て
い
る
も
の
と
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な

　
　
い
。
故
に
仏
教
と
い
う
一
つ
の
塊
団
は
そ
の
内
容
、
宗
教
と
哲
学
と
の
相
結
合
し
て
で
き
た
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
い
う
宗
教
と
哲
学
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
と
哲
学
は
ど
の
よ
う
な
点
で

異
な
り
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
円
了
の
哲
学
観
、
宗
教
観
の
根
本
と
な

る
点
を
含
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
当
た
っ
て
、
円
了
は
ま
ず
可
知
的
世
界
と
不
可
知
的
世
界
と
い
う
概
念
を
あ
げ
て
い
る
。
可
知
的
世

界
と
は
文
字
ど
お
り
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
知
識
や
認
識
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
で
い
う
娑
婆

（
し
ゃ
ば
）
世
界
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
世
、
日
常
的
経
験
世
界
の
こ
と
で
あ
る
（
余
談
に
わ
た
る
が
、
こ
の
可
知
的
世
界
を
説
明
す
る

に
当
た
っ
て
、
円
了
は
、
「
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
力
に
よ
っ
て
ど
う
に
で
も
な
る
世
界
で
あ
っ
て
、
人
力
車
が
で
き
て
便
利
だ
と
い
っ

て
い
た
の
が
馬
車
が
で
き
て
さ
ら
に
便
利
に
な
り
、
つ
い
に
電
車
が
で
き
た
が
、
こ
の
後
は
『
空
中
飛
行
器
』
で
も
で
き
て
世
界
中

自
由
に
歩
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
ど
ん
な
こ
と
で
も
ほ
と
ん
ど
人
間
の
力
で
左

右
で
き
ぬ
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
娑
婆
世
界
の
常
態
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏

　
こ
れ
に
対
し
て
、
不
可
知
的
世
界
は
実
体
的
世
界
と
も
真
理
界
と
も
い
い
、
仏
教
の
説
く
真
如
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
も
こ
の
不
可



知
的
世
界
の
別
名
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
間
の
知
力
で
測
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
で
あ
り
、
制
限
を
付
す
る
こ
と
の
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
6

い
絶
対
界
で
あ
る
。
仏
教
で
は
不
可
知
的
世
界
が
真
如
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
可
知
的
世
界
は
万
法
（
諸
法
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
　
4

『
倶
舎
論
』
で
五
位
七
十
五
法
と
い
う
場
合
の
無
為
の
三
法
を
除
く
七
十
二
法
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）
と
呼
ば
れ
る
。

世
界
｛
露
㌶
㌶
㌶
枠
瀦
籔

　
円
了
は
可
知
的
世
界
と
不
可
知
的
世
界
を
右
の
よ
う
に
図
示
し
た
の
ち
に
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
警
喩
を
あ
げ
て

説
明
す
る
。

　
本
体
（
実
体
）
界
は
水
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
現
象
界
は
波
に
似
て
い
る
。
波
が
ど
う
し
て
起
こ
る
か
と
い
う
と
、

風
に
よ
る
の
で
あ
り
、
風
に
よ
っ
て
本
体
界
と
い
う
水
が
動
揺
す
る
の
で
あ
っ
て
、
水
が
動
揺
す
れ
ば
波
と
い
う
現
象
界
が
出
現
す

る
の
で
あ
る
ー
。

　
こ
の
警
喩
に
お
い
て
現
象
界
の
波
、
実
体
界
の
水
は
た
だ
ち
に
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
風
の
存
在
は
な
に
を
意
味
す
る
か
は

明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
円
了
が
本
体
と
現
象
界
と
い
う
と
き
は
、
必
ず
『
大
乗
起
信
論
』
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、
真
如
が
無
明
の
縁
に
よ
っ
て
起
動
し
て
現
象
界
と
し
て
展
開
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
右
に
あ
げ
た
讐
喩
の
う
ち
の
「
風
」
は
三
細
六
鹿
（
さ
ん
さ
い
ろ
く
そ
、
根
本
無
明
の
三
相
と
枝
末
無
明
の

六
相
。
前
者
は
そ
の
相
の
働
き
が
微
細
な
の
で
三
細
と
い
わ
れ
、
後
者
は
粗
大
な
の
で
六
麓
と
い
わ
れ
る
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
可
知
的
世
界
と
不
可
知
的
世
界
の
性
格
・
関
係
を
述
べ
た
の
ち
に
、
哲
学
と
宗
教
の
根
本
的
な
基
礎
の
相
異



説解

を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、

　
　
「
哲
学
は
可
知
的
か
ら
不
可
知
的
に
及
ぼ
し
、
宗
教
は
不
可
知
的
よ
り
可
知
的
に
及
ぼ
す
も
の
で
、
両
々
相
反
し
て
い
る
の
で
す
」

と
定
義
さ
れ
る
。
哲
学
は
知
識
（
認
識
）
を
根
拠
に
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
識
（
認
識
）
は
「
疑
う
」
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
哲
学
は
可
知
的
世
界
に
お
け
る
「
疑
い
」
を
出
発
点
と
し
て
次
第
に
不
可
知
的
世
界
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
真
理

に
至
る
の
で
あ
る
、
と
円
了
は
い
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
の
立
脚
点
は
実
体
と
い
う
不
可
知
的
な
も
の
に
あ
り
、
そ
の
不
可
知
的
な
も
の
を
究
め
る
に
は
「
疑
い
」

で
は
な
く
て
「
信
じ
る
こ
と
」
、
信
仰
に
よ
る
の
で
あ
る
。
円
了
は
そ
の
こ
と
を
、

　
　
「
疑
わ
ず
し
て
信
ず
る
の
で
す
か
ら
直
覚
で
し
ょ
う
。
直
覚
で
あ
る
か
ら
む
ろ
ん
研
究
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
方
針

　
　
は
不
可
知
的
か
ら
可
知
的
に
運
動
す
る
が
順
序
で
、
一
般
の
宗
教
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
釈
迦
が
四
九
年
の
間
、

　
　
横
説
縦
説
し
た
と
い
う
の
も
、
要
す
る
に
基
礎
を
信
仰
に
置
い
た
結
果
で
あ
り
ま
す
。
」

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
哲
学
と
宗
教
は
そ
の
進
む
方
向
は
違
う
の
で
あ
る
が
、
共
に
不
可
知
的
な
も
の
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
「
極

密
着
の
関
係
」
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
円
了
の
「
仏
教
哲
学
」
を
考
え
る
場
合
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
心
理
学
の
上
か
ら
み
た
哲
学
と
宗
教
の
区
別
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
哲
学
に
対
す
る
心
の
作
用
と
宗
教

に
対
す
る
心
の
作
用
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
両
者
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
哲
学
は
智
力
の

作
用
に
基
礎
を
置
い
て
、
常
に
天
地
間
の
道
理
を
科
学
的
に
追
究
す
る
こ
と
を
本
務
と
し
、
宗
教
は
も
っ
ぱ
ら
感
情
的
な
も
の
に
基

礎
を
置
い
て
信
仰
に
よ
っ
て
実
体
界
に
至
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
を
立
て
る
宗
教
に
お
い
て
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4

は
、
そ
の
窮
極
が
啓
示
、
天
啓
を
心
に
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
関
係
は
左
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
し
て
哲
学
と
宗
教
と
の
関
係
が
、
可
知
的
世
界
と
不
可
知
的
世
界
と
い
う
こ
と
を
介
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
仏
教
に
つ
い
て
は
哲
学
と
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
。
円
了
が
主
張
し
た
い
の
は
、
実
は
こ
の

問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
は
科
学
的
で
あ
る
か
、
非
科
学
的
で
あ
る
か
。
円
了
の
い
う
科
学
的
と
は
哲
学
の
こ
と
で
あ
り
、

非
科
学
的
と
は
宗
教
の
こ
と
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
う
と
、
仏
教
は
浬
薬
の
実
在
を
認
め
、
浬
磐
に
至
る
実
践
を
重
視
す
る
と
い
う

点
か
ら
い
え
ば
ま
さ
に
宗
教
で
あ
り
、
人
々
が
実
践
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
浬
藥
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
の
根
拠
を
、
理

論
の
上
か
ら
明
ら
か
に
す
る
面
は
哲
学
に
属
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て

　
　
「
と
に
か
く
仏
教
は
理
論
と
実
際
、
す
な
わ
ち
哲
学
と
信
仰
と
の
二
大
部
分
よ
り
で
き
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
こ
と
は
決
し

　
　
て
疑
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
。
故
に
仏
教
は
哲
学
に
深
い
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
い
、
実
に
仏
教
は
他
の
宗
教

　
　
と
そ
の
根
底
組
織
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
承
知
願
い
た
い
。
」

と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
円
了
が
「
仏
教
哲
学
」
と
か
「
大
乗
哲
学
」
と
か
い
う
場
合
の
「
哲
学
」
の
意
味
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
故
大
鹿
実
秋
教
授
は
『
大
乗
哲
学
』
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
、
大
乗
哲
学
と
い
う
複
合
語
を
「
大
乗
仏
教
即
哲
学
」
と
持

業
釈
（
△
窃
9
壱
江
く
o
ユ
⑱
9
「
ヨ
日
①
江
く
①
）
で
読
ま
る
べ
き
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
（
「
井
上
円
了
の
『
大
乗
哲
学
』
」
『
井
上
円

了
の
学
理
思
想
』
四
五
頁
）
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
仏
教
に
は
哲
学
的
な
面
と
宗
教
的
な
面
の
双
方
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
円
了
の
主
張
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
哲
学
は
「
大
乗
仏
教
の
哲
学
」
「
大
乗
仏
教
の
も
つ
哲
学
」
の
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
依
主
釈
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（
↓
①
9
已
日
留
）
に
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仏
教
の
最
終
目
的
は
浬
磐
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
浬
築
は
言
語
を
超
え

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
論
証
し
解
説
し
た
も
の
が
哲
学
的
な
面
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
仏
教
教
義
は
そ
れ
自
体
が

哲
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
で
は
大
乗
仏
教
即
哲
学
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
仏
教
の
中
心
が
「
真
如
」
で
あ
る
こ
と
は
、
円
了
の
著
作
の
い
ず
れ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
で

も
そ
の
こ
と
が
繰
り
返
し
・
王
張
さ
れ
て
お
り
、
『
仏
教
通
観
』
は
そ
の
意
味
で
真
如
観
に
基
づ
く
仏
教
概
論
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
真
如
と
は
浬
磐
の
実
在
で
あ
り
、
不
可
知
的
で
あ
っ
て
、
た
だ
実
証
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
解
釈
、
あ
る
い
は
論
理
的
に
説
明
す
る
場
合
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
と
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
哲
学
が
展
開
さ
れ
る
。
中

国
や
日
本
で
展
開
し
た
仏
教
は
す
べ
て
こ
の
真
如
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
宗
派
で
あ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　
「
法
相
宗
に
て
は
唯
識
と
い
い
、
三
論
宗
に
て
は
八
不
と
い
い
、
摂
論
宗
に
て
は
蓄
摩
羅
識
（
あ
ま
ら
し
き
）
と
い
い
、
地
論

　
　
宗
に
て
は
阿
梨
耶
識
（
あ
り
や
し
き
）
と
い
い
、
天
台
宗
に
て
は
三
諦
円
融
と
い
い
、
華
厳
宗
に
て
は
事
事
無
磯
と
い
い
、
真

　
　
言
宗
に
て
は
阿
字
本
不
生
と
い
い
、
ま
た
大
日
如
来
、
六
大
無
擬
と
も
い
い
、
禅
宗
に
て
は
浬
磐
妙
心
と
い
い
、
ま
た
正
法
眼

　
　
蔵
、
仏
心
印
と
い
い
、
日
蓮
宗
に
て
は
十
界
曼
陀
羅
と
い
い
、
浄
土
真
宗
に
て
は
極
楽
、
安
楽
、
安
養
、
浄
土
、
ま
た
は
無
量

　
　
光
明
土
、
阿
弥
陀
如
来
と
種
々
の
異
名
が
つ
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
み
な
釈
迦
大
悟
底
の
浬
秦
そ
の
も
の
に
対
す
る
思
想
の

　
　
開
展
で
あ
ろ
う
。
」

　
こ
の
よ
う
に
浬
藥
・
真
如
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
中
国
・
日
本
の
各
宗
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
、
真
如
を
真
如
と
し
て
説
く
だ
け
で
は
な
く
、
真
如
、
す
な
わ
ち
本
体
（
不
可
知
界
）
と
現
象
（
可
知
界
）
と
の
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
9

明
ら
か
に
理
解
で
き
た
と
き
、
仏
教
の
大
要
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
釈
尊
の
大
悟
の
境
地
は
　
4



私
た
ち
に
と
っ
て
は
不
可
知
、
不
可
思
議
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
禅
宗
で
教
外
別
伝
と
い
う
よ
う
に
相
対
的
個
人
が
直
接
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0

感
応
道
交
し
、
実
証
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
悟
の
内
容
を
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
「
真
如
」
　
4

（け

b
庁
讐
餌
）
と
い
う
語
が
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
用
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
主
体
な
る
も
の
を
真
如
と
呼
ん
だ
と

た
ん
に
そ
れ
は
相
対
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
。
円
了
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ん
だ
上
で
真
如
と
い
う
言
葉
を
使

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
仏
教
に
お
い
て
は
本
体
と
現
象
と
の
関
係
を
説
明
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
縁
起
」
と
い
う
観
念
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
縁
起
は
「
因
縁
に
よ
っ
て
種
々
の
現
象
界
の
事
物
が
生
起
す
る
と
い
う
意
味
で
、
本
体
界
よ
り
い
ろ
い

ろ
の
現
象
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
真
如
よ
り
万
物
が
展
開
す
る
と
主
張
す
る
、
い
わ
ゆ
る
真
如
縁
起
を

い
う
の
で
あ
る
。
円
了
の
真
如
観
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
義
雄
博
士
の
研
究
が
あ
る
が
（
「
学
祖
の
建
学
精
神
た
る
真
如
観
と
妖

怪
学
」
『
井
上
円
了
の
学
理
思
想
』
五
頁
以
下
）
、
今
こ
こ
で
そ
の
真
如
観
の
特
色
を
再
度
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

円
了
の
真
如
縁
起
観
は
、
第
一
〇
章
『
起
信
論
』
に
お
い
て
本
覚
と
始
覚
に
つ
い
て
解
説
す
る
う
ち
に
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

今
そ
の
要
旨
を
挙
げ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
が
迷
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
迷
い
の
本
源
は
真
如
で
あ
る
。
真
如
の
水
に
無
明
の
業
風
が
吹
く
と
た
ち

　
　
ま
ち
波
が
起
こ
り
、
波
が
起
こ
っ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
迷
い
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
迷
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

　
　
を
始
め
て
覚
っ
た
の
が
始
覚
で
あ
る
。
始
め
て
覚
る
と
い
っ
て
も
、
本
来
、
不
生
不
滅
の
覚
体
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
始
め
て

　
　
で
も
覚
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
始
め
て
で
も
覚
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
覚
体
と
い
う
本
覚
が
あ
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。



説解

　
円
了
の
真
如
論
は
、
真
如
を
本
体
と
呼
び
、
実
在
と
名
付
け
て
、
そ
れ
よ
り
善
悪
す
べ
て
の
存
在
が
展
開
す
る
と
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
一
見
す
る
と
唯
一
絶
対
な
る
実
在
ブ
ラ
フ
マ
ン
か
ら
一
切
の
諸
存
在
が
展
開
す
る
と
説
く
イ
ン
ド
正
統
派
の
主
張
と
相

似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
真
如
を
万
法
展
開
以
上
の
根
源
的
実
在
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
在
の
学
界
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
合
鯉
〒
＜
抽
合
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
空
観
の
立
場
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
挙
げ
た
円
了
の
本
覚
・
始
覚
論
を
み
る
と
き
、
真
如
は
実
証
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
実
践
者
が
実
証
す
る

と
い
う
働
き
に
中
心
を
置
い
て
、
実
践
者
が
迷
い
を
自
覚
で
き
る
（
し
た
が
っ
て
悟
り
へ
の
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
る
）
根
拠
と
し

て
真
如
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
一
方
的
に
真
如
が
迷
い
と
悟
り
の
両
面
に
展
開
し
て
行
く
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
個
人
が
必
ず
悟
れ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
、
実
践
し
、
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
円
了
が
実

在
か
ら
現
象
界
が
展
開
す
る
と
い
う
面
の
み
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
仏
教
全
体
は
理
論
門
と
応
用
門
、
理
論
宗
と
実
際
宗
に
大
別
さ
れ
る
に
際
し
て
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
仏
教

を
理
論
と
応
用
の
二
つ
に
分
け
て
扱
う
の
は
円
了
の
仏
教
論
の
方
法
論
的
特
色
の
一
つ
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
「
哲
学
の
方
面
を
理

論
門
と
名
付
け
、
宗
教
の
部
分
を
応
用
門
と
名
付
く
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
真
如
を
自
分
の
う
ち
に
実
現
し
て
い
く
の
が
宗
教
た

る
仏
教
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
追
究
す
る
こ
と
が
哲
学
た
る
仏
教
の
任
務
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
日
本
仏
教
一

五
宗
が
二
分
さ
れ
、
倶
舎
・
成
実
・
法
相
・
三
論
・
天
台
・
華
厳
・
真
言
の
七
宗
が
理
論
宗
に
、
臨
済
・
曹
洞
・
黄
粟
・
日
蓮
・
融

通
念
仏
・
時
・
浄
土
・
真
宗
の
八
宗
が
実
際
宗
に
配
当
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
理
論
宗
た
る
七
宗
を
概
説
し
終
わ
っ
た
結
論
と
し
て
、
円
了
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

　
　
「
い
ず
れ
の
宗
教
も
理
論
の
上
に
お
い
て
こ
の
世
界
に
不
生
不
滅
の
本
体
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
説
く
が
、
そ
の
不
生
不
滅
の



　
　
体
は
真
如
で
す
。
そ
こ
で
こ
の
本
体
が
世
界
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
理
論
の
上
に
て
は
こ
れ
を
話
し
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
2

　
　
し
ょ
う
が
、
果
た
し
て
こ
れ
に
達
す
る
の
道
が
あ
る
や
、
否
や
と
い
う
に
、
理
論
の
上
か
ら
説
明
す
る
と
、
真
如
が
開
発
し
て
　
4

　
　
森
羅
の
諸
象
と
な
っ
た
も
の
ゆ
え
そ
の
末
た
る
諸
法
か
ら
進
ん
で
、
真
如
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
十
二
因
縁
を

　
　
逆
に
観
ず
る
は
ひ
と
し
き
も
の
に
相
違
な
い
。
し
か
る
に
理
論
を
離
れ
た
る
実
際
の
上
か
ら
説
明
せ
ん
に
は
、
よ
ほ
ど
困
難
を

　
　
感
ず
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
て
疑
わ
ん
の
は
、
こ
の
迷
妄
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
え
ば
必
ず
真
如
の
霊
光
に
接

　
　
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
真
如
に
達
す
る
の
が
す
な
わ
ち
応
用
で
あ
る
。
」

　
円
了
の
解
説
の
中
で
「
そ
の
真
如
に
達
す
る
の
が
す
な
わ
ち
応
用
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
真
如
に
達
す
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
仏
教
通
観
』
を
解
説
す
る
に
当
た
っ
て
、
最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
仏
教
各
宗
を
論
ず
る
各
章
の
終
わ
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
の
立
場
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
思
想
家
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
八
章
法
相
宗
で
は
法
相
唯
心
論
と
西
洋
哲
学
の
唯
心
論
が
比
較
さ
れ
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
説
と
の
比

較
が
行
わ
れ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
へ
ー
ゲ
ル
と
の
比
較
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
九
章
三
論
宗
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
と

の
比
較
が
、
第
一
〇
章
『
起
信
論
』
で
は
「
『
起
信
論
』
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
唯
心
論
に
も
似
て
い
る
し
、
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
説
に
も
似

て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
第
＝
章
天
台
宗
、
第
一
二
章
華
厳
宗
、
第
一
三
章
真
言
宗
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
思
想
と
の
比
較
こ

そ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る
哲
学
を
も
つ
宗
派
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
、
と
く
に
「
本
体
と
現

象
」
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
簡
単
な
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
深
く
論
究
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
円
了
の
仏
教

書
が
比
較
思
想
論
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
書
を
含
め
て
、
今
後
さ
ら



に
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

説解

　
　
　
仏
教
大
意

　
本
書
は
明
治
三
二
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
講
義
録
で
あ
る
。
「
余
が
今
回
の
仏
教
講
義
は
全
く
仏
教
の
知
識
な
き
も
の
に
、
仏
理
の

　
端
を
指
摘
せ
ん
と
欲
し
て
そ
の
大
要
を
一
言
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
を
題
し
て
仏
教
大
意
と
い
う
。
そ
の
実
、
大
意
中
の
大

意
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
わ
ず
か
五
九
頁
の
う
ち
に
仏
教
の
大
意
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
中
心
課
題
を
凝
縮
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
『
仏
教
通
観
』
が
序
論
・
方
法
論
・
論
述
・
結
論
を
完
備
し
た
い
わ
ば
広
論
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
書
は
同
じ
内

容
を
一
〇
講
に
ま
と
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
小
冊
子
で
あ
る
が
故
に
、
か
え

っ
て
円
了
の
仏
教
観
が
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
『
仏
教
通
観
』
で
述
べ
ら
れ
る
事
項
が
い
っ
そ
う
簡
潔

な
形
で
、
ほ
と
ん
ど
本
書
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
仏
教
通
観
』
と
『
仏
教
大
意
』
の
ど
ち
ら
を
さ
き
に
読
ん
で
も

よ
い
が
、
や
は
り
『
通
観
』
で
方
法
論
や
目
的
を
正
確
に
理
解
し
、
『
大
意
』
で
そ
れ
を
整
理
し
て
確
か
め
る
と
い
う
読
み
方
が
、
円

了
の
仏
教
観
を
知
る
た
め
に
は
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
古
来
「
仏
教
に
は
八
万
四
千
の
法
門
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
に
始
ま
る
仏
教
は
イ
ン
ド
、
中
国
を
経
て
日
本
に

伝
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
と
し
て
成
立
し
、
思
想
的
に
も
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
や
国
、
民
族
な

ど
を
超
え
た
、
仏
教
と
し
て
一
貫
す
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば
仏
教
の
真
理
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
知
る
こ
と
が
、

仏
教
学
（
円
了
は
仏
学
と
呼
ん
で
い
る
）
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
仏
教
の
八
万
四
千
の
教
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え
を
つ
ら
ぬ
く
、
「
要
目
（
か
な
め
）
」
あ
る
い
は
「
神
髄
」
は
な
に
か
。
そ
れ
は
真
如
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
円
了
は



真
如
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　
　
「
真
如
と
は
真
は
真
実
を
義
と
し
、
如
は
如
同
あ
る
い
は
如
常
を
義
と
し
、
そ
の
体
、
真
実
に
し
て
常
住
不
変
な
る
の
い
わ
れ

　
　
な
り
。
も
し
真
如
の
体
は
な
に
も
の
に
し
て
い
ず
れ
に
存
す
や
を
問
わ
ば
、
わ
が
心
す
な
わ
ち
真
如
な
り
と
答
え
て
足
れ
り
と

　
　
す
。
換
言
す
れ
ば
、
わ
が
心
の
本
体
す
な
わ
ち
真
如
に
し
て
、
こ
の
心
の
ほ
か
い
ず
れ
に
向
か
い
て
真
如
を
求
め
ん
や
。
故
に

　
　
真
如
の
一
名
を
法
性
と
も
唯
心
と
も
一
心
と
も
い
う
。
こ
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
み
る
に
、
仏
教
の
第
一
原
理
に
し
て
根
本
の
道

　
　
理
た
る
も
の
は
、
真
如
の
一
心
な
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
」

　
辟
言
喩
的
表
現
の
使
用
を
好
む
円
了
は
、
「
仏
教
の
真
如
（
も
し
く
は
一
心
）
に
お
け
る
は
な
お
ヤ
ソ
教
の
”
ゴ
ッ
ド
”
に
お
け
る
が

ご
と
し
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
は
誤
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
よ
う
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
円
了
が
仏
教
の
真

如
と
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
同
じ
だ
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
真
如
と
神
が
両
教
の
「
要
目
（
か
な
め
）
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
な
け
れ

ば
両
教
は
成
立
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
真
如
と
神
の
本
質
が
同
じ
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
円
了
は
さ
ら
に

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
あ
た
る
の
は
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
」
と
い
う
仏
者
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ブ
ッ
ダ
は
も
と
よ
り
三
宝
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
円
了
は
ブ
ッ
ダ
の
本
質
を
真
如
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
よ

く
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
仏
教
の
要
目
は
真
如
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
仏
教
は
「
真
如
教
」
で
あ
り
、
「
真
如
為
本
教
」
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
こ
の
真
如
は
仏
陀
そ
の
も
の
で
あ
り
、
成
仏
と
い
う
こ
と
も
真
如
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
「
成
仏
そ
の
こ
と
は
真
如
に
体
達
同
化
す
る
意
に
外
な
ら
ず
。
真
如
を
離
れ
成
仏
を
説
く
べ
か
ら
ず
。
た
と
え
わ
れ
に
て
も
か

　
　
れ
に
て
も
権
助
に
て
も
三
助
に
て
も
、
い
や
し
く
も
そ
の
心
に
真
如
の
本
性
を
開
顕
し
き
た
ら
ば
み
な
成
仏
に
し
て
、
権
助
如
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来
も
で
き
る
べ
く
、
三
助
大
菩
薩
も
あ
る
べ
き
理
な
り
。
」

　
円
了
の
仏
教
観
は
右
の
文
に
説
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
仏
教
大
意
』
は
、
以
上
の
よ
う
な
真
如
を
中
心
に
し
た
仏
教
観
が
手
際
よ
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
解
説
の
必
要
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
最
後
に
「
哲
学
と
宗
教
」
の
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
仏
教
は
哲
学
か
宗
教
か
と
い
う
問
題
は
『
仏
教
通
観
』

に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
が
、
本
書
で
も
第
二
回
総
論
に
お
い
て
、

　
　
「
仏
教
の
一
半
は
哲
学
に
し
て
一
半
は
宗
教
な
り
」

　
　
「
哲
学
は
原
理
に
し
て
宗
教
は
応
用
な
り
」

　
　
「
宗
教
は
目
的
に
し
て
哲
学
は
方
便
な
り
」

と
い
う
よ
う
に
明
確
な
定
義
を
行
い
、
「
こ
れ
を
要
す
る
に
仏
教
は
哲
学
と
宗
教
と
の
両
区
域
に
ま
た
が
る
も
の
な
り
。
し
か
る
に
そ

の
一
方
を
と
り
て
互
い
に
相
争
う
が
ご
と
き
は
、
あ
た
か
も
甲
州
人
は
富
士
山
を
指
し
て
己
の
国
の
山
な
り
と
い
い
、
駿
州
人
は
己

の
山
な
り
と
い
い
て
、
互
い
に
相
争
う
が
ご
と
し
。
こ
れ
識
者
の
大
い
に
笑
う
と
こ
ろ
な
り
。
」
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
円
了
が
仏

教
各
宗
を
理
論
宗
と
実
際
宗
に
二
分
し
、
さ
ら
に
前
者
を
哲
学
門
と
宗
教
門
に
分
け
て
扱
う
の
は
、
右
に
挙
げ
た
宗
教
と
哲
学
と
の

関
係
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

説解

　
　
　
大
乗
哲
学

　
本
書
は
「
哲
学
館
講
義
録
」
仏
教
科
第
一
四
輯
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
明
治
三
八
年
一
二
月
）
。
第
一
講
　
大
乗
名
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜥

論
、
第
二
講
　
大
乗
仏
説
論
、
第
三
講
　
万
法
論
、
第
四
講
　
真
如
論
、
第
五
講
　
真
如
万
法
関
係
論
、
第
六
講
　
結
論
、
お
よ
び



付
講
　
大
乗
仏
説
非
仏
説
の
断
案
の
六
講
、
一
付
講
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
み
れ
ば
第
一
と
第
二
、
お
よ
び
付
講
が

「
大
乗
」
と
い
う
言
葉
の
考
察
と
大
乗
仏
説
・
非
仏
説
の
問
題
を
扱
い
、
他
の
部
分
が
真
如
の
問
題
を
論
じ
る
と
い
う
形
成
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『
仏
教
通
観
』
や
『
仏
教
大
意
』
が
真
如
の
問
題
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
仏
教
全
体
を
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
書

は
大
乗
仏
教
に
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
つ
の
問
題
と
い
っ
て
も
大
乗
の
名
義
と
仏
説
非
仏
説

の
問
題
は
序
論
的
な
役
割
を
持
つ
の
で
あ
り
、
本
書
の
主
た
る
目
的
は
大
乗
仏
教
の
要
目
と
し
て
の
真
如
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
大
乗
哲
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
大
乗
の
哲
学
を
解
明
す
る
書
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
大
乗
の

哲
学
の
中
心
と
し
て
の
真
如
論
の
立
場
か
ら
諸
宗
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。

　
第
一
講
大
乗
名
義
論
で
は
、
ま
ず
大
乗
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
小
乗
と
比
較
し
て
大
乗
の
意
義
が
説

か
れ
る
。
円
了
は
大
乗
と
小
乗
を
比
較
す
る
に
当
た
り
、
イ
ン
ド
成
立
の
諸
経
論
、
中
国
成
立
の
諸
論
を
挙
げ
て
大
乗
の
優
れ
た
点

を
論
証
し
て
い
る
が
、
「
こ
れ
仏
教
上
、
古
来
唱
う
る
と
こ
ろ
に
つ
き
て
大
小
乗
の
異
同
を
表
示
せ
る
の
み
。
も
し
哲
学
上
こ
れ
を
較

す
れ
ば
」
と
し
て
、

　
　
小
乗
ー
客
観
論
・
多
元
論
・
相
対
論
・
分
析
論
・
現
象
論

　
　
大
乗
ー
主
観
論
・
一
元
論
・
絶
対
論
・
唯
心
論
・
本
体
論

と
い
う
対
比
を
行
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
円
了
の
大
小
乗
観
の
特
色
は
た
だ
い
た
ず
ら
に
大
小
乗
の
間
の
優
劣
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、

　
　
「
小
乗
と
大
乗
と
の
別
は
た
だ
表
面
に
存
す
る
の
み
に
し
て
、
裏
面
に
は
一
味
平
等
、
同
体
不
二
の
理
を
含
む
。
こ
れ
を
た
と
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説解

　
　
う
る
に
一
帯
の
江
流
を
信
州
に
あ
り
て
は
千
曲
川
と
呼
び
、
越
後
に
入
れ
ば
信
濃
川
と
呼
ぶ
が
ご
と
く
、
同
一
源
よ
り
発
す
る

　
　
仏
教
の
初
代
に
行
わ
れ
し
も
の
を
小
乗
と
呼
び
、
後
代
に
盛
ん
な
り
し
も
の
を
大
乗
と
呼
ぶ
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
小
乗
・
大
乗
を
対
立
す
る
も
の
と
は
し
な
い
で
思
想
発
達
の
段
階
と
し
て
と
ら
え
、
仏
教
思
想
史
の
上
か
ら
み
れ

ば
大
乗
仏
教
の
土
台
と
な
っ
た
の
が
小
乗
教
学
で
あ
る
と
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
「
要
す
る
に
小
乗
の
長
所
は
実
践
に
あ
り
て
、
大
乗
の
長
所
は
理
論
に
あ
り
。
な
お
花
は
紅
に
し
て
柳
は
緑
な
る
が
ご
と
し
。

　
　
（
中
略
）
そ
れ
大
乗
の
理
論
は
す
な
わ
ち
高
し
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
小
乗
の
基
礎
の
上
に
さ
ら
に
建
設
せ
る
に
よ
る
の
み
。
故

　
　
に
も
し
大
乗
中
よ
り
小
乗
を
除
き
去
ら
ば
、
大
乗
自
体
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
壊
頽
せ
ざ
る
を
得
ず
。
」

　
円
了
の
説
く
「
仏
教
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
大
乗
仏
教
で
あ
る
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
講
大
乗
仏
説
論
に
つ
い
て
は
、
故
大
鹿
実
秋
教
授
の
論
考
（
「
井
上
円
了
の
『
大
乗
哲
学
』
」
、
『
井
上
円
了
の
学
理
思
想
』
所

収
）
が
あ
り
、
円
了
の
大
乗
仏
説
・
非
仏
説
論
の
特
色
な
ど
に
つ
い
て
は
同
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
第
三
講
万
法
論
以
下
は
、
円
了
の
仏
教
観
の
核
心
と
な
る
真
如
論
で
あ
る
。
円
了
は
万
法
と
い
う
場
合
の
法
（
穿
碧
日
①
）
に
つ
い

て
論
ず
る
。
仏
典
に
お
い
て
は
多
く
の
仏
教
語
の
う
ち
で
法
と
い
う
言
葉
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
、
し
か
も
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

で
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
法
は
ω
仏
法
と
い
う
よ
う
に
仏
教
そ
の
も
の
を
指
し
、
②
法
界
（
匹
ゴ
①
「
∋
①
ー
△
芦
餌
⇔
已
）
、
法
身
（
穿
曽
∋
①

－
ズ
剖
①
）
、
法
性
（
口
庁
①
叶
巳
P
③
1
ロ
ゴ
助
け
已
）
と
い
う
場
合
の
法
、
③
法
執
、
法
処
（
穿
胃
日
①
－
習
巴
①
o
①
）
と
い
う
場
合
の
法
、
ω
三
法
印
、

⑤
七
十
五
法
、
百
法
と
い
う
場
合
の
法
な
ど
、
さ
ら
に
は
法
華
、
法
相
、
法
灯
、
法
門
、
法
味
、
法
楽
、
法
師
、
法
弟
と
い
う
よ
う

に
、
仏
教
経
典
は
「
仏
書
は
法
字
畑
、
あ
る
い
は
法
字
博
覧
会
と
異
名
し
て
可
な
り
」
と
し
て
、
『
倶
舎
論
』
な
ど
に
よ
っ
て
合
自
日
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
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4

の
意
味
を
考
察
し
、



　
　
「
要
す
る
に
法
す
な
わ
ち
達
磨
に
は
軌
範
の
義
と
任
持
の
義
と
両
義
あ
り
て
、
軌
範
は
物
解
を
生
ず
る
ゆ
え
ん
、
任
持
は
自
性

　
　
を
失
わ
ざ
る
ゆ
え
ん
を
い
う
。
故
に
そ
の
両
義
を
合
す
れ
ば
一
切
の
事
物
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
を
俗
解
す
れ
ば
、

　
　
な
お
物
柄
（
も
の
が
ら
）
と
い
う
が
ご
と
し
。
（
中
略
）
も
し
法
の
原
語
は
軌
範
も
し
く
は
軌
持
を
義
と
す
る
な
ら
ば
、
シ
ナ
の

　
　
い
わ
ゆ
る
法
度
・
法
則
・
法
律
等
と
そ
の
意
を
同
じ
う
す
る
は
言
を
待
た
ず
。
」

と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
界
で
は
、
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
ガ
イ
ガ
ー
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ガ
イ
ガ
ー
共
著
『
パ
ー
リ
聖
典
の
ダ
ン
マ
』

（
呂
①
ぬ
△
巴
o
昌
①
旨
匹
綱
一
旨
①
一
日
O
o
［
σ
q
⑦
「
…
勺
鯛
一
一
〇
ゴ
①
∋
∋
P
ζ
已
忌
o
ゴ
一
㊤
N
」
）
に
お
い
て
原
始
経
典
中
の
ダ
ン
マ
（
法
）
の
研
究
が

発
表
さ
れ
、
こ
れ
を
批
評
す
る
形
で
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
ス
コ
イ
が
『
小
乗
仏
教
概
論
』
（
↓
庁
゜
o
o
吟
合
o
「
ひ
彗
ω
ξ
”
↓
庁
o
O
o
コ
耳
巴
O
o
コ
0
8
－

江
o
コ
○
〔
ロ
ニ
巳
穿
尻
∋
㏄
コ
ユ
日
8
白
｛
コ
ひ
Q
o
｛
芸
o
≦
o
己
O
冨
「
∋
P
問
o
ぺ
巴
〉
°
・
品
江
o
o
o
o
o
｛
o
［
□
↑
o
o
ユ
o
コ
ち
N
ω
゜
金
岡
秀
友
訳
、
理
想

社
、
昭
和
三
八
年
）
に
お
い
て
試
み
た
こ
と
を
円
了
は
『
大
乗
哲
学
』
に
お
い
て
論
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

『
大
乗
哲
学
』
は
講
義
録
で
あ
る
か
ら
全
仏
教
書
に
わ
た
る
完
全
な
論
究
は
み
ら
れ
な
い
が
、
仏
教
の
諸
概
念
の
な
か
で
「
法
」
に

注
目
し
、
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
ガ
イ
ガ
ー
や
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
ス
コ
イ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
本
書
の
中
心
と
な
る
の
は
第
四
講
・
真
如
論
で
あ
る
。
円
了
は
ま
ず
真
如
の
名
義
を
論
じ
て
、
『
大

般
若
経
』
（
五
三
二
巻
、
四
四
一
巻
）
、
『
唯
識
論
』
（
巻
二
の
六
、
巻
九
の
三
）
、
『
唯
識
述
記
』
（
巻
九
末
の
四
、
巻
五
）
、
『
起
信
論
義

記
』
（
巻
上
の
三
一
）
、
『
起
信
論
浄
影
疏
』
『
起
信
論
海
東
疏
』
（
巻
上
の
七
）
、
『
大
乗
止
観
』
（
伝
通
記
巻
二
の
三
一
）
の
文
を
挙
げ

た
上
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

　
　
「
こ
れ
を
要
す
る
に
、
真
如
と
は
真
実
如
常
の
義
と
解
す
る
を
も
っ
て
足
れ
り
と
す
。
す
な
わ
ち
世
界
の
本
体
は
真
実
如
常
に
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説解

　
　
し
て
、
常
住
実
在
せ
る
を
も
っ
て
こ
れ
を
名
付
け
て
真
如
と
い
う
な
り
。
」

　
「
真
実
如
常
」
「
常
住
実
在
」
と
い
う
表
現
は
一
見
す
る
と
実
在
的
な
も
の
を
認
め
る
か
の
印
象
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

　
　
「
こ
れ
を
真
如
と
い
う
は
も
と
よ
り
仮
名
に
し
て
、
そ
の
体
の
一
斑
を
表
示
せ
る
に
過
ぎ
ず
。
」

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
言
語
道
断
の
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
境
地
を
仮
に
真
如
と
名
付
け
る
、
と
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
円
了

自
身
も
不
思
議
庵
主
、
護
国
愛
理
道
人
、
四
聖
堂
、
三
聖
堂
主
人
、
三
禁
一
楽
（
三
禁
と
は
禁
酒
、
禁
煙
、
禁
筆
、
一
楽
と
は
古
書

道
楽
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
）
、
無
芸
庵
拙
筆
居
士
、
非
僧
非
俗
道
人
、
先
天
学
人
と
い
う
名
で
自
ら
を
号
し
、
ま
た
世
間
か
ら

は
妖
怪
博
士
、
化
物
先
生
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
仮
の
名
で
あ
っ
て
異
な
っ
た
内
容
を
示
す
の
で
は
な
い
の
と
同
様
で

あ
る
と
い
う
。

　
　
「
わ
ず
か
に
身
長
五
尺
三
寸
、
体
重
一
五
貫
目
を
有
す
る
拙
者
す
ら
な
お
か
く
の
ご
と
し
。
い
わ
ん
や
世
界
万
有
の
本
源
実
体

　
　
た
る
絶
対
不
二
、
平
等
唯
一
の
真
如
に
お
い
て
を
や
。
こ
れ
に
億
万
の
称
号
異
名
を
付
す
る
も
、
な
お
そ
の
相
状
を
尽
く
す
べ

　
　
か
ら
ず
。
も
し
万
法
即
真
如
の
理
に
よ
り
こ
れ
を
推
せ
ば
、
人
獣
草
木
は
も
ち
ろ
ん
、
日
月
星
辰
、
国
土
山
川
に
至
る
ま
で
こ

　
　
と
ご
と
く
み
な
真
如
な
り
。
微
花
小
草
も
真
如
な
れ
ば
、
浮
雲
流
水
も
真
如
な
り
。
噂
々
た
る
鶯
語
は
真
如
の
声
に
し
て
、
妬
々

　
　
た
る
花
容
は
真
如
の
色
な
り
。
木
葉
の
風
に
瓢
え
る
は
真
如
の
舞
に
し
て
、
魚
の
水
に
泳
ぐ
は
真
如
の
踊
り
な
り
。
か
く
の
ご

　
　
と
く
解
す
る
と
き
は
有
形
の
真
如
、
有
声
の
真
如
、
有
色
の
真
如
、
有
舞
の
真
如
等
と
次
第
せ
ざ
る
を
得
ず
。
け
だ
し
大
乗
哲

　
　
学
の
妙
味
は
こ
こ
に
至
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
知
る
べ
か
ら
ず
。
」

　
右
の
文
を
注
意
し
て
読
め
ば
、
円
了
が
「
実
体
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
正
統
派
の
主
張
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
唯

一
無
二
の
実
体
、
実
在
を
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
諸
存
在
を
有
為
法
（
ω
①
ゴ
ロ
o
D
ズ
「
［
③
）
と
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無
為
法
（
①
゜
o
①
∋
o
カ
ズ
詳
㏄
）
と
に
分
け
た
場
合
の
無
為
法
に
当
た
る
と
も
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
的
な
存
在
で
あ
る
は

ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
円
了
の
真
如
論
に
お
い
て
は
万
法
が
真
如
よ
り
出
て
真
如
に
入
る
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
が
あ
り
、

　
　
「
オ
ー
ム
と
い
う
こ
の
字
音
は
、
こ
の
一
切
（
の
世
界
）
で
あ
る
。
そ
の
解
説
は
（
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
）
。
す
な
わ
ち
、
か
つ

　
　
て
あ
っ
た
も
の
（
過
去
）
、
現
に
あ
る
も
の
（
現
在
）
、
あ
る
で
あ
ろ
う
も
の
（
未
来
）
と
い
う
一
切
の
も
の
は
オ
ー
ム
と
い
う

　
　
字
音
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
三
世
を
こ
え
た
そ
れ
以
外
の
も
の
も
オ
ー
ム
と
い
う
字
音
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

　
　
o
∋
詳
ぺ
o
S
匹
①
冨
胃
①
目
己
①
日
゜
力
①
署
①
日
8
°
。
吉
自
田
く
葛
π
庁
コ
為
口
①
日
亘
冨
S
日
ひ
冨
く
註
げ
冨
≦
°
カ
ペ
毘
｛
江
゜
力
曽
く
①
9
0
日
ズ
抽
日

　
　
Φ
＜
ミ
着
口
8
碧
吉
二
「
完
巴
①
山
9
①
目
⇔
毘
①
要
o
日
ズ
餌
日
o
＜
①
＼
（
］
≦
ぎ
○
呂
π
さ
－
も
①
己
。
・
①
∈
＞
8
口
全
㌣
獣
田
∋
①
Φ
畠
江
o
口
）

　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

と
い
う
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
的
な
表
現
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
た
め
に
、
円
了
が
真
如
を
ア
ー
ト
マ
ン
的
に
と
ら
え
て
い
る
か
の
よ

う
な
誤
解
を
う
け
る
可
能
性
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
あ
え
て
蛇
足
を
加
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
真
如
を
中
心
と
し
た
天
台
・
華
厳
を
は
じ
め
と
す
る
各
宗
の
教
義
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
円
了
の
仏

教
観
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
真
如
の
本
質
は
老
子
の
「
無
名
」
、
易
の
「
大
極
」
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
理
想
」
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
本

質
」
、
カ
ン
ト
の
「
実
体
」
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
主
我
」
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
絶
対
」
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
神
体
」
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
「
不
可
知
的
」
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
ゴ
ッ
ド
」
と
比
較
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を
統
合
し
て
ま
と

め
あ
げ
た
の
が
仏
教
の
真
如
で
あ
る
と
す
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
円
了
の
体
」
と
い
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
円
了
は
こ
の
こ
と

を
、
讐
喩
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

　
　
「
円
了
と
は
円
満
完
了
と
熟
し
て
、
道
理
の
円
満
し
思
想
の
完
了
せ
る
も
の
を
義
と
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
宇
宙
万
有
の
本
源
実

　
　
体
に
与
う
る
名
称
と
な
し
て
可
な
り
。
果
た
し
て
し
か
ら
ば
魯
国
に
斉
魯
の
魯
国
と
、
魯
士
亜
〔
ロ
シ
ア
〕
の
魯
国
と
二
様
あ
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説解

　
　
る
が
ご
と
く
、
仏
学
に
仏
蘭
西
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
と
仏
教
の
学
問
と
の
二
様
あ
る
が
ご
と
く
、
円
了
の
体
に
も
哲
学
館
を
監
督
す

　
　
る
五
尺
三
寸
の
円
了
と
、
世
界
万
有
の
本
体
た
る
十
方
遍
在
の
円
了
と
の
二
様
あ
り
と
知
る
べ
し
。
」

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
円
了
と
い
う
言
葉
自
体
も
真
如
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
円
了
と
い
う
個
人
も
真
如
と
し
て
の
円
了

と
哲
学
館
、
王
と
い
う
相
対
的
な
存
在
と
し
て
の
円
了
の
二
面
を
兼
ね
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
古
来
仏
教
家
が
正

し
く
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
点
は
、
絶
対
と
相
対
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
　
「
す
で
に
真
如
は
一
半
可
知
的
に
し
て
、
一
半
不
可
知
的
な
る
を
知
れ
ば
、
絶
対
に
し
て
同
時
に
相
対
な
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る

　
　
べ
か
ら
ず
。
す
な
わ
ち
不
可
知
的
は
絶
対
に
し
て
、
可
知
的
は
相
対
な
れ
ば
、
真
如
は
一
半
絶
対
に
し
て
、
一
半
相
対
な
る
こ

　
　
と
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
換
言
す
れ
ば
真
如
は
絶
対
と
相
対
を
兼
ね
る
も
の
な
り
。
こ
れ
を
も
っ
て
真
如
の
方
よ
り
こ
れ
を

　
　
み
れ
ば
真
如
万
法
、
絶
対
即
相
対
と
定
む
る
こ
と
を
得
る
も
、
万
法
の
方
よ
り
こ
れ
を
み
れ
ば
、
真
如
は
万
法
に
あ
ら
ず
、
絶

　
　
対
に
あ
ら
ず
し
て
二
者
不
一
な
り
。
故
に
絶
対
と
相
対
と
の
関
係
は
不
一
不
二
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」

　
円
了
は
こ
の
よ
う
に
し
て
「
真
如
と
万
法
と
の
関
係
は
徹
頭
徹
尾
、
不
一
不
二
と
し
て
考
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
結
論
し
、
こ
の

よ
う
な
真
如
観
か
ら
仏
教
各
宗
の
立
場
を
み
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
大
乗
哲
学
』
は
本
巻
に
収
録
し
た
他
の
二
書
に
比

べ
て
大
乗
仏
説
論
と
真
如
の
問
題
に
限
定
し
て
論
じ
て
い
る
た
め
に
、
論
述
が
細
部
に
わ
た
っ
て
い
て
む
ず
か
し
い
と
い
う
印
象
を

与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
て
読
め
ば
円
了
の
仏
教
観
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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