
空
海
の
人
間
観
を
め
ぐ
っ
て

｢

己
心
の
中
の
曼
荼
羅｣

と
い
う
思
想竹

村

牧

男

は
じ
め
に

空
海

(

七
七
四
〜
八
三
五)
の
密
教
思
想
は
、
中
国
経
由
の
イ
ン
ド
仏
教
お
よ
び
中
国
仏
教
を
も
総
合
す
る
よ
う
な
、
き
わ
め
て
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
体
系
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
空
海
の
主
著
で
あ
る

『

秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論』

に
説
か
れ
た

｢

十
住
心｣

思
想
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
今
、『
秘
蔵
宝
鑰』

序
に
置
か
れ
た
詩
に
基
づ
い
て
簡
略
に
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る

(

括

弧
内
は
筆
者)

。

第
一

異
生
羝
羊
心

凡
夫
狂
酔
し
て
、
吾
が
非
を
悟
ら
ず
。
但
し
婬
食
を
念
う
こ
と
、
彼
の
羝
羊
の
如
し
。

第
二

愚
童
持
斎
心

(

儒
教)

外
の
因
縁
に
由
っ
て
、
忽
ち
に
節
食
を
思
う
。
施
心
萌
動
し
て
、
穀
の
縁
に
遇
う
が
如
し
。

第
三

嬰
童
無
畏
心

(

婆
羅
門
教)

外
道
天
に
生
じ
て
、
暫
く
蘇
息
を
得
。
彼
の
嬰
児
と
、
犢
子
と
の
母
に
随
う
が
如
し
。

― ―1



第
四

唯
蘊
無
我
心

(

声
聞
乗)

唯
し
法
有
を
解
し
て
、
我
人
皆
遮
す
。
羊
車
の
三
蔵
、
悉
く
此
の
句
に
摂
す
。

第
五

抜
業
因
種
心

(

縁
覚
乗)

身
を
十
二
に
修
し
て
、
無
明
、
種
を
抜
く
。
業
生
已
に
除
き
て
、
無
言
に
果
を
得
。

第
六

他
縁
大
乗
心

(

法
相
宗)

無
縁
に
悲
を
起
し
て
、
大
悲
初
め
て
発
る
。
幻
影
に
心
を
観
じ
て
、
唯
識
、
境
を
遮
す
。

第
七

覚
心
不
生
心

(
三
論
宗)

八
不
に
戯
を
絶
ち
、
一
念
に
空
を
観
ず
れ
ば
、
心
原
空
寂
に
し
て
、
無
相
安
楽
な
り
。

第
八

如
実
一
道
心

(

天
台
宗)

一
如
本
浄
に
し
て
、
境
智
倶
に
融
ず
。
此
の
心
性
を
知
る
を
、
号
し
て
遮
那
と
曰
う
。

第
九

極
無
自
性
心

(

華
厳
宗)

水
は
自
性
無
し
、
風
に
遇
う
て
即
ち
波
だ
つ
。
法
界
は
極
に
非
ず
、
警
を
蒙
っ
て
忽
ち
に
進
む
。

第
十

秘
密
荘
厳
心

(

真
言
宗)

顕
薬
塵
を
払
い
、
真
言
庫
を
開
く
。
秘
宝
忽
ち
に
陳
し
て
、
万
徳
即
ち
証
す
。(『

弘
法
大
師
全
集』

第
一
輯
、
四
二
〇
頁
。
以
下
、

頁
数
は
同
書
。
な
お
、
本
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
記
載)

密
教
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
七
世
紀
ご
ろ
、
大
乗
仏
教
の
理
想
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
そ
の
修
道
論
を
批
判
し
て
新
た
に
興
っ
た
仏
教
で

あ
り
、
思
想
的
に
も
、
般
若
・
中
観

(『

大
日
経』)

、
唯
識

(『

金
剛
頂
経』)

を
十
分
に
摂
取
し
て
成
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
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的
に
、
イ
ン
ド
仏
教
史
の
最
後
期
に
出
た
仏
教
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
的
展
開
の
頂
点
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し

空
海
は
、
般
若
・
中
観
や
唯
識
の
さ
ら
に
上
に
、
天
台
と
華
厳
と
を
置
い
て
い
る
。
い
わ
ば
イ
ン
ド
仏
教
よ
り
中
国
仏
教
の
ほ
う
を
高

く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
空
海
が
中
国
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ
り
、
仏
教
思
想
の
歴
史
的
発
展
の
中

で
、
お
の
ず
か
ら
よ
り
後
に
成
立
し
た
仏
教
の
ほ
う
が
さ
ら
に
深
化
し
、
高
度
に
展
開
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
拠
っ
た
か
ら
で
あ
っ

た
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
イ
ン
ド
密
教
と
異
な
り
、
空
海
の
密
教
＝
真
言
宗
は
、
自
覚
的
に
中
国
の
天
台
思
想
や
華
厳
思
想
を
ふ
ま
え
た

独
自
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

中
国
の
仏
教
は
、
一
見
、
現
実
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
仏
教
で
あ
る
以
上
は
、
人
法
二
空
、
一
切
法
空

の
否
定
的
方
面
を
含
ま
な
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
実
際
、
空
海
の
こ
の
十
住
心
思
想
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
・
中
国
合
わ
せ
て
、

絶
対
否
定
を
通
過
し
て
現
実
世
界
の
真
実
に
徹
底
す
る
よ
う
な
構
造
を
示
し
て
い
る
。
け
っ
し
て
現
実
世
界
そ
の
ま
ま
の
肯
定
を
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
十
住
心
の
第
七
住
心
・
覚
心
不
生
心
と
は
、
今
の
詩
に
よ
れ
ば
、｢

八
不
に
戯
を
絶
ち
、
一
念

に
空
を
観
ず
れ
ば
、
心
原
空
寂
に
し
て
、
無
相
安
楽
な
り｣

と
あ
り
、『

中
論』

冒
頭
の
帰
敬
偈
に
出
る

｢

不
生
・
不
滅
、
不
常
・
不

断
、
不
一
・
不
異
、
不
来
・
不
出｣

の
八
不
に
代
表
さ
れ
る
、
一
切
の
二
元
対
立
的
分
別
が
否
定
さ
れ
た
、
戯
論
寂
滅
の
た
だ
中
に
入

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
経
た
第
八
住
心
・
如
実
一
道
心
に
お
い
て
は
、｢

一
如
本
浄
に
し
て
、
境
智
倶
に
融
ず
。
此

の
心
性
を
知
る
を
、
号
し
て
遮
那
と
い
う｣

と
あ
っ
て
、
む
し
ろ
絶
対
肯
定
に
転
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
第
九
住
心
・
極
無
自
性
心
に
お

い
て
は
、｢

水
は
自
性
無
し
、
風
に
遇
う
て
即
ち
波
だ
つ
。
法
界
は
極
に
非
ず
、
警
を
蒙
っ
て
忽
に
進
む｣

と
、
絶
対
な
る
世
界
か
ら

相
対
な
る
世
界
に
、
空
性
と
し
て
の
本
性
の
世
界
か
ら
現
象
世
界
に
さ
ら
に
進
ん
で
い
く

(

真
如
随
縁
、
不
守
自
性)

の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
経
過
し
て
、
そ
の
上
の
第
十
住
心
・
秘
密
荘
厳
心
に
お
い
て
最
高
位
の
密
教
に
到
達
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
天
台
宗
・
華
厳
宗
を
イ
ン
ド
仏
教
よ
り
上
位
に
見
る
と
し
て
も
、
そ
の
過
程
に
絶
対
否
定
を
通
過
し
て
い
る
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こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。『

般
若
心
経』

に
寄
せ
て
言
え
ば
、
空
海
の
真
言
密
教
に
お
け
る
肯
定
の
思
想
も
、｢

色
即

是
空
・
空
即
是
色｣

の

｢

空
即
是
色｣

と
し
て
の
色
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
究
極
に
置
か
れ
た
密
教
に
お
い
て
は
、
我
々
の
い
の
ち
は
本
来
、
仏
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ

即
身
成
仏
も
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
凡
夫
は
本
来
、
自
己
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
え
な
い
で
い
る
。
そ
こ
に
大

き
な
迷
い
・
苦
し
み
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
迷
い
の
情
識
の
直
下
に
お
い
て
、
実
は
本
来
、
仏
の
い
の
ち
が
自
己
を
生

き
て
い
る
の
が
真
実
で
あ
る
と
明
か
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
転
し
て
こ
の
事
に
気
づ
け
ば
、
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
仏
教
で
は
、
衆
生
は
そ
の
境
界
に
相
応
す
る
器
世
間

(

環
境
世
界)

に
住
ん
で
い
て
、
そ
の
世
界
と
不
可
分
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
同
様
に
仏
は
仏
国
土
に
住
ん
で
い
て
、
そ
の
仏
国
土
を
離
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
が
本
来
、
仏
で
あ
る
の

な
ら
、
そ
の
住
む
世
界
も
本
来
、
仏
国
土
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
つ
ま
り
我
々
の
こ
の
地
球
の
環
境
世
界
は
本
来
、
仏
国
土
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
が
迷
い
の
認
識
に
お
い
て
娑
婆
世
界
と
見
て
い
る
こ
の
世
界
も
、
本
当
は
仏
国
土
で
あ
り
、
浄
土
で
あ
る

は
ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
し
我
々
の
い
の
ち
が
仏
の
い
の
ち
で
あ
り
、
我
々
の
住
む
世
界
が
浄
土
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
自
己
の
い
の
ち
も

自
己
の
住
む
世
界
も
可
能
な
限
り
尊
重
し
、
こ
と
さ
ら
傷
つ
け
る
こ
と
は
避
け
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
他
者
の
い
の
ち
も
そ

の
他
者
が
住
む
世
界
も
ど
こ
ま
で
も
尊
重
し
、
そ
れ
ら
の
よ
り
適
切
な
状
況
を
実
現
す
べ
く
努
め
て
い
こ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
具
体
的
な
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
動
員
し
て
案
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
自
己
と
自
然
に
対

す
る
根
本
的
な
姿
勢
の
確
立
の
た
め
に
、
そ
う
し
た
、
我
々
は
人
間
で
あ
っ
て
も
本
来
、
誰
も
が
仏
で
あ
り
仏
国
土
に
住
ん
で
い
る
と

い
う
よ
う
な
自
・
他
に
か
か
わ
る
世
界
観
は
、
今
後
の
地
球
社
会
に
対
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
空
海
の
密
教
思
想
に
お
い
て
は
、
誰
で
あ
れ
自
己
と
そ
の
自
己
が
住
む
自
然
世
界
と
が
本
来
、
仏
で
あ
り
仏
国
土

で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
そ
の
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
自
・
他
の
関
係
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
基
本
的
な
観
点
か
ら
空
海
の
思
想
を
整
理
し
、
ま
と
め
て
み
た
い
。

な
お
、
そ
も
そ
も
密
教
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
空
海
の
説
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

空
海
は
基
本
的
に
、
仏
教
全
体
を
顕
教
と
密
教
に
分
け
、
密
教
は
顕
教
を
は
る
か
に
超
え
る
優
れ
た
仏
教
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

『

弁
顕
密
二
教
論』

の
冒
頭
に
は
、
顕
教
と
密
教
と
の
区
別
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

夫
れ
仏
に
三
身
有
り
、
教
は
則
ち
二
種
な
り
。
応
化
の
開
説
を
名
づ
け
て
顕
教
と
曰
う
。
言
顕
略
に
し
て
機
に
逗
え
り
。
法
仏
の

談
話
、
之
を
密
蔵
と
謂
う
。
言
秘
奥
に
し
て
実
説
な
り
。
…
…

(

四
七
四
頁)

若
し

『

秘
密
金
剛
頂
経』

の
説
に
拠
ら
ば
、
如
来
の
変
化
身
は
、
地
前
の
菩
薩
及
び
二
乗
凡
夫
等
の
為
に
三
乗
の
教
法
を
説
き
、

他
受
用
身
は
、
地
上
の
菩
薩
の
為
に
顕
の
一
乗
等
を
説
き
た
も
う
。
並
び
に
是
れ
顕
教
な
り
。

自
性
・
受
用
仏
は
、
自
受
法
楽
の
故
に
自
眷
属
と
与
に
各
々
三
密
門
を
説
き
た
も
う
。
之
を
密
教
と
謂
う
。
こ
の
三
密
門
と
は
、

謂
わ
所
る
如
来
内
証
智
の
境
界
な
り
。
等
覚
・
十
地
も
室
に
入
る
こ
と
能
わ
ず
。
何
に
況
や
二
乗
・
凡
夫
、
誰
か
堂
に
昇
る
こ
と
を

得
ん
。(

同
前)

こ
こ
に
は
、
顕
教
と
は
化
身
の
説
、
つ
ま
り
歴
史
上
の
釈
尊
の
説
法
で
、
相
手
に
応
じ
た
方
便
の
教
え
で
あ
り
、
そ
こ
に
説
か
れ
た

言
葉
は
日
常
の
用
法
ど
お
り
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
密
教
と
は
法
身
の
説
、
つ
ま
り
絶
対
者
と
し
て
の
仏
の
説
法
で
、
真

実
の
ま
ま
の
教
え
で
あ
り
、
一
字
・
一
語
が
多
彩
な
意
味
を
持
つ
よ
う
な
仕
方
で
説
か
れ
る
、
簡
単
に
は
理
解
し
が
た
い
教
え
で
あ
る
、

と
あ
る
。
な
お
、
変
化
身
の
み
な
ら
ず
、
他
受
用
身
の
説
法
も
顕
教
で
あ
る
が
、
自
受
用
身
・
自
性
身

(

法
身)

の
説
法
は
密
教
で
あ
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る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
法
は
、
凡
夫
・
二
乗
は
も
と
よ
り
、
十
地
の
修
行
を
し
て
い
る
者
や
仏
の
一
つ
手
前
の
等
覚
さ
え
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
密
教
と
い
う
、
秘
密
の
教
え
の
意
味
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
我
々
が

そ
の
意
旨
を
正
確
に
理
解
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
が
、
以
下
、
空
海
の
説
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
考
察
を
進
め

て
い
く
。

念
の
た
め
、
空
海
は
顕
教
は
絶
対
に
密
教
よ
り
低
い
と
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
顕
教
の
お
の
お
の
も
密
教
そ
の
も
の
だ
と
見
る

こ
と
さ
え
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
九
顕
一
密
の
見
方
と
九
顕
十
密
の
見
方
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
九
顕
十
密
の
見
方
こ
そ
が
実
は
本

来
の
密
教
の
立
場
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
、『

吽
字
義』

に
見
る
自
然
観
・
人
間
観

空
海
の
著
作
に
お
い
て
は
独
特
の
言
語
観
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に

『

吽
字
義』

が
あ
る
。『

吽
字
義』

は
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
最
後
の
文
字
、｢
吽｣

の
字
を
、
訶

(

賀)

・
阿
・
�
・
麼

(h

・a

・u

・m
)

の
四
字
に
分
解
し
、
そ

の
各
字
の
豊
富
な
意
味
に
つ
い
て
、
詳
し
く
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
特
に
�
字
の
説
明
が
詳
し
い
。
密
教
に
よ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
言
語
に
関
し
て
、
通
常
の
意
味
と
、
密
教
の
解
釈
に
基
づ
く
深
い
意
味
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
を

｢

実
義｣

と
呼
ぶ
。『

吽
字
義』

は
そ
の
�
字
の
実
義
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
多
彩
な
も
の
と
し
て
解
説
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。

今
、
仏
眼
を
以
て
之
を
観
ず
る
に
、
仏
と
衆
生
と
同
じ
く
解
脱
の
床
に
住
す
。
此
れ
も
無
く
彼
れ
も
無
く
、
無
二
平
等
な
り
。
不

増
不
減
に
し
て
周
円
周
円
な
り
。
既
に
勝
劣
増
益
の
法
無
し
。
何
ぞ
上
下
損
減
の
人
有
ら
ん
や
。
是
れ
を
�
字
の
実
義
と
名
づ
く
。

(

五
四
一
頁)
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こ
こ
に
、
ま
ず
は
衆
生
も
仏
と
ま
っ
た
く
同
じ
存
在
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
説
も
あ
る
。

諸
法
因
不
可
得
の
故
に
�
字
門
因
不
可
得
な
り
。
因
不
可
得
は
則
ち
本
初
不
生
な
り
。
本
初
不
生
は
則
ち
不
増
不
減
な
り
。
不
増

不
減
は
則
ち
大
般
涅
槃
の
果
海
な
り
。
大
般
涅
槃
の
果
海
は
則
ち
如
来
の
法
身
な
り
。
是
れ
を
�
字
の
実
義
と
名
づ
く
。(

五
四
二

頁)こ
こ
に
は
、
仏
果
の
世
界
が
、
実
は
無
為
法
で
あ
っ
て
不
変
な
る
世
界
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
因
不
可
得
と
し

て
因
果
を
超
え
る
世
界
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
修
行
以
前
に
仏
果
が
成
就
し
て
い
る
こ
と
も
意
味
し
よ
う
。
つ

ま
り
衆
生
は
修
行
す
る
ま
で
も
な
く
そ
の
ま
ま
に
如
来
の
法
身
そ
の
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
仏
果
の
功
徳
そ
の
ま
ま
を
具
え
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
環
境
世
界
も
ま
た
本
来
、
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
次
の
句
に
は
、
そ
の
自
然

世
界
も
成
仏
し
う
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

本
有
の
三
身
は
厳
然
と
し
て
動
ぜ
ず
、
遍
空
の
諸
仏
、
驚
覚
開
示
し
た
ま
え
ば
、
乃
ち
化
城
よ
り
起
っ
て
宝
所
に
廻
趣
す
。
草
木

ま
た
成
ず
、
何
に
況
や
有
情
を
や
。
妄
り
に
不
了
を
執
す
れ
ば
、
損
を
為
す
こ
と
是
れ
多
し
。
�
字
の
実
義
、
当
に
是
の
如
く
知
る

べ
し
。
…
…

(

五
四
三
〜
五
四
四
頁)

こ
こ
で
は
ま
ず
、
衆
生
も
も
と
よ
り
自
性
身
・
受
用
身
・
変
化
身

(

法
身
・
報
身
・
化
身)

の
三
身
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
、
ゆ
え
に
衆
生
も
本
来
、
仏
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
つ
い
で
草
木
も
成
仏
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
が
成
仏
し
え
な
い
は

ず
は
な
い
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
な
ぜ
草
木
も
成
仏
し
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
次
の
句
に
な
る
と
、

こ
の
世
界
の
す
べ
て
は
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
説
か
れ
て
い
る
。
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常
遍
の
本
仏
は
、
損
せ
ず
虧
せ
ず
。
�
字
の
実
義
は
、
汝
等
応
に
知
る
べ
し
。
水
外
に
波
無
し
、
心
内
即
ち
境
な
り
。
草
木
に
仏

無
く
ん
ば
、
波
に
則
ち
湿
無
け
ん
。
彼
れ
に
有
っ
て
此
れ
に
無
く
ん
ば
、
権
に
非
ず
し
て
誰
ぞ
。
有
を
遮
し
無
を
立
せ
ば
、
是
れ
損
、

是
れ
減
な
り
。
損
減
の
利
斧
、
常
に
仏
性
を
斫
く
。
然
り
と
雖
も
本
仏
は
、
損
無
く
減
無
し
。
三
諦
円
渉
に
し
て
、
十
世
無
礙
な
り
。

三
種
世
間
は
、
皆
な
是
れ
仏
体
な
り
。
四
種
曼
荼
は
、
即
ち
是
れ
真
仏
な
り
。
�
字
の
実
義
、
応
に
是
の
如
く
学
す
べ
し
。(

五
四

四
〜
五
四
五
頁)

こ
の
よ
う
に
、
草
木
に
仏
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
草
木
の
本
性
は
仏
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
草
木
の

み
で
な
く
、
三
種
世
間
も
み
な
仏
体
で
あ
る
と
い
う
。
三
種
世
間
に
は
、
天
台
に
い
う
衆
生
世
間
・
国
土
世
間
・
五
陰
世
間
と
、
華
厳

に
い
う
智
正
覚
世
間
・
器
世
間
・
衆
生
世
間
と
が
あ
る
が
、
密
教
の
思
想
的
系
譜
を
考
え
れ
ば
、
華
厳
に
説
か
れ
る
三
種
世
間
な
の
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
体

(
身
・
心)

と
環
境
の
す
べ
て
は
仏
を
本
性
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
は
吽
字
に
関
す
る
箇
所
に
出
る
も
の
を
見
た
の
で
あ
っ
た
が
、
他
に
も
同
様
の
説
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
麼
字
に

関
し
て
の
説
で
あ
る
。

又
た
云
わ
く
、
此
の
麼
字
と
は
、
三
昧
耶
自
在
の
義
、
無
所
不
遍
の
義
と
は
、
三
昧
耶
と
言
う
は
、
唐
に
は
等
持
と
言
う
。
等
と

は
平
等
、
持
と
は
摂
持
。
法
身
の
三
密
は
繊
芥
に
入
れ
ど
も
�
か
ら
ず
、
大
虚
に
亘
れ
ど
も
寛
か
ら
ず
。
瓦
石
草
木
を
簡
ば
ず
、
人

天
鬼
畜
を
択き

ら

わ
ず
。
何
れ
の
処
に
か
遍
ぜ
ざ
る
、
何
物
を
か
摂
せ
ざ
ら
ん
や
。
故
に
等
持
と
名
づ
く
。
是
れ
を
平
等
の
実
義
と
名
づ

く
。
…
…

(

五
四
六
〜
五
四
七
頁)

以
上
、
自
己
と
世
界
は
と
も
に
仏
を
本
性
と
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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二
、
秘
密
荘
厳
心
の
人
間
観

そ
れ
に
し
て
も
い
っ
た
い
自
己
と
い
う
存
在
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
は
、
身
体
が
自
己

と
考
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
身
体
と
心
が
自
己
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仏
教
に
お

い
て
は
、
そ
の
身
・
心
と
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
世
界
は
セ
ッ
ト
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
環
境
を
離
れ
て
身
・
心

も
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
実
は
環
境
も
ま
た
自
己
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
密
教
で
は
、
そ
の
全
体
が
仏
を
本
性
と
し
て
い
る
と

す
る
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
他
者
は
自
己
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
華
厳
の
三
世
間

(

智
正
覚
世
間
・
器
世
間
・
衆
生
世
間)

融
合
の

十
身
仏
と
し
て
一
個
の
仏
を
捉
え
る
視
点
に
お
い
て
は
、
身
・
心

(

自
己)

と
環
境
世
界
と
、
そ
の
環
境
世
界
に
住
む
他
者
の
す
べ
て

が
一
人
の
仏
の
内
容
と
な
る
。
つ
ま
り
自
己
は
即
今
・
此
処
に
お
け
る
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
者
を
も
自
己
と

し
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
空
海
の
密
教
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
。
前
の

『

吽
字
義』

の
麼
字
に
関
し
て
は
、
次
の
説
も
あ
る
。

若
し
麼
字
の
吾
我
門
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
之
に
諸
法
を
摂
す
る
に
一
一
の
法
と
し
て
該
ね
ざ
る
こ
と
無
し
。
故
に
経
に
云
く
、
我
れ

則
ち
法
界
、
我
れ
則
ち
法
身
、
我
れ
則
ち
大
日
如
来
、
我
れ
則
ち
金
剛
薩
�
、
我
れ
則
ち
一
切
仏
、
我
れ
則
ち
一
切
菩
薩
、
我
れ
則

ち
縁
覚
、
我
れ
則
ち
声
聞
、
我
れ
則
ち
大
自
在
天
、
我
れ
則
ち
梵
天
、
我
れ
則
ち
帝
釈
、
乃
至
、
我
れ
則
ち
天
竜
鬼
神
八
部
衆
等
な

り
。
一
切
の
有
情
非
情
は
、
麼
字
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。
是
れ
則
ち
一
に
し
て
能
く
多
な
り
。
小
に
し
て
大
を
含
す
。
故
に
円
融

の
実
義
と
名
づ
く
。(

五
四
七
頁)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
己
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
・
諸
尊
な
い
し
衆
生
を
該
ね
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
最
後
の
、｢

一
に
し
て
多｣

の
句
は
、
簡
潔
に
そ
の
事
態
を
明
か
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
十
住
心
思
想
の
第
十
住
心
・
秘
密
荘
厳
心
に
お
い
て
、
明
瞭
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『

秘
蔵
宝

鑰』
に
お
け
る
第
十
・
秘
密
荘
厳
心
を
謳
う
詩
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

九
種
の
住
心
は
自
性
無
し
、
転
深
転
妙
に
し
て
皆
な
是
れ
因
な
り
。

真
言
密
教
は
法
身
の
説
、
秘
密
金
剛
は
最
勝
の
真
な
り
。

五
相
五
智
法
界
体
、
四
曼
四
印
、
此
の
心
に
陳
ず
。

刹
塵
の
渤
駄
は
吾
が
心
の
仏
な
り
、
海
滴
の
金
蓮
は
亦
た
我
が
身
な
り
。

一
一
の
字
門
、
万
像
を
含
み
、
一
一
の
刀
金
、
皆
な
神
を
現
ず
。

万
徳
の
自
性
、
輪
円
し
て
足
れ
り
、
一
生
に
荘
厳
の
仁
を
証
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。(

四
六
五
〜
四
六
六
頁)

こ
の
中
、｢

刹
塵
の
渤
駄
は
吾
が
心
の
仏
な
り
、
海
滴
の
金
蓮
は
亦
た
我
が
身
な
り｣

と
あ
る
の
は
、
国
土
を
塵
に
す
り
つ
ぶ
し
た
、

そ
の
塵
の
数
ほ
ど
莫
大
な
数
の
仏
ら
も
我
が
心
で
あ
り
、
海
の
水
を
し
ず
く
に
し
て
数
え
た
そ
の
莫
大
な
数
の
金
剛
薩
�
ら
も
我
が
身

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
心
と
身
の
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
違
い
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

要
は
、
諸
仏
・
諸
尊
は
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は

『

秘
蔵
宝
鑰』

に
お
け
る
第
十
住
心
・
秘
密
荘
厳

心
の
説
明
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
顕
教
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
密
教
の
修
行
の
説
明
で
あ
り
、
そ
こ
に
密
教
自
身
の
人
間

観
・
世
界
観
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
説
明
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
詩
に
は
、
秘
密
荘
厳
心
の
世
界
の
光
景
が
描

か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
自
己
が
あ
ら
ゆ
る
他
者
と
浸
透
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
は
、
華
厳
思
想
の
事
事
無
礙
法
界
の
構

造
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
事
に
お
い
て
で
は
な
く
、
人
に
お
い
て
捉
え
返
し
た
も
の
と
い
え
る
。
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華
厳
の
事
事
無
礙
法
界
は
、
密
教
に
お
い
て
、
人
人
無
礙
法
界
と
立
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、『

秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論』

に
お
け
る
第
十
住
心
・
秘
密
荘
厳
心
の
解
説
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

秘
密
荘
厳
住
心
と
は
、
即
ち
是
れ
究
竟
じ
て
自
心
の
源
底
を
覚
知
し
、
実
の
如
く
自
身
の
数
量
を
証
悟
す
。
謂
わ
所
る
胎
蔵
海
会

の
曼
荼
羅
と
、
金
剛
界
会
の
曼
荼
羅
と
、
金
剛
頂
十
八
会
の
曼
荼
羅
と
是
れ
な
り
。
是
く
の
如
く
の
曼
荼
羅
に
、
各
各
に
四
種
曼
荼

羅
・
四
智
印
等
有
り
。
四
種
と
言
っ
ぱ
、
摩
訶
と
三
昧
耶
と
達
磨
と
羯
磨
と
是
れ
な
り
。
是
く
の
如
く
の
四
種
曼
荼
羅
、
そ
の
数
無

量
な
り
。
刹
塵
も
喩
に
非
ず
、
海
滴
も
何
ぞ
比
せ
ん
。(

三
九
七
頁)

こ
こ
に
は
、
自
己
の
心
の
底
を
究
め
る
と
、
か
の
絵
図
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
金
剛
界
曼
荼
羅
・
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
、
そ
の

世
界
を
証
す
る
の
だ
と
あ
る
。
曼
荼
羅
と
は
た
だ
ち
に
絵
図
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
輪
円
具
足
と
い
う
こ
と
、
す
べ
て
す
っ
か
り

そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
心
の
中
に
金
・
胎
両
部
の
曼
荼
羅
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
日
如
来
を

中
心
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
・
諸
尊
等
が
自
己
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
あ
ら
ゆ
る
他
者
も
自
己
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
即
今
・
此
処
の
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
自
己
と
す
る
よ

う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、『

即
身
成
仏
義』

｢

即
身
成
仏
偈｣

の
人
間
観

『

即
身
成
仏
義』

は
、
前
半
に
即
身
成
仏
を
証
明
す
る
二
経
一
論

(『
金
剛
頂
経』

『

大
日
経』

『

菩
提
心
論』)

八
証
文
を
引
用
し
て
そ

の
確
か
さ
を
主
張
し
、
後
半
に
は

｢

即
身
成
仏
偈｣

を
示
し
か
つ
解
説
し
て
行
く
中
で
、
即
身
成
仏
の
意
味
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の

｢

即
身
成
仏
偈｣

は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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六
大
無
碍
に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り

四
種
曼
荼
各
離
れ
ず

三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く

法
然
に
薩
般
若
を
具
足
し
て

心
数
・
心
王
刹
塵
に
過
ぎ
た
り

各
五
智
・
無
際
智
を
具
す

円
鏡
力
の
故
に
実
覚
智
な
り

(

五
〇
七
〜
五
〇
八
頁)

初
め
に
、
六
大
が
さ
ま
た
げ
あ
う
こ
と
な
く
ま
ざ
り
あ
っ
て
常
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
。
六
大
と
い
え
ば
、
地
大
・
水
大
・
火

大
・
風
大
・
空
大
・
識
大
の
こ
と
で
あ
る
が
、『

即
身
成
仏
義』

は
実
は
こ
の
六
大
は
、
我
覚

(

識
大)

・
本
不
生

(

地
大)

・
出
過
語
言

道

(

水
大)

・
諸
過
得
解
脱

(

火
大)
・
遠
離
於
因
縁

(

風
大)

・
知
空
等
虚
空

(

空
大)

(

以
上
、『

大
日
経』

に
基
づ
く
解
釈)

を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
諸
法

(
識
大)

・
本
不
生

(

地
大)

・
自
性
離
言
説

(

水
大)

・
清
浄
無
垢
染

(

火
大)

・
因
業

(

風
大)

・

等
虚
空

(

空
大)

(

以
上
、『

金
剛
頂
経』
に
基
づ
く
解
釈)

を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
明
か
し
て
い
る

(

五
〇
八
〜
五
〇
九
頁)

。
ま
た
こ

の
句
は
仏
の
体
・
相
・
用
の
中
の
体
を
表
わ
す
も
の
だ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
六
大
と
は
、
本
来
不
生
で
あ
り
、
言
語

を
離
れ
、
自
性
清
浄
で
あ
り
、
無
為
法
で
、
空
性
で
あ
り
、
し
か
も
覚

(

智)

そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
仏
の
本
性

(

体)

の
、
そ
の

諸
側
面
を
表
わ
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
四
種
曼
荼
羅
が
各
々
離
れ
な
い
と
あ
る
が
、
こ
の
四
種
曼
荼
羅
云
々
に
つ
い
て
、『

即
身
成
仏
義』

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

四
種
曼
荼
各
不
離
と
は
、
大
日
経
に
説
か
く
、
一
切
如
来
に
三
種
の
秘
密
身
有
り
。
謂
く
、
字
と
印
と
形
像
と
な
り
。
字
と
は
法

曼
荼
羅
な
り
。
印
と
は
謂
く
種
種
の
標
幟
、
即
ち
三
昧
耶
曼
荼
羅
な
り
。
形
と
は
相
好
具
足
の
身
、
即
ち
大
曼
荼
羅
な
り
。
此
の
三

種
の
身
に
各
威
儀
事
業
を
具
す
。
是
れ
を
羯
磨
曼
荼
羅
と
名
づ
く
。
是
れ
四
種
曼
荼
羅
な
り
。(

五
一
二
頁)

曼
荼
羅
は
前
に
も
い
う
よ
う
に
輪
円
具
足
し
て
い
る
こ
と
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
、
前
の
三
種
の
曼
荼
羅
は
字
の
す
べ
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て
、
印
の
す
べ
て
、
形
像
の
す
べ
て
の
こ
と
を
意
味
し
、
つ
ま
り
言
語
・
象
徴
・
形
相
の
す
べ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
印
も

し
く
は
象
徴
は
、
そ
の
所
持
者
の
心
意
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
核
心
は
心
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
形
相
は
身
体
と

し
て
姿
を
取
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
つ
は
、
身
・
語
・
意
の
三
者
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
羯
磨
曼
荼
羅
は
、
そ
の
三
方
面
の
活

動
の
す
べ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
四
種
曼
荼
羅
と
は
、
仏
の
三
密
の
活
動
の
す
べ
て
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
。
こ
う
し
て
、｢
四
種
曼
荼
各
不
離｣

と
は
、
仏
に
は
こ
の
三
密
の
特
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三
密
加
持
と
は
、
衆
生
が
身
に
印
を
結
び
、
口
に
真
言
を
唱
え
、
心
に
三
昧
に
住
す
る
と
き
、
大
日
如
来
の
三
密
と
一
体
化
し
て
、

大
日
如
来
と
し
て
即
身
成
仏
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『

即
身
成
仏
義』

は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て

い
る
。加

持
と
は
、
如
来
の
大
悲
と
衆
生
の
信
心
と
を
表
す
。
仏
日
の
影
、
衆
生
の
心
水
に
現
ず
る
を
加
と
曰
い
、
行
者
の
心
水
、
能
く

仏
日
を
感
ず
る
を
持
と
名
づ
く
。
行
者
若
し
能
く
此
の
理
趣
を
観
念
す
れ
ば
、
三
密
相
応
す
る
が
故
に
、
現
身
に
速
疾
に
本
有
の
三

身
を
顕
現
し
証
得
す
。
故
に
速
疾
顕
と
名
づ
く
。
常
の
即
時
即
日
の
如
く
、
即
身
の
義
も
亦
た
是
く
の
如
し
。(

五
一
六
頁)

こ
こ
に
、
即
身
成
仏
に
お
い
て
は
、｢

現
身
に
速
疾
に
本
有
の
三
身
を
顕
現
し
証
得
す｣

る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
大
日
如
来
と
一

体
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
真
実
は
、
自
己
に
本
来
、
具
わ
る
三
身
が
実
現
し
た
の
が
即
身
成
仏
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
日
如
来

と
具
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
人
一
人
に
成
就
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
一
人
一
人
、
大
日
如
来
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
即
身
成
仏
す
る
と
き
、
そ
の
即
身
＝
自
己
は

｢

重
重
帝
網
な
る｣

も
の
だ
と
い
う
。
重
重
帝
網
と
い
う
の
は
、
帝
釈
天

の
宮
殿
に
か
か
る
飾
り
の
網
の
こ
と
で
、
そ
の
網
の
目
の
一
つ
一
つ
に
宝
石
が
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
互
に
映
り
あ
う
と
き
重
重

無
尽
に
映
り
あ
う
が
、
そ
の
様
子
を
喩
え
と
し
て
重
重
無
尽
の
縁
起
の
あ
り
方
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
即
身
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
は
、
自
己
が
他
者
と
重
重
無
尽
に
関
係
し
合
っ
て
い
て
、
そ
の
関
係
の
全
体
が
自
己
で
あ
っ
て
、
し
か
も
自
己
そ
の
も
の
は
即
今
・

此
処
の
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の

｢
即
身
成
仏
偈｣

の
第
一
句
の
内
容
に
つ
い
て
、『

即
身
成
仏
義』

は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

此
く
の
如
く
の
経
文
は
皆
な
六
大
を
以
て
能
生
と
為
し
、
四
法
身
・
三
世
間
を
以
て
所
生
と
為
す
。
此
の
所
生
の
法
は
上
、
法
身

に
達
し
、
下
、
六
道
に
及
ぶ
ま
で
、
粗
細
隔
て
有
り
、
大
小
差
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
猶
、
六
大
を
出
で
ず
、
故
に
仏
、
六
大
を

説
い
て
法
界
体
性
と
為
し
た
も
う
。

諸
の
顕
教
の
中
に
は
四
大
等
を
以
て
非
情
と
為
し
、
密
教
に
は
則
ち
此
れ
を
説
い
て
如
来
の
三
摩
耶
身
と
為
す
。
四
大
等
、
心
大

を
離
れ
ず
、
心
色
異
な
り
と
雖
も
、
其
の
性
即
ち
同
な
り
。
色
即
ち
心
、
心
即
ち
色
、
無
障
無
礙
な
り
。
智
即
ち
境
、
境
即
ち
智
、

智
即
ち
理
、
理
即
ち
智
、
無
礙
自
在
な
り
。
能
所
の
二
生
有
り
と
雖
も
、
都
て
能
所
を
絶
せ
り
。
法
爾
の
道
理
に
何
の
造
作
か
有
ら

ん
。
能
所
等
の
名
は
皆
な
是
れ
密
号
な
り
。
常
途
浅
略
の
義
を
執
し
て
種
種
の
戯
論
を
作
す
べ
か
ら
ず
。(

五
一
一
〜
五
一
二
頁)

以
上
に
は
、
心
も
物
も
、
主
体
も
環
境
も
す
べ
て
六
大
す
な
わ
ち
仏
の
体
性
を
内
容
と
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

是
く
の
如
き
の
六
大
法
界
体
性
所
成
の
身
は
、
無
障
無
礙
に
し
て
互
相
に
渉
入
相
応
し
、
常
住
不
変
に
し
て
同
じ
く
実
際
に
住
せ

り
。
故
に
頌
に

｢

六
大
無
礙
に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り｣
と
曰
う
。
無
礙
と
は
渉
入
自
在
の
義
な
り
。
常
と
は
不
動
不
壊
の
義
な
り
。

瑜
伽
と
は
翻
じ
て
相
応
と
云
う
。
相
応
渉
入
は
即
ち
是
れ
即
の
義
な
り
。(

五
一
二
頁)

こ
こ
に
、
六
大
は
法
界
全
体
の
本
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
所
成
の
身
す
な
わ
ち
自
己

(

実
は
器
界
も
含
ん
で
で
あ
ろ
う)

は
、
無

障
無
礙
で
あ
り
、
同
じ
六
大
所
成
の
他
の
身
と
互
相
に
渉
入
相
応
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の

｢

即
身
成
仏
偈｣

冒
頭
の

｢

六
大
無

礙
に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り｣

の
句
は
、
仏
の
体
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
す
で
に
こ
こ
に
、
自
他
の
身
が

｢

互
相
に
渉
入
相
応｣

す
る
と
い
う
重
重
帝
網
な
る
世
界
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
正
し
く

｢

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く｣

の
句
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く
と
は
、
是
れ
則
ち
譬
喩
を
挙
げ
て
以
て
諸
尊
の
刹
塵
の
三
密
、
円
融
無
礙
な
る
こ
と
を
明
か
す
。

帝
網
と
は
因
陀
羅
珠
網
な
り
。
謂
く
、
身
と
は
我
身
・
仏
身
・
衆
生
身
、
是
れ
を
身
と
名
づ
く
。
又
た
四
種
の
身
有
り
。
言
く
、
自

性
・
受
用
・
変
化
・
等
流
、
是
れ
を
名
づ
け
て
身
と
曰
う
。
又
た
三
種
有
り
、
字
・
印
・
形
、
是
れ
な
り
。
是
く
の
如
く
等
の
身
は
、

縦
横
重
重
に
し
て
鏡
中
の
影
像
と
灯
光
の
渉
入
す
る
が
如
し
。
彼
の
身
即
ち
是
れ
此
の
身
、
此
の
身
即
ち
是
れ
彼
の
身
、
仏
身
即
ち

是
れ
衆
生
身
、
衆
生
身
即
ち
是
れ
仏
身
な
り
。
不
同
に
し
て
同
な
り
、
不
異
に
し
て
異
な
り
。

故
に
三
等
無
礙
の
真
言
に
曰
く
、｢

ア
サ
ン
メ
イ
チ
リ
サ
ン
メ
イ
サ
ン
マ
エ
イ
ソ
ワ
カ｣

(

原
梵
字)

初
の
句
義
を
ば
無
等
と
云
い
、
次
を
ば
三
等
と
云
い
、
後
の
句
を
ば
三
平
等
と
云
う
。
仏
法
僧
是
れ
三
な
り
。
身
語
意
又
た
三
な

り
。
心
仏
お
よ
び
衆
生
三
な
り
。
是
く
の
如
く
の
三
法
は
平
等
平
等
に
し
て
一
な
り
。
一
に
し
て
無
量
な
り
。
無
量
に
し
て
一
な
り
。

而
も
終
い
に
雑
乱
せ
ず
。
故
に
重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く
と
い
う
。(

五
一
六
頁)

こ
こ
に
は
、
仏
身
と
衆
生
身
と
の
等
同
な
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、｢

彼
の
身
即
ち
是
れ
此
の
身
、
此
の
身
即
ち
是
れ

彼
の
身｣

な
の
で
あ
り
、
縦
に
も
横
に
も
重
重
無
尽
に
渉
入
し
あ
い
、
同
に
し
て
不
同
、
不
同
に
し
て
同
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。
結
局
、｢

一
に
し
て
無
量
な
り
、
無
量
に
し
て
一｣
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
は
、
か
け
が
え
の
な
い
主
体
で
あ
る
と
同

時
に
あ
ら
ゆ
る
他
者
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
が
、
成
仏
す
る
こ
と
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
こ
こ
に
も
、
あ
の
第
十
住
心
に
説
か
れ
て
い
た
、
自
己
の
中
に
他
者
を
擁
し
て
い
る
と
の
説
を
例
証
す
る
も
の
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
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四
、『

声
字
実
相
義』

の
人
間
観

次
に
、『

声
字
実
相
義』

の
思
想
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
空
海
の
言
語
哲
学
を
展
開
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
実
は
け
っ

し
て
い
わ
ゆ
る
言
語
の
問
題
の
み
を
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
存
在
そ
の
も
の
の
ま
さ
に
実
相
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
、｢
声
・
字
・
実
相
の
体
義
を
釈
す
頌｣

に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

五
大
に
皆
な
響
有
り
、
十
界
に
言
語
を
具
す
、

六
塵
悉
く
文
字
な
り
、
法
身
は
是
れ
実
相
な
り
。(

五
二
四
頁)

地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
つ
の
物
質
的
元
素
に
は
、
音
響
が
あ
る
と
い
う
。
音
響
の
あ
る
と
こ
ろ
、
意
味
を
表
わ
す
作
用
も
成
立

し
、
言
語
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・

仏
の
十
の
世
界
に
そ
れ
ぞ
れ
、
環
境
そ
の
他
物
質
的
世
界
が
あ
る
以
上
は
、
お
の
お
の
の
言
語
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
聴
覚
の
対
象
で

あ
る
声
境
の
響
き

(

音
響)

に
意
味
を
表
わ
す
作
用
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
感
覚
対
象
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
が
意
味
を
表
わ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
色
・
声
・
香
・
味
・
触
・
法
の
六
塵
、
感
覚
・
知
覚
の
対
象
は
、
す
べ
て
意
味

を
表
わ
す
べ
き
言
語
そ
の
も
の
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

最
後
の

｢

法
身
は
是
れ
実
相
な
り｣

の
句
は
、
本
書
に
そ
の
解
説
も
な
く
、
多
様
な
解
釈
が
あ
り
う
る
が
、『

大
日
経
疏』

第
一
に
、

｢

一
切
衆
生
の
色
心
の
実
相
は
、
本
際
よ
り
已
来
、
常
に
是
れ
毘
盧
遮
那
平
等
智
身
な
り｣

と
あ
る
の
で
、
六
塵
の
真
実
は
法
身
で
あ

る
こ
と
を
い
お
う
と
し
た
も
の
と
受
け
止
め
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
現
象
世
界
の
す
べ
て
は
、
仏
の
身
で
あ
り
、
仏
を
体
性
と
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
仏
の
真
身
は
、
現
象
界
を
離
れ
て
独
立
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
六
塵
等
の
現
象
そ
の
も
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の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
声
字
実
相
義』

は
こ
の
頌
に
あ
る
、｢

六
塵
、
悉
く
文
字
な
り｣

の
句
に
つ
い
て
、
以
下
、
特
に
そ
の
中
の
色
塵
を
と
り
あ
げ
つ

つ
さ
ら
に
説
明
し
て
い
く
。

頌
の
文
に
、
六
塵
、
悉
く
文
字
な
り
、
と
は
、
…
…
此
の
六
塵
に
各
々
文
字
の
相
有
り
。
初
の
色
塵
の
字
義
差
別
、
云
何
。
頌
に

曰
く
、

顕
形
表
の
色
あ
り
、
内
外
の
依
正
に
具
す
、

法
然
と
随
縁
と
有
り
、
能
く
迷
い
亦
た
能
く
悟
る
。(

五
二
六
〜
五
二
七
頁)

色
塵

(

色
境)

に
は
、
顕
色
・
形
色
・
表
色
の
三
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
顕
色
は
い
わ
ゆ
る
色

(

い
ろ)

で
あ
り
、
青
黄
赤
白
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
形
色
は
丸
・
三
角
・
四
角
等
々
の
形
の
こ
と
で
あ
る
。
表
色
は
目
に
見
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
や
作
用
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
十
界
の
環
境
世
界
お
よ
び
そ
こ
に
住
む
個
体
の
身
体
等
に
見
出
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
色

(

い
ろ)

に
も
い

ろ
い
ろ
な
色
が
あ
り
、
形
や
作
用
に
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
区
別
が
あ
る
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
表
現
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
に
、
言
語
の
基
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

…
…
是
く
の
如
く
の
差
別
は
即
ち
是
れ
文
字
な
り
。
各
各
の
相
則
ち
是
れ
文
な
る
が
故
に
。
各
各
の
文
に
各
各
の
名
字
有
り
。
故

に
文
字
と
名
づ
く
。
此
れ
是
の
三
種
は
色
の
文
字
な
り
。
或
い
は
二
十
種
の
差
別
を
分
つ
。
前
に
謂
う
所
の
十
界
の
依
正
の
色
差
別

な
る
が
故
に
。(

五
二
八
頁)

こ
こ
に
、
三
種
と
か
二
十
種
と
か
あ
る
が
、
実
際
は
色
境
に
お
い
て
も
っ
と
多
く
の
表
現
作
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
色
法
も
密
教
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
前
に

『

即
身
成
仏
義』

に
見
た
よ
う
に
本
来
は
如
来
の
三
摩
耶
身
な
の
で
あ
り
、
そ

の
本
性
は
空
性
に
し
て
し
か
も
多
く
の
功
徳
を
蔵
し
た
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
凡
夫
は
そ
れ
ら
の
色
法
を
外
界
の
実
在
と
見
、

こ
れ
ら
に
執
着
す
る
。
そ
の
結
果
、
悪
業
を
も
造
っ
て
苦
し
み
に
沈
む
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
仏
道
を
修
し
て
智
慧
を
な
ん
ら
か
実
現

し
た
も
の
は
、
そ
の
縁
起
所
生
の
本
性
を
洞
察
し
て
、
本
来
の
い
の
ち
を
発
揮
・
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。

此
れ
是
の
文
字
は
、
愚
に
於
い
て
は
能
く
著
し
能
く
愛
し
て
、
貪
瞋
癡
等
の
煩
悩
を
発
し
て
具
さ
に
十
悪
五
逆
等
を
造
る
。
故
に

頌
に

｢

能
く
迷
い｣
と
曰
う
。
智
に
於
い
て
は
則
ち
能
く
因
縁
を
観
じ
て
取
ら
ず
捨
て
ず
し
て
、
能
く
種
種
の
法
界
曼
荼
羅
を
建
立

し
、
広
大
の
仏
の
事
業
を
作
す
。
上
、
諸
仏
を
供
じ
、
下
、
衆
生
を
利
し
て
、
自
利
利
他
茲
に
因
っ
て
円
満
す
。
故
に

｢

能
く
悟
る｣

と
曰
う
。(

五
三
一
頁)

こ
う
し
て
、｢

能
く
迷
い
亦
た
能
く
悟
る｣

と
頌
に
い
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
そ
の
前
の
句
の

｢

法
然
と
随
縁
と
あ
り｣

の
句
で
あ
る
。
そ
の
解
説
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

法
然
と
随
縁
と
有
り
、
と
は
、
如
上
の
顕
形
等
の
色
、
或
い
は
法
然
の
所
成
な
り
。
謂
く
、
法
仏
の
依
正
是
れ
な
り
。『

大
日
経』

に
曰
く
、｢

爾
の
時
に
大
日
世
尊
、
等
至
三
昧
に
入
り
た
も
う
。
即
時
に
諸
仏
の
国
土
地
平
な
る
こ
と
掌
の
如
し
。
五
宝
間
錯
し
、

八
功
徳
水
芬
馥
盈
満
せ
り
。
無
量
の
衆
鳥
あ
り
、
鴛
鴦
鵞
鵠
、
和
雅
の
音
を
出
す
。
時
華
雑
樹
敷
栄
し
間
列
せ
り
。
無
量
の
楽
器
自

然
に
韻
に
諧
い
、
其
の
声
微
妙
に
し
て
人
の
聞
か
ん
と
楽
う
所
な
り
。
無
量
の
菩
薩
の
随
福
所
感
の
宮
室
殿
堂
意
生
の
座
あ
り
。
如

来
信
解
力
の
所
生
な
り
。
法
界
�
幟
の
大
蓮
華
王
を
出
現
し
て
、
如
来
の
法
界
性
身
、
其
の
中
に
安
住
せ
り｣

と
。

此
の
文
は
何
の
義
を
か
現
顕
す
る
。
謂
く
、
二
義
有
り
。
一
に
は
法
仏
法
爾
の
身
土
を
明
す
。
謂
く
、
法
界
性
身
、
法
界
�
幟
の

故
に
。
二
に
は
随
縁
顕
現
を
明
す
。
謂
く
、
菩
薩
の
随
福
所
感
と
及
び
如
来
の
信
解
願
力
所
生
と
の
故
に
。
謂
く
、
大
日
尊
と
は
梵

に
は
摩
訶
毘
盧
遮
那
仏
陀
と
い
う
。
大
毘
盧
遮
那
仏
と
は
是
れ
乃
ち
法
身
如
来
な
り
。
法
身
の
依
正
は
則
ち
法
爾
所
成
な
り
。
故
に
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｢

法
然
有
り｣

と
い
う
。(

五
三
二
頁)

空
海
は
、『

大
日
経』

を
引
用
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
法
爾
・
法
然
の
仏
国
土
が
あ
る
の
だ
と
示
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
ほ
ぼ
浄
土

三
部
経
に
説
か
れ
る
極
楽
浄
土
と
似
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に

｢

大
蓮
華
王｣

と
し
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『

華
厳
経』

の

蓮
華
蔵
世
界
を
想
起
さ
せ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
爾
・
法
然
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
住
ん
で
い
る
こ
の
娑
婆
世
界
も
、
本
来
は
大

日
如
来
の
浄
土
で
あ
り
仏
国
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

故
に
別
の
箇
所
に
は
、

是
く
の
如
く
の
諸
色
は
皆
な
悉
く
三
種
の
色
を
具
し
て
互
い
に
依
正
と
為
る
。
此
れ
は
且
く
仏
辺
に
約
し
て
釈
す
。
若
し
衆
生
辺

に
約
し
て
釈
せ
ん
こ
と
も
亦
た
復
た
是
く
の
如
し
。
若
し
は
謂
く
、
衆
生
に
亦
た
本
覚
法
身
有
り
、
仏
と
平
等
な
り
。
此
の
身
、
此

の
土
は
法
然
の
有
な
る
の
み
。
三
界
六
道
の
身
及
び
土
は
業
縁
に
随
つ
て
有
な
り
。
是
れ
を
衆
生
の
随
縁
と
名
づ
く
。
又
た
経
に
云

く
、｢

彼
の
衆
生
界
を
染
む
る
に
法
界
の
味
を
以
て
す｣

と
は
、
味
は
則
ち
色
の
義
な
り
。
加
沙
味
の
如
し
。
此
れ
亦
た
法
然
の
色

を
明
す
。(

五
三
三
頁)

と
も
言
わ
れ
る
。
凡
夫
に
は
人
間
・
畜
生
等
々
、
そ
の
衆
生
に
特
定
さ
れ
る
環
境
世
界
が
現
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
法
界

の
色
・
法
然
の
色
が
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
。
凡
夫
に
は
そ
の
法
然
の
世
界
が
見
え
な
い
仕
方
で
現
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
凡
夫
に
お
け

る
随
縁
が
あ
り
、
修
行
し
て
心
が
浄
化
・
開
発
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
仏
国
土
が
見
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
菩
薩
の
随

福
所
感
の
、
随
縁
顕
現
の
色
境
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
初
め
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
、
完
成
し
て
い
る

浄
土
の
、
分
に
従
っ
た
顕
現
な
の
で
あ
る
。

仏
教
に
お
い
て
は
、
元
来
、
仏
国
土
は
、
仏
身
の
相
違
に
し
た
が
っ
て
異
な
っ
て
分
析
さ
れ
て
き
た
。
法
身
に
は
法
性
土
、
報
身
に

は
報
土
、
化
身
に
は
化
土
と
い
う
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
空
海
の
密
教
に
お
い
て
は
、
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仏
身
に
、
法
身
の
ほ
か
、
報
身
・
応
化
身
・
等
流
身
と
い
う
独
自
の
四
身
説
が
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
有

す
る
浄
土
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
応
化
身
・
等
流
身
の
浄
土
は
、
化
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
一
方
、
報
身
の
浄
土
は
、

法
性
土
が
円
か
に
随
縁
顕
現
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
浄
土
が
、
一
方
で
は
一
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

上
に
説
く
所
の
依
正
土
は
並
び
に
四
種
身
に
通
ず
。
若
し
竪
の
義
に
約
せ
ば
、
大
小
粗
細
あ
り
。
若
し
横
の
義
に
拠
ら
ば
、
平
等

平
等
に
し
て
一
な
り
。
是
く
の
如
く
の
身
及
び
土
、
並
び
に
法
爾
・
随
縁
の
二
義
有
り
。
故
に

｢

法
然
と
随
縁
と
有
り｣

と
い
う
。

(

五
三
三
頁)

こ
こ
に
、｢

平
等
平
等
に
し
て
一
な
り｣

と
あ
る
こ
と
も
、
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
浄
土
は
依
報
と
し
て
環
境
世
界
の
方
面
の
み
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
色
境

(

色
塵)

そ
の
も
の
は
、
身
体
等
に
見
出
さ

れ
る
こ
と
も
当
然
の
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
句
に
、｢

内
外
の
依
正
に
具
す｣

と
も
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
空
海
は
そ
の
真
の
姿
を
次
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

次
に

｢

内
外
の
依
正
に
具
す｣

と
は
、
此
れ
に
亦
た
三
有
り
。
一
に
は
内
色
に
顕
形
等
の
三
を
具
す
る
こ
と
を
明
し
、
二
に
は
外

色
に
も
亦
た
三
色
を
具
す
る
こ
と
を
明
し
、
三
に
は
内
色
定
ん
で
内
色
に
非
ず
、
外
色
定
ん
で
外
色
に
非
ず
し
て
、
互
い
に
依
正
と

為
る
こ
と
を
明
す
。

内
色
と
言
っ
ぱ
有
情
に
し
て
、
外
色
と
は
器
界
な
り
。
経
に
云
く
、｢

仏
身
は
不
思
議
な
り
。
国
土
悉
く
中
に
在
り
。
又
た
一
毛

に
多
刹
海
を
示
現
す
。
一
一
の
毛
に
現
ず
る
こ
と
悉
く
亦
た
然
な
り
。
是
く
の
如
く
法
界
に
普
周
す
。
又
た
一
毛
孔
の
内
に
難
思
の

刹
あ
り
。
微
塵
数
に
等
し
く
し
て
種
種
に
住
す
。
一
一
に
皆
な
遍
照
尊
有
っ
て
、
衆
会
の
中
に
在
ま
し
て
妙
法
を
宣
し
た
も
う
。
一

塵
の
中
に
大
小
の
刹
、
種
種
に
差
別
せ
る
こ
と
塵
数
の
如
し
。
一
切
国
土
の
所
有
の
塵
の
、
一
一
の
塵
の
中
に
仏
皆
な
入
り
た
も
う｣
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と
。今

、
此
れ
等
の
文
に
依
っ
て
明
に
知
ん
ぬ
、
仏
身
及
び
衆
生
の
身
、
大
小
重
重
な
り
と
。
或
い
は
虚
空
法
界
を
以
て
身
量
と
為
し
、

或
い
は
不
可
説
不
可
説
の
仏
刹
を
以
て
身
量
と
為
し
、
乃
至
、
十
仏
刹
一
仏
刹
一
微
塵
を
以
て
身
量
と
為
し
、
是
く
の
如
く
の
大
小

の
身
土
、
互
い
に
内
外
と
為
り
、
互
い
に
依
止
と
為
る
。
此
の
内
外
の
依
正
の
中
に
必
ず
顕
形
表
色
を
具
す
。
故
に

｢

内
外
の
依
正

に
具
す｣

と
曰
う
。(

五
三
一
〜
五
三
二
頁)

こ
こ
に
い
う

｢

経｣
と
は
、『

華
厳
経』

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
の
核
心
は
、｢

内
色

(

有
情)

定
ん
で
内
色

に
あ
ら
ず
、
外
色

(

器
界)
定
ん
で
外
色
に
あ
ら
ず
し
て
、
互
い
に
依
正
と
な
る｣

こ
と
に
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
華
厳
的
に
言
え
ば
、

身
体
と
環
境
世
界
は
、
重
重
無
尽
に
相
即
・
相
入
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
全
体
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
後
に
空
海
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
仏
身
と
衆
生
身
と
も
重
重
無
尽
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
自
己
は

｢

自

己
の
身
・
心
と
、
自
己
の
住
む
環
境
と
、
人
間
以
外
を
も
含
む
一
切
の
他
者

(

他
己
と
そ
の
住
む
環
境
の
全
体)｣

を
内
容
と
し
て
お
り
、

そ
の
全
体
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

色
塵

(

色
法)

一
つ
と
っ
て
も
、
事
態
は
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
来
の
い
の
ち
の
世
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
相
は
な

か
な
か
知
ら
れ
ず
、
結
局
は
実
体
視
さ
れ
て
凡
夫
の
執
着
を
誘
う
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
故
に
、｢

是
く
の
如
く
の
内
外
の
諸
色
、

愚
に
於
い
て
は
毒
と
為
り
、
智
に
於
い
て
は
薬
と
為
る
。
故
に

｢

能
く
迷
い
亦
た
能
く
悟
る｣

と
曰
う｣

(

五
三
三
〜
五
三
四
頁)

と
も

言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

『

声
字
実
相
義』

の
結
び
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

是
く
の
如
く
の
法
爾
・
随
縁
の
種
種
の
色
等
の
能
造
・
所
造
云
何
ん
。
能
生
は
則
ち
五
大
五
色
、
所
生
は
則
ち
三
種
世
間
な
り
。

此
れ
是
の
三
種
世
間
に
無
辺
の
差
別
有
り
。
是
れ
を
法
然
・
随
縁
の
文
字
と
名
づ
く
。
已
に
色
塵
の
文
を
釈
し
竟
ん
ぬ
。(

五
三
四
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頁)『
声
字
実
相
義』

は
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
も
は
や
、
六
塵
の
中
の
色
塵
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
の
解
説
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

｢

法
身
は
是
れ
実
相
な
り｣

の
句
の
解
説
も
な
い
。
け
だ
し
他
の
五
塵
の
す
べ
て
も
、
そ
の
法
身
で
あ
る
ゆ
え
ん
も
、
こ
れ
ま
で
の
色

塵
に
つ
い
て
の
説
明
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
け
っ
し
て
言
語
哲
学
の
み
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
説
か

れ
て
い
る
こ
と
の
本
質
は
、
す
べ
て
仏
に
も
ほ
か
な
ら
な
い
三
種
世
間

(

智
正
覚
世
間
・
器
世
間
・
衆
生
世
間)

に
は
、
も
と
よ
り
さ
ま

ざ
ま
な
差
別

(

あ
や
・
文)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
事
実
に
対
し
て
、
言
語
と
並
行
す
る
も
の
を
見
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
に
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
自
己
は

｢

自
己
の
身
・
心
と
、
自
己
の
住
む
環
境
と
、
一
切
の
他
者

(

他
己
と
そ
の
住
む
環
境
の
全
体)

を
内
容
と
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
が
自
己
で
あ
る｣

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他

者
を
包
摂
し
て
の
自
己
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、『

吽
字
義』

麼
字
に
つ
い
て
の

｢

一
切
の
有
情
非
情
は
、
麼
字
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。
是
れ
則
ち
一
に
し
て
能
く
多
な
り
。
小
に
し
て
大
を
含
す
。
故
に
円
融
の
実

義
と
名
づ
く｣

、『

秘
蔵
宝
鑰』

の

｢

刹
塵
の
渤
駄
は
吾
が
心
の
仏
な
り
、
海
滴
の
金
蓮
は
亦
た
我
が
身
な
り｣

、『

秘
密
曼
荼
羅
十
住
心

論』

の

｢

秘
密
荘
厳
心
と
は
、
即
ち
是
れ
究
竟
じ
て
自
心
の
源
底
を
覚
知
し
、
実
の
ご
と
く
自
身
の
数
量
を
証
悟
す｣

、
さ
ら
に
は

『

即
身
成
仏
義』

の

｢

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く｣
の
世
界
を
、
よ
り
具
体
的
に
詳
し
く
明
か
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら

を
通
貫
す
る
思
想
を
一
言
で
い
え
ば
、｢

己
心
の
中
の
曼
荼
羅｣
思
想
と
い
う
べ
き
か
。
空
海
の
思
想
に
お
け
る
自
己
と
は
、
こ
の
よ

う
に
深
い
内
容
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五
、
空
海
の
人
間
観
と
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

最
後
に
、
以
上
の
空
海
の
人
間
観
と
今
日
、
緊
要
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
環
境
問
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
く
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

空
海
の
近
代
的
自
我
観
を
は
る
か
に
超
え
る
人
間
観
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
導
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、｢
自
己
は
本
来
、
他
者
の
全
体
で
も
あ
る｣

と
い
う
了
解
か
ら
は
、
他
者
を
自
己
と
す
る
立
場
か
ら
何
事
も
考
え
る
こ
と
を

導
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
己
中
心
主
義
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
克
服
し
、
他
者
と
の
共
生
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
導
く
と
考
え

ら
れ
る
。
貧
困
や
格
差
の
問
題
、
南
北
問
題
・
南
南
問
題
等
へ
の
ま
な
ざ
し
と
関
与
と
を
強
め
、
未
来
世
代
の
他
者
へ
の
配
慮
に
も
心

を
く
だ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

｢

他
者｣

の
中
に
他
の
生
物
を
も
見
る
と
き
、
人
間
中
心
主
義
の
見
直
し
と
生
命
中
心
主
義

の
立
場
の
考
慮
を
促
す
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、｢

各
個
人
は
、
身
心
と
環
境
の
全
体
で
あ
る
。
他
者
と
い
う
存
在
も
、
他
の
各
々
の
身
心
と
環
境
の
全
体
の
こ
と
で
あ
る｣

と
い
う
了
解
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
環
境
を
も
自
己
と
す
る
立
場
か
ら
何
事
も
考
え
る
こ
と
を
導
く
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
他
の

生
命
体
や
自
然
物
の
権
利
の
見
直
し
、
も
し
く
は
そ
の
こ
と
へ
の
配
慮
を
も
た
ら
す
に
違
い
な
い
。

次
に
、
上
述
の
立
場
は
、｢

生
命
の
平
等
性
と
関
係
性
を
見
る
立
場｣

に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
、
生
命
体
の
重
重
無
尽
の
関

係
を
分
断
し
な
い
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
ば
近
代
合
理
主
義
の
根
本
で
あ
る
要
素
還
元
主
義
の
見
直
し
を
も
た

ら
し
、
何
事
を
考
え
る
に
し
て
も
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
発
想
に
基
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、｢

こ
れ
ら
一
切
の
身
心
と
環
境
の
全
体
は
、
仏
の
智
慧
を
本
性
と
し
て
い
る｣

と
い
う
了
解
か
ら
は
、
一
切
の
自
他
と
環

境
を
畏
敬
し
尊
重
し
大
切
に
す
る
立
場
か
ら
何
事
も
考
え
る
こ
と
を
導
く
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
仏
の
智
慧
さ
ら
に

は
諸
功
徳
の
内
容
を
発
揮
・
具
現
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
努
め
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
は
、
量
の
追
求
か

ら
質
の
追
求
へ
と
転
換
さ
せ
、
欲
望
の
見
直
し
と
真
実
の
豊
か
さ
と
は
何
か
の
自
覚
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

― ―23



こ
う
し
て
、
空
海
の
人
間
観
か
ら
、
環
境
理
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
得
ら
れ
、
し
か
も
こ
こ
か
ら
具
体
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

導
く
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
社
会
の
あ
り
方
の
制
度
設
計
の
基
礎
理
論
を
与
え
、
そ
の
具
体
的
実
現
を
導
く
こ

と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
細
部
は
措
い
た
雑
駁
な
議
論
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
日
本
平
安
時
代
の
空
海
の
思
想
も
、
実
に
現
代
の
危
機
を
乗
り
越
え
る

大
き
な
力
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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