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は
じ
め
に

　
何
晏
と
王
弼
に
端
を
発
す
る
玄
学
の
思
潮
は
魏
晋
に
お
い
て
隆
盛
し
、
多
く
の
士
大
夫
が
玄
学
を
真
理
探
究
の
た
め
に
最
も
有
効
な

方
法
論
と
し
て
受
け
と
め
た
。
そ
し
て
東
晋
時
代
に
な
る
と
玄
学
と
の
近
似
性
が
見
出
さ
れ
た
般
若
思
想
が
流
行
し
、
こ
の
時
以
来
、

仏
教
が
中
国
思
想
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
は
中
国
伝
統
思
想
を
否
定
し
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
玄
学
の
発
展

形
と
し
て
の
仏
教
に
対
す
る
期
待
が
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
中
国
思
想
史
上
の
重
大
転
機
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
転
機
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
視
座
と
し
て
、
思
想

的
転
回
を
お
こ
な
っ
た
動
機
と
は
何
か
に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。す
な
わ
ち
般
若
思
想
を
受
容
し
た
動
機
と
、

般
若
思
想
受
容
後
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
仏
教
の
真
髄
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
く
動
機
は
一
貫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
動
機
づ

け
は
一
体
何
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
極
め
て
初
歩
的
な
段
階
か
ら
考
察
を
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
い
に
答
え
て
、
玄

学
す
な
わ
ち
『
老
子
』・『
荘
子
』・『
易
経
』
の
三
玄
に
対
す
る
強
い
関
心
で
あ
る
と
言
え
ば
、
一
見
問
題
は
解
決
し
た
か
の
よ
う
で
あ

る
が
、
三
玄
の
ど
の
よ
う
な
思
想
的
特
徴
に
導
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
答
え
て
お
ら
ず
、
当
時
の
思
想
的
営
為
の
詳
細
は
曖
昧
模
糊

鳩
摩
羅
什
門
下
の
思
想
展
開
に
つ
い
て
―
『
易
経
』
の
力
学
―

遠
藤
　
祐
介
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と
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
般
若
思
想
の
探
究
に
関
心
が
持
た
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
玄
学
の
無
と
仏
教
の
空
が
類
似
し
た
概
念
で
あ
る
点
が
要
因
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
は
こ
れ
以
上
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
人
の
関
心
は
あ
る
種
直
観
的
と
も
い
え
る
真
理
把

握
へ
の
希
求
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
認
識
の
及
ぶ
領
域
と
認
識
を
超
え
た
領
域
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
説
明
や
、
人
間
世
界
と
人
間

世
界
以
外
も
包
含
す
る
具
体
的
で
広
大
な
世
界
観
を
も
求
め
て
い
る
。
は
た
し
て
中
国
人
に
こ
の
よ
う
な
知
的
欲
求
を
持
つ
動
機
を
植

え
付
け
る
の
に
主
導
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
三
玄
の
う
ち
の
ど
の
書
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
認
識
や
世
界
観
と
い
う
分
野
に
お
い

て
、『
易
経
』
は
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
系
統
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。『
易
経
』
で
は
無
や
道
な
ど
視
聴
で

は
つ
か
み
き
れ
な
い
境
地
を
形
而
上
と
称
し
、我
々
が
生
き
る
現
象
世
界
を
形
而
下
と
称
す
る
。
中
国
人
は
儒
家
や
道
家
の
隔
て
な
く
、

伝
統
的
に
こ
の
枠
組
み
を
基
調
と
し
て
物
事
を
認
識
し
、
な
お
か
つ
世
界
観
を
形
成
し
て
き
た
。『
易
経
』
が
主
要
な
媒
介
と
な
っ
て

仏
教
思
想
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
無
や
空
以
外
に
も
関
心
を
持
っ
て
深
化
し
て
い
く
動
機
と
な
り
、
後
の
中
国
仏
教
形
成
の
主
要
な
原

動
力
と
な
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

　
も
ち
ろ
ん『
易
経
』の
み
が
唯
一
の
原
動
力
で
あ
る
と
強
弁
し
な
い
が
、『
易
経
』の
牽
引
力
に
対
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

本
稿
で
は
こ
の
点
の
考
察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
上
述
し
た
『
易
経
』
の
役
割
が
、
中
国
仏
教
の
基
礎
形
成
期
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
作
用
し
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
の
考
察
対
象
と
し
て
は
、
鳩
摩
羅
什
門
下
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
展
開
が
最
も
ふ
さ
わ

し
い
で
あ
ろ
う
。

　
鳩
摩
羅
什
（
以
下
、
羅
什
と
記
す
）
の
手
で
『
般
若
経
』、『
維
摩
経
』、『
百
論
』、『
十
二
門
論
』、『
中
論
』、『
大
智
度
論
』
な
ど
が

翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
般
若
思
想
の
研
究
は
さ
ら
に
進
展
し
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
般
若
思
想
は
羅
什
の
出
現
以
前
か
ら

中
国
で
流
行
し
て
お
り
、
こ
れ
を
一
気
に
深
化
さ
せ
た
こ
と
に
は
非
常
に
大
き
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
中
国
人
の
関
心
が
単
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に
無
と
空
の
関
係
性
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
具
象
的
に
世
界
全
体
を
説
明
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
羅
什
訳

『
法
華
経
』
に
飛
び
つ
い
た
こ
と
か
ら
も
観
察
で
き
る
。
羅
什
に
よ
る
『
法
華
経
』
翻
訳
が
、
形
而
上
に
ば
か
り
目
が
向
い
て
い
た
思

想
の
潮
目
を
変
え
、
弟
子
の
僧
叡
や
竺
道
生
ら
の
た
め
に
新
思
想
の
展
開
を
促
す
広
大
な
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
し
た
こ
と
も
重
大
な
思
想

的
転
回
と
言
い
う
る
。

　
羅
什
の
訳
経
と
い
う
功
績
は
当
然
称
揚
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
受
容
側
に
立
つ
弟
子
た
ち
が
何
故
に
羅
什
の
仏
教

を
求
め
た
の
か
と
い
う
視
点
も
必
要
で
あ
り
、
こ
の
視
座
か
ら
す
る
と
三
玄
、
と
り
わ
け
『
易
経
』
に
導
か
れ
た
中
国
人
僧
侶
の
思
考

様
式
に
着
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
玄
を
代
表
し
た
『
易
経
』
と
仏
教
の
三
つ
経
典
と
の
関
係
を
考

察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
う
三
つ
の
経
典
と
は
、
流
行
の
口
火
を
切
っ
た
『
般
若
経
』、
空
の
思
想
を
踏
ま
え
た
上
で
具
体
的

な
教
え
や
現
象
を
重
視
す
る
『
法
華
経
』、
悉
有
仏
性
を
め
ぐ
っ
て
羅
什
の
死
後
に
物
議
を
か
も
し
た
『
涅
槃
経
』
の
三
経
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
常
楽
我
浄
を
説
き
般
若
思
想
と
の
齟
齬
が
疑
わ
れ
た
『
涅
槃
経
』
は
羅
什
の
死
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
羅

什
の
中
国
人
の
弟
子
た
ち
は
師
の
力
を
借
り
ず
に
『
涅
槃
経
』
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
を
創
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
国
人
僧
侶

た
ち
は
こ
の
難
題
に
直
面
し
て
、
や
は
り
『
易
経
』
に
主
導
さ
れ
る
動
機
を
基
礎
に
し
て
解
釈
を
お
こ
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
羅
什
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
比
較
的
短
い
時
間
に
、『
般
若
経
』、『
法
華
経
』、『
涅
槃
経
』
を
も
と
に
し
て
中
国
仏
教
思
想
に
大

き
い
振
動
が
見
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
視
点
か
ら
こ
の
時
期
の
思
想
変
動
を
考
察
す
べ
く
、
ま
ず
『
易
経
』

の
思
想
が
仏
教
受
容
の
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
概
観
し
、
引
き
続
い
て
羅
什
門
下
の
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
を

め
ぐ
る
解
釈
を
流
行
の
時
代
順
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
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一
　
仏
教
思
想
流
行
の
背
景
―
『
易
経
』
の
枠
組
み
―

　
中
国
人
が
仏
教
を
受
容
し
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
東
晋
時
代
に
著
さ
れ
た
袁
宏
撰
『
後
漢
紀
』
巻
一
〇
明
帝
紀
下
の
記
事
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

沙
門
な
る
者
は
、
漢
に
息
心
と
い
う
。
蓋
し
意
を
息や

め
て
欲
を
去
り
、
無
為
に
帰
す
る
な
り
。
又
以お
も為

え
ら
く
、
人
死
す
る
も

精
神
は
滅
び
ず
、
随
い
て
復
た
形
を
受
け
、
生
時
の
所
行
善
悪
に
皆
報
応
有
り
、
と
。
故
に
貴
ぶ
所
は
行
善
修
道
な
り
。
以
て

精
神
を
錬
り
て
已
ま
ず
。
以
て
無
為
に
至
り
て
仏
と
為
る
を
得
る
な
り
。
仏
の
身
長
は
一
丈
六
尺
、
黄
金
色
に
し
て
、
項
中
に

日
月
光
を
佩
び
て
変
化
無
方
、
入
ら
ざ
る
所
無
く
、
故
に
能
く
万
物
を
化
通
し
て
大
い
に
群
生
を
済
う
。

と
記
さ
れ
、
中
国
人
が
仏
教
を
受
容
し
た
四
つ
の
要
因
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
欲
を
取
り
去
っ
て
理
想
状
態
で
あ
る
無
為

に
帰
す
る
と
い
う
涅
槃
に
至
る
論
理
、
②
死
ん
で
も
精
神
は
不
滅
で
あ
り
、
生
前
の
善
悪
に
基
づ
い
て
再
び
形
を
受
け
る
と
い
う
因
果

応
報
の
論
理
、
③
行
善
修
道
に
よ
っ
て
精
神
を
鍛
錬
す
る
と
い
う
修
行
論
、
④
自
由
自
在
に
変
化
し
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
示
現
し
て
衆
生

を
救
う
神
異
の
力
で
あ
る
。

　
般
若
思
想
が
中
国
に
お
け
る
仏
教
思
想
流
行
の
嚆
矢
と
な
っ
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
般
若
思
想
流
行
以
前
は
、
仏
が
発
揮
す
る

神
異
の
力
に
す
が
ろ
う
と
す
る
素
朴
な
信
仰
の
ほ
う
が
目
に
つ
き
、
中
国
の
知
識
人
が
有
す
る
伝
統
思
想
に
匹
敵
す
る
も
の
、
あ
る
い

は
超
え
る
も
の
と
し
て
盛
ん
に
学
ば
れ
た
形
跡
は
な
い
。
般
若
思
想
は
魏
晋
時
代
の
玄
学
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
流
行
し

た
わ
け
で
、
袁
宏
が
挙
げ
る
と
こ
ろ
の
第
一
の
要
因
、
欲
を
去
っ
て
無
為
に
帰
す
る
と
説
い
た
こ
と
が
、
玄
学
に
心
を
寄
せ
る
中
国
人

の
心
を
と
ら
え
た
こ
と
に
な
る
。
般
若
思
想
に
即
し
て
言
え
ば
、玄
学
に
説
か
れ
る
無
と
仏
教
に
説
か
れ
る
空
が
同
質
の
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
空
は
無
を
深
化
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
期
待
の
も
と
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



鳩摩羅什門下の思想展開について -『易経』の力学 -

129

　
三
玄
の
中
で
最
も
系
統
的
に
世
界
観
を
提
示
し
て
い
る
の
は
『
易
経
』
で
あ
る
。
玄
学
で
は
、
我
々
が
現
実
と
し
て
認
識
し
て
い
る

現
象
の
底
流
に
、
更
に
本
質
を
な
す
何
者
か
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を
無
と
呼
ん
だ
り
、
道
と
称
し
た
り
し
て
い
る
。『
易
経
』
の

用
語
で
は
、
本
質
を
形
而
上
と
称
し
、
現
象
を
形
而
下
と
呼
ん
で
い
る
。『
易
経
』
繋
辞
上
伝
に
、

こ
の
故
に
形
而
上
な
る
者
こ
れ
を
道
と
謂
い
、
形
而
下
な
る
者
こ
れ
を
器
と
謂
う
。
化
し
て
こ
れ
を
裁
す
る
こ
れ
を
変
と
謂
い
、

推
し
て
こ
れ
を
行
な
う
こ
れ
を
通
と
謂
い
、
挙
げ
て
こ
れ
を
天
下
の
民
に
錯お

く
こ
れ
を
事
業
と
謂
う
。

と
あ
り1

、
道
の
領
域
を
形
而
上
、
形
而
上
の
働
き
が
具
象
化
さ
れ
た
領
域
を
形
而
下
あ
る
い
は
器
と
呼
ん
で
い
る
。『
易
経
』
で
は
道

に
由
来
す
る
陰
陽
を
立
て
、
陰
陽
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
現
象
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
動
き
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。
上
記
の
引
用
文
に
あ

る
変
、
通
、
事
業
に
つ
い
て
は
岩
波
文
庫
『
易
経
』
で
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る2

。

陰
陽
の
変
化
に
即
し
そ
の
変
化
を
適
宜
に
裁
ち
き
っ
て
融
通
性
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
を
変
と
謂
い
、
こ
れ
を
推
し
進
め
て
そ
の

場
そ
の
場
の
具
体
的
な
処
理
を
講
ず
る
こ
と
を
通
と
謂
い
、
変
通
の
結
果
を
挙
げ
て
天
下
の
人
々
の
手
の
と
ど
く
処
に
置
き
実

際
の
効
果
を
お
さ
め
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
事
業
と
謂
う
の
で
あ
る
。

　
形
而
上
と
形
而
下
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
個
所
に
つ
い
て
、
羅
什
門
下
の
僧
侶
た
ち
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
韓
康
伯
の
注3

を
見
る

と
、
常
識
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
か
、
形
而
上
と
形
而
下
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
特
に
説
明
を
付
し
て
い
な
い
。『
老
子
』

や
『
荘
子
』
を
引
用
し
て
無
や
道
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、
そ
の
話
は
単
に
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
と
い
っ
た
一
冊
の
書
の
内
容
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
『
易
経
』
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
。『
易
経
』
と
の
整
合
性
が
な
け
れ
ば
主
張
の
信
憑
性
は
確
保
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
玄
学
を
深
く
学
ん
だ
士
大
夫
が
形
而
上
と
形
而
下
と
い
う
文
脈
で
本
質
と
現
象
を
解
釈
し
て
い
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
の
延
長
線
上
に
仏
教
の
空
を
熱
心
に
探
究
し
た
士
大
夫
に
お
い
て
も
、
形
而
上
と
形
而
下

と
い
う
発
想
の
下
地
の
上
に
空
の
思
想
を
受
け
入
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
、
筆
者
が
以
前
考
察
し
た
『
達
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性
論
』
論
争
で
も
『
易
経
』
の
世
界
観
が
当
然
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
が
確
認
で
き
る4

。

　『
達
性
論
』
論
争
は
南
朝
宋
の
文
帝
時
代
に
起
き
た
も
の
で
羅
什
門
下
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
直
後
の
時
代
に
あ
た
り
、
玄
学
と

仏
教
の
思
想
的
関
係
性
に
つ
い
て
は
変
わ
り
が
な
い
。『
達
性
論
』
論
争
に
お
い
て
は
「
万
物
の
本
性
」（
形
而
下
の
領
域
）、「
万
物
と

幽
冥
の
理
の
関
係
」（
形
而
下
と
形
而
上
の
関
係
性
）、「
万
物
の
中
で
生
き
る
人
間
の
あ
る
べ
き
生
き
方
」（
形
而
下
に
お
け
る
人
間
の

位
置
づ
け
）
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
形
而
下
と
形
而
上
の
枠
組
み
が
見
て
取
れ
る
。

　『
易
経
』
が
説
明
す
る
世
界
は
形
而
上
と
形
而
下
に
分
け
ら
れ
、こ
の
二
つ
の
領
域
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、『
易

経
』
に
お
け
る
真
理
探
究
の
方
向
性
を
「
ベ
ク
ト
ル
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
述
べ
れ
ば
、「
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
」
と
「
形
而
下
ベ
ク

ト
ル
」
と
表
現
で
き
よ
う
。『
達
性
論
』
と
い
う
仏
教
の
論
文
が
『
易
経
』
の
思
想
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、『
達

性
論
』
も
ま
た
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
と
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
合
成
さ
れ
た
『
易
経
』
の
力
学
に
導
か
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
論
文
で
あ
る

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
『
易
経
』
の
力
学
に
着
目
し
て
、
以
下
に
羅
什
門
下
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
の
受
容
と
思
想
変
動
の
あ
り
方
に
対
す
る
一
解
釈
を
提
示
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
羅
什
門

下
の
代
表
的
な
学
僧
で
あ
る
僧
肇
・
僧
叡
・
竺
道
生
を
考
察
対
象
に
取
り
上
げ
る
が
、
残
存
資
料
や
生
存
年
代
の
都
合
に
よ
り
す
べ
て

の
項
目
で
三
名
全
員
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
次
節
で
は
ま
ず
『
般
若
経
』
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
資
料
が
不
十
分
な
竺

道
生
を
考
察
対
象
と
は
せ
ず
、
僧
肇
と
僧
叡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　『
般
若
経
』
の
流
行
―
形
而
上
に
関
す
る
理
論
の
深
化
―

　
①
僧
肇
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仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た
当
初
、
仏
教
は
そ
の
思
想
的
特
質
が
評
価
さ
れ
て
浸
透
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
仏
が
持
つ
と
さ
れ
る
超
自

然
的
な
能
力
に
対
す
る
関
心
と
い
う
非
常
に
素
朴
な
要
因
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
何
晏
・
王
弼
に
始
ま
る
玄
学
が
流
行
す
る
と
、

無
に
強
い
関
心
を
よ
せ
る
士
大
夫
は
仏
教
の
空
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
仏
教
思
想
の
中
で
も
と
り
わ
け
般
若
思
想
に
関
心
が

集
ま
り
、
こ
れ
が
仏
教
と
儒
家
・
道
家
と
い
う
中
国
伝
統
思
想
と
の
本
質
的
か
つ
本
格
的
な
融
合
の
端
緒
と
な
っ
た
。

　『
易
経
』
と
い
う
経
典
は
、
儒
家
と
道
家
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
世
界
観
を
供
給
す
る
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
般
若
思
想
を
受

け
入
れ
た
士
大
夫
に
は
、『
易
経
』
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
既
成
の
世
界
観
が
牢
固
と
し
て
根
付
い
て
お
り
、
こ
の
世
界
観
を
さ
ら
に

詳
細
か
つ
正
確
に
説
明
す
る
原
理
と
し
て
般
若
思
想
は
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
般
若
思
想
は
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
の
延
長

線
上
に
受
容
さ
れ
た
と
言
え
る
し
、
空
観
を
説
く
般
若
思
想
の
性
質
に
即
し
て
さ
ら
に
詳
細
に
見
れ
ば
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク
ト
ル

の
延
長
線
上
に
受
容
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
羅
什
門
下
で
般
若
思
想
に
関
す
る
論
を
残
し
て
い
る
学
僧
と
し
て
、
ま
ず
僧
肇
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。『
肇
論
』
は
一
見

す
る
と
道
家
の
論
文
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
を
し
ば
し
ば
引
用
し
、
中
国
の
伝
統
的
な
概
念
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。『
老
子
』
や
『
荘
子
』
に
比
し
て
『
易
経
』
を
引
用
し
て
い
る
回
数
は
少
な
い
も
の
の
、『
易
経
』
は
道
家
の
世
界
観
の
骨
格

で
あ
る
た
め
、『
老
子
』
と
『
荘
子
』
が
引
用
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
れ
に
付
随
し
て
自
ず
か
ら
『
易
経
』
の
世
界
観
の
影
響
の

大
き
さ
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
問
題
と
さ
れ
た
「
色
」（
現
象
）
と
「
空
」
を
構
造
的
に
思
考
す
る
場
合
、
当
時
の
中
国
人
僧
侶

は
そ
れ
ぞ
れ
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
て
「
形
而
下
」
と
「
形
而
上
」
に
対
応
さ
せ
て
思
索
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
般
若
思
想
が
特
に
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
形
而
下
ベ

ク
ト
ル
の
延
長
線
上
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
が
以
前
に
言
及
し

た
こ
と
が
あ
る
が
、
僧
肇
は
第
一
に
現
象
を
捨
象
せ
ず
、
第
二
に
聖
俗
一
如
の
思
想
を
内
包
し
て
い
る
人
物
で
あ
る5

。
つ
ま
り
、
探
究
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の
主
題
と
し
て
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
に
し
た
が
っ
て
深
化
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
は
事
実
だ
が
、
形
而
下
ベ
ク
ト

ル
へ
の
関
心
が
存
在
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
僧
肇
が
活
躍
し
た
時
期
に
お
い
て
は
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
方
面
の
関
心
が
特
に

盛
ん
な
段
階
で
あ
り
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
方
面
に
お
け
る
思
想
展
開
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
。

　『
法
華
経
』
や
『
涅
槃
経
』
の
受
容
と
研
究
は
、
僧
肇
以
外
の
羅
什
門
下
の
他
の
学
僧
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
の
動
き

は
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
僧
肇
の
場
合
は
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
に
お
い
て
発
展
す
る
潜
在
的
な
原
動
力
を
内

包
し
て
い
た
も
の
の
、
未
開
花
の
ま
ま
没
し
て
し
ま
っ
た
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
項
目
で
は
、
僧
肇
の
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
お
け
る
展
開
が
後
の
学
者
に
比
し
て
不
十
分
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
と

ど
め
た
い
。
僧
肇
は
聖
俗
一
如
を
唱
え
て
い
た
が
、
僧
肇
在
世
中
に
は
法
顕
訳
『
涅
槃
経
』
も
な
い
た
め
、「
常
楽
我
浄
」
の
発
想
を

思
想
の
機
軸
に
据
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
僧
肇
は
、廬
山
の
慧
遠
の
弟
子
で
あ
る
劉
遺
民
が
あ
え
て
「
至
当
」・「
常
当
」
や
「
真
是
」・

「
常
是
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
原
則
的
に
は
や
は
り
「
形
名
を
以
て
得
べ
か
ら
ず
」
と
結
論
づ
け
て

い
る6

。
純
粋
に
空
思
想
の
文
脈
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
僧
肇
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
後
世
に
『
涅
槃
経
』
や
『
法
華

経
』
の
信
仰
が
流
行
す
る
と
、
後
世
の
学
僧
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
経
典
と
空
思
想
に
齟
齬
が
な
い
よ
う
な
解
釈
が
生
み
出
さ
れ
、
僧
肇

の
解
釈
と
は
違
っ
た
新
た
な
展
開
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
空
思
想
の
み
で
は
、
諸
現
象
を
個
別
に
説
明
し
包
含
し
て
い
く
思
想
の
多
彩
さ
に
欠
け
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。『
易
経
』
ベ
ク
ト

ル
の
発
想
に
従
っ
て
考
え
た
場
合
、
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
が
深
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
で
き
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
形
而
上
ベ

ク
ト
ル
と
対
を
な
す
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
説
明
も
求
め
ら
れ
る
。
た
し
か
に
空
と
い
う
概
念
を
徹
底
的
に
用
い
て
、
形
而
上
と
形
而
下

と
い
う
対
概
念
を
議
論
の
外
に
は
じ
き
飛
ば
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
う
せ
ず
に
現
象
す
な
わ
ち
形
而
下
を
熱
心
に
探
究

す
る
点
に
中
国
仏
教
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
特
徴
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
の
が
『
易
経
』
ベ
ク
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ト
ル
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
僧
肇
の
段
階
で
は
大
き
い
展
開
を
見
せ
な
か
っ
た
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
探
究
は
、
他
の
学
僧
の
手
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
節
で
は
竺
道
生
に
言
及
す
る
だ
け
の
資
料
が
揃
え
ら
れ
な
い
た
め
、
竺
道
生
の
項
目
を
立
て
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
般
若
思
想

に
お
い
て
竺
道
生
と
僧
肇
に
親
和
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、

第
一
に
竺
道
生
が
僧
肇
の
『
般
若
無
知
論
』
を
賞
賛
し
こ
れ
を
廬
山
に
伝
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
竺
道
生
に
『
維
摩
経
』
注
が
あ

る
が
分
量
的
に
は
少
な
く
、
羅
什
・
僧
肇
を
補
足
す
る
形
で
注
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
竺
道
生
の
般
若
思
想
は
、
こ

こ
で
考
察
し
た
僧
肇
に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
②
僧
叡

　
僧
叡
は
一
体
何
を
求
め
て『
般
若
経
』の
解
釈
に
着
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。僧
叡
撰『
大
品
経
序
』冒
頭
に「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」を「
大

（
摩
訶
）」・「
慧
（
般
若
）」・「
度
（
波
羅
蜜
）」
に
分
け
て
そ
の
意
義
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
僧
叡
の
意
図
を
端
的

に
知
る
こ
と
が
で
き
る7

。

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
な
る
者
は
八
地
に
出
づ
る
の
由
路
、
十
階
に
登
る
の
龍
津
な
り
。
夫
れ
淵
府
は
以
て
其
の
深
美
を
尽
く
す
に

足
ら
ず
。
故
に
大
に
寄
せ
て
以
て
之
れ
を
目
す
。
水
鏡
は
未
だ
以
て
其
の
澄
朗
を
喩
う
べ
か
ら
ず
。
故
に
慧
に
仮
り
て
以
て
之

れ
を
称
す
。
造
尽
は
以
て
其
の
涯
極
を
得
る
に
足
ら
ず
。
故
に
度
に
借
り
て
以
て
之
れ
を
明
か
す
。
然
れ
ば
則
ち
功
は
有
無
に

訖
わ
る
。
度
は
名
の
立
つ
る
所
以
に
し
て
、
本
を
照
ら
し
末
を
静
む
。
慧
日
は
之
れ
を
以
て
生
じ
、
昿あ
き

ら
か
に
無
外
を
兼
ぬ
。

大
の
称
は
由
り
て
以
て
起
こ
る
。

　「
度
」
は
「
度
無
極
」
と
い
う
用
語
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
岸
に
到
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
動
き

を
あ
ら
わ
す
度
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
に
あ
る
「
造
尽
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
造
尽
と
は
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
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る
術
語
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
解
釈
を
施
す
必
要
が
あ
る
。
造
尽
の
造
と
は
、「
造
化
」
す
な
わ
ち
天
地
万
物
を
創
造
し
維
持
し
て

い
る
転
変
極
ま
り
な
い
働
き
の
こ
と
で
、
尽
は
造
化
の
働
き
を
尽
く
し
た
無
限
の
動
き
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
造
化
に
よ
っ
て
変
化
し
続
け
な
が
ら
自
然
に
存
在
し
て
い
る
形
而
下
の
領
域
さ
え
も
人
知
を
超
え
て
果
て
し
な
く
広

い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
度
を
目
指
す
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
。
た
だ
度
と
い
う
だ
け
で
は
有
無
と
い
う
相
対
対
立
の

相
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
、「
慧
日
」
す
な
わ
ち
形
而
上
の
智
慧
に
よ
っ
て
絶
対
な
る
も
の
を
求
め
、
最
終
的
に
は
形
而
下
と
形
而

上
の
区
別
や
相
対
と
絶
対
と
い
う
対
立
を
撥
無
し
た
「
大
」
と
い
う
概
念
で
究
極
の
境
地
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

仏
教
に
造
化
の
発
想
を
織
り
込
ん
で
い
る
点
で
、
僧
叡
の
脳
裏
に
お
い
て
『
易
経
』
の
世
界
観
と
仏
教
的
世
界
観
が
渾
然
一
体
と
な
っ

て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
大
・
慧
・
度
の
三
つ
の
概
念
に
つ
い
て
は
般
若
思
想
の
空
を
念
頭
に
置
い
て
、
更
に
次
の
説
明
を

加
え
て
い
る8

。

斯
の
三
名
な
る
者
は
、
義
は
有
流
に
渉
る
と
雖
も
詣い
た

り
て
非
心
を
得
る
。
跡
は
有
用
に
寄
る
も
功
は
実
に
非
待
な
り
。
非
心
な

る
が
故
に
不
住
を
以
て
宗
と
為
す
。
非
待
な
る
が
故
に
無
照
を
以
て
本
と
為
す
。

　
大
・
慧
・
度
と
い
う
概
念
は
説
明
す
る
方
便
と
し
て
顕
現
し
て
い
て
も
、
本
質
的
に
は
作
為
を
離
れ
た
「
非
心
」
で
あ
り
、
し
か
も

相
対
者
を
持
た
な
い
「
非
待
」
で
あ
る
。
般
若
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
と
形
而
下
と
い
う
伝
統
的
な
議
論
か
ら
新

た
な
一
歩
を
進
め
て
深
化
さ
せ
た
こ
と
が
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
が
、僧
叡
に
お
い
て
も
そ
の
思
想
的
動
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

空
思
想
自
体
は
形
而
上
・
形
而
下
と
い
う
概
念
を
撥
無
す
る
思
想
で
あ
る
が
、
中
国
人
と
し
て
は
易
の
思
想
を
経
由
せ
ね
ば
理
解
し
が

た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
人
が
空
思
想
を
求
め
た
動
機
も
形
而
上
の
領
域
を
深
く
究
め
た
い
と
い
う
欲
求
に
起
因
し
、
や
が
て

形
而
上
と
形
而
下
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
発
想
に
変
質
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る9

。
端
的
に
言
え
ば
、
中
国
人
の
大
乗
仏
教
受
容
の
背

景
に
は
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
要
素
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
に
よ
り
『
般
若
経
』
の
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受
容
が
促
さ
れ
、
こ
れ
に
続
い
て
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
対
す
る
探
究
心
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
や
『
涅
槃
経
』

へ
の
関
心
が
開
か
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
　『
法
華
経
』
へ
の
関
心
│
形
而
下
解
釈
へ
の
動
き
│

　『
般
若
経
』
が
空
に
力
点
を
置
い
て
説
く
の
に
対
し
て
、『
法
華
経
』
は
空
観
を
強
調
す
る
よ
り
も
具
体
的
な
教
説
や
現
象
の
あ
り
方

を
重
視
し
て
い
る
。
要
す
る
に
『
法
華
経
』
の
重
点
の
置
き
方
は
『
般
若
経
』
と
傾
向
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
観
の
概
論
は

比
較
的
理
解
し
や
す
い
も
の
の
、
深
く
探
究
す
る
段
に
な
る
と
、
堂
々
め
ぐ
り
の
よ
う
な
難
解
な
議
論
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、

空
と
い
う
性
質
上
、
現
象
自
体
や
変
化
の
帰
趨
に
対
す
る
関
心
は
希
薄
で
あ
る
た
め
、
五
感
を
頼
り
に
生
活
し
て
い
る
我
々
の
世
界

か
ら
は
実
感
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。『
法
華
経
』
の
場
合
は
釈
尊
の
神
異
を
多
く
説
い
て
い
る
た
め
、
合
理
的
な
思
考
に
慣
れ
た
現

代
人
が
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
内
容
で
は
な
い
が
、
空
思
想
と
現
象
を
つ
な
ぐ
独
自
の
世
界
観
を
提
示
し
て
い
る
点
で
、『
般
若
経
』

に
比
し
て
現
象
世
界
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
前
節
で
は
般
若
思
想
が
中
国
で
展
開
し
た
背
景
に
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
般
若
思
想
は
形
而
下

を
包
含
し
て
い
る
も
の
の
、
空
に
ば
か
り
重
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
に
形
而
下
も
重
視
す
る
中
国
人
か
ら
す
る
と
、
形
而
上

と
形
而
下
の
バ
ラ
ン
ス
面
で
不
十
分
さ
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
般
若
思
想
流
行
の
直
後
に
重
視
さ
れ
た
『
法
華
経
』
や
『
涅

槃
経
』
は
、
般
若
思
想
に
不
足
し
て
い
る
形
而
下
の
要
素
を
補
填
す
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
節
で
は
羅

什
門
下
の
僧
叡
と
竺
道
生
の
思
想
を
た
ど
り
つ
つ
、
彼
ら
が
『
法
華
経
』
に
求
め
た
要
素
や
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の
関
係
性
に

関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
僧
肇
は
『
法
華
経
』
に
対
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
本
節
で
は
取
り
上
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げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
①
僧
叡

　『
法
華
経
』
類
の
経
典
で
は
、
羅
什
以
前
に
竺
法
護
訳
『
正
法
華
経
』
が
存
在
し
た
が
、
般
若
思
想
の
隆
盛
に
比
し
て
そ
の
影
響
力

は
小
さ
か
っ
た
。
し
か
し
羅
什
に
よ
る
『
法
華
経
』
翻
訳
後
、
羅
什
門
下
で
『
法
華
経
』
研
究
が
盛
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

お
そ
ら
く
『
法
華
経
』
に
対
す
る
羅
什
の
高
い
評
価
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
羅
什
門
下
の
学
僧
も
熱
心
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
本
項

で
は
ま
ず
『
法
華
経
』
に
対
す
る
見
解
が
現
存
し
て
い
る
僧
叡
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　『
法
華
経
』
の
特
徴
は
空
を
説
明
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
乗
思
想
を
鮮
明
に
掲
げ
る
こ
と
や
釈
尊
の
威
神
力
が
明
示
さ
れ

て
い
る
点
に
あ
る
。
空
一
辺
倒
で
あ
っ
た
当
時
の
思
潮
の
中
で
、
威
神
力
を
前
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
は
形
而
下
に
関
心
の
あ
る
者
に

と
っ
て
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
一
乗
思
想
に
つ
い
て
は
三
乗
に
対
し
て
一
乗
が
何
故
に
真
実
で
あ
る
か
を
対
比
し
て
説
明
し
て
お

り
、
形
而
下
の
現
象
を
活
用
し
な
が
ら
具
体
的
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
象
を
重
視
す
る
姿
勢
は
般
若
思
想
と
比
べ
て

顕
著
に
見
ら
れ
る
。

　『
法
華
経
』
が
当
時
の
中
国
人
の
支
持
を
集
め
え
た
背
景
を
知
る
に
は
、『
般
舟
三
昧
経
』
を
奉
じ
て
仏
の
感
応
を
求
め
た
廬
山
の
慧

遠
の
修
行
態
度
に
象
徴
さ
れ
る
中
国
仏
教
の
あ
り
方
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い11

。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
八
方
手
を
尽
く
し
て
真
実
を
開
示

し
よ
う
と
す
る
『
法
華
経
』
の
内
容
は
、
仏
と
現
象
世
界
と
の
対
応
関
係
に
強
い
関
心
が
あ
る
学
僧
を
惹
き
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
中
国
人
に
よ
る
『
法
華
経
』
受
容
が
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
と
い
う
蓋
然
性
を
述
べ
た
の
に
続
い
て
、
僧
叡
の
思
想

を
読
み
解
き
な
が
ら
こ
の
点
を
確
認
し
た
い
。
僧
叡
は
ま
ず
『
小
品
経
序
』
冒
頭
で
、

般
若
波
羅
蜜
な
る
者
は
窮
理
尽
性
の
格
言
な
り
。
菩
薩
成
仏
の
弘
軌
な
り
。

と
定
義
し
て
い
る11

。「
窮
理
尽
性
」
は
『
易
経
』
説
卦
伝
に
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
り
、
僧
叡
に
お
い
て
『
般
若
経
』
と
『
易
経
』
の
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世
界
観
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。『
小
品
経
序
』
で
は
さ
ら
に
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の
役
割
分
担
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る11

。

法
華
の
鏡
は
本
に
し
て
、
以
て
照
を
凝
ら
す
。
般
若
の
冥
は
末
に
し
て
、
以
て
解
懸
す
。
解
懸
の
理
は
、
菩
薩
道
に
趣
く
な
り
。

凝
照
の
鏡
本
は
其
の
終
を
告
ぐ
。
終
に
し
て
泯ほ
ろ

び
ざ
れ
ば
則
ち
帰
途
扶
疎
に
し
て
三
実
の
跡
有
り
。
権
応
は
夷た
い
らか
な
ら
ざ
れ
ば

則
ち
乱
緒
紛
綸
し
て
惑
趣
の
異
有
り
。
是
こ
を
以
て
法
華
と
般
若
は
相
待
し
て
以
て
終
を
期
す
。
方
便
と
実
化
は
冥
一
し
て
以

て
侠
尽
す
。

　
こ
こ
で
は
『
法
華
経
』
を
本
、『
般
若
経
』
を
末
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
は
一
仏
乗
を
説
く
『
法
華
経
』
と
菩
薩
道
に
導
く
『
般

若
経
』
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
涅
槃
に
い
た
る
際
に
『
法
華
経
』
と
『
般
若
経
』
は
相
互
補
完
の
関
係
に

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　『
小
品
経
序
』
で
は
こ
れ
に
つ
づ
け
て
、

其
れ
窮
理
尽
性
を
論
じ
万
行
を
夷
明
す
れ
ば
則
ち
実
は
照
に
如
か
ず
。
其
れ
大
い
に
真
化
を
明
か
し
本
の
無
三
を
解
せ
ば
則
ち

照
は
実
に
如
か
ず
。
是
の
故
に
深
き
を
歎
ず
れ
ば
則
ち
般
若
の
功
は
重
く
、
実
を
美
と
す
れ
ば
則
ち
法
華
の
用
は
微
な
り
。

と
し
、
奥
深
い
構
造
を
探
究
す
る
に
は
『
般
若
経
』
に
依
る
の
が
よ
く
、
現
象
に
お
け
る
真
実
の
顕
現
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
『
法
華

経
』
に
依
る
の
が
よ
い
と
い
う
役
割
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、僧
叡
は
『
法
華
経
後
序
』
で
も
『
法
華
経
』
と
『
般
若
経
』
の
関
係
性
を
論
じ
て
い
る
。『
法
華
経
後
序
』
冒
頭11

で
僧
叡
は
、

法
華
経
な
る
者
は
諸
仏
の
秘
蔵
、
衆
経
の
実
体
な
り
。

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
実
体
」
と
は
、
後
の
文
の
内
容
か
ら
す
る
と
『
法
華
経
』
が
現
象
世
界
で
そ
の
真
実
性
を
証
明
し

て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。『
法
華
経
』
と
『
般
若
経
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
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般
若
諸
経
の
如
き
に
至
り
て
は
、
深
き
こ
と
極
め
ざ
る
無
く
、
故
に
道
者
は
之
れ
を
以
て
帰
す
。
大
い
な
る
こ
と
該そ
な

わ
ら
ざ
る

無
く
、
故
に
乗
者
は
之
れ
を
以
て
済わ
た

る
。
然
れ
ば
其
れ
大
略
は
皆
適
化
を
以
て
本
と
為
し
、
応
務
の
門
は
善
権
を
以
て
用
と
為

さ
ざ
る
を
得
ず
。
之
れ
に
権か

り
て
化
を
為
し
物
を
悟
ら
せ
る
こ
と
は
弘
し
と
雖
も
、実
体
に
於
い
て
皆
法
華
に
属
す
る
に
足
ら
ず
。

固も
と

よ
り
其
れ
宜む
べ

な
る
か
な
。

と
い
う
よ
う
に
、『
小
品
経
序
』
と
同
様
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
般
若
経
』
は
真
実
の
深
部
を
網
羅
し
て
い
る
が
、
こ

と
形
而
下
の
方
便
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
『
法
華
経
』
に
一
歩
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
僧
叡
が
『
般
若
経
』
と
比

較
し
た
場
合
の
『
法
華
経
』
の
優
位
点
を
主
に
形
而
下
に
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
②
竺
道
生

　
竺
道
生
は
中
国
出
身
の
沙
門
で
あ
り
、
そ
の
教
養
の
基
礎
が
玄
学
に
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
竺
道
生
が
僧
肇
の
『
般
若
無

知
論
』
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
や
、
竺
道
生
も
羅
什
や
僧
肇
と
と
も
に
『
維
摩
経
』
に
注
を
つ
け
た
こ
と
か
ら
、
般
若
思
想
に
対
す
る

関
心
の
高
さ
と
造
詣
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
僧
肇
に
『
法
華
経
』
に
対
す
る
言
及
が
ほ
ぼ
残
っ
て
い
な
い
の
と
は
対
照
的
に
、
竺

道
生
撰
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』（
以
下
『
蓮
花
経
疏
』）
が
現
存
し
て
お
り
、
今
日
で
も
竺
道
生
の
法
華
思
想
を
知
る
て
が
か
り
は
し
っ
か

り
残
さ
れ
て
い
る
。『
蓮
花
経
疏
』
で
「
妙
法
」
に
つ
い
て11

、

妙
法
は
夫
れ
至
像
に
し
て
無
形
、
至
音
に
し
て
無
声
な
り
。
希
微
に
し
て
朕
思
の
境
を
絶
す
。
豈
形
言
な
る
者
有
ら
ん
や
。

と
い
う
よ
う
に
無
形
や
無
声
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
玄
学
の
発
想
で
説
明
し
て
い
る
。

　
般
若
思
想
は
い
わ
ば
玄
学
の
発
展
形
態
と
し
て
期
待
さ
れ
て
中
国
で
受
容
さ
れ
、
羅
什
以
前
に
仏
教
を
奉
じ
て
い
た
中
国
の
士
大
夫

の
間
で
は
般
若
思
想
が
思
想
の
最
高
形
態
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
羅
什
門
下
の
学
僧
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
仏
教
思

想
を
深
化
し
、
竺
道
生
も
般
若
思
想
を
唯
一
の
最
高
形
態
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。『
蓮
花
経
疏
』
に11

、
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往
昔
に
説
法
し
て
既
に
久
し
は
第
二
番
な
り
。
往
日
に
仏
説
の
波
若
諸
経
を
聞
く
。
之
れ
を
聞
き
て
疲
懈
し
、
唯た
だ

空
無
相
を
念

ず
る
の
み
。
永
く
仏
国
土
を
浄
め
衆
生
を
化
す
る
の
心
無
き
な
り
。

と
記
し
、『
法
華
経
』
信
解
品
の
「
往
昔
に
説
法
し
て
既
に
久
し
」
以
下
で
仏
の
教
え
を
聴
聞
し
て
い
た
須
菩
提
ら
が
空
や
無
相
な
ど

を
明
ら
か
に
知
っ
て
も
、
仏
国
土
や
衆
生
に
対
す
る
働
き
か
け
が
な
く
、
自
分
た
ち
の
心
も
喜
楽
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
面
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
い
る
。『
蓮
花
経
疏
』
を
読
む
と
、
須
菩
提
ら
が
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
感
じ
た
原
因
に
つ
い
て
、『
般
若
経
』
が
現
象
面
に

お
い
て
発
揮
す
る
力
量
の
弱
さ
に
あ
る
と
竺
道
生
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
竺
道
生
は
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
竺
道
生
は
『
蓮

花
経
疏
』
で
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
妙
」
字
を
取
り
上
げ
、『
法
華
経
』
と
他
の
経
典
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る11

。

妙
な
る
者
は
、
若
し
如
来
が
言
を
吐
き
教
え
を
陳の

ぶ
る
を
論
ず
れ
ば
、
何
れ
の
経
か
妙
に
非
ず
や
。
此
の
経
の
偏ひ
と
えに
妙
な
る
者

と
言
う
所ゆ
え
ん以

は
、
昔
の
権
三
の
説
の
実
に
非
ざ
る
を
以
て
、
今
、
無
三
と
云
う
。
斯こ

れ
則
ち
言
は
当
た
り
理
は
愜か
な

え
り
。
昔
の

虚
偽
無
く
、
之
れ
を
妙
と
謂
う
の
み
。

と
説
く
。『
法
華
経
』
が
他
の
経
典
に
抜
き
ん
出
て
、「
妙
」
と
称
す
る
の
は
三
乗
の
虚
偽
が
無
く
、
純
粋
に
本
体
の
真
実
を
説
い
て
い

る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。

　
竺
道
生
が
、
一
乗
を
説
く
『
法
華
経
』
に
限
っ
て
は
「
言
は
当
た
り
理
は
愜
え
り
」
と
論
じ
て
み
て
も
、
言
語
は
真
実
を
説
き
つ
く

せ
な
い
と
い
う
宿
命
的
な
限
界
性
を
有
す
る
ゆ
え
に
、『
法
華
経
』
も
他
の
経
典
と
同
様
の
制
限
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
に
竺
道
生
は
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
理
を
絶
対
の
も
の
と
言
い
切
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
論
理
の
妥
当

性
に
立
脚
し
た
話
で
は
な
く
、
信
じ
る
か
否
か
と
い
う
信
仰
の
次
元
の
話
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
項
で
は
竺
道
生
の

論
の
是
非
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
竺
道
生
の
『
法
華
経
』
理
解
を
解
釈
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
い
。
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竺
道
生
の
理
解
に
よ
れ
ば
、『
法
華
経
』
か
ら
釈
尊
の
形
而
下
に
即
し
た
多
様
で
具
体
的
な
説
法
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
点
で
他
経

を
凌
駕
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
形
而
上
に
属
す
る
真
実
の
開
示
と
矛
盾
し
な
い
完
全
無
欠
の
説
法
を
開
示
し
た
経
典
だ
と
解
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。『
般
若
経
』
に
不
足
し
て
い
た
形
而
下
に
お
け
る
作
用
に
対
す
る
説
明
も
、『
法
華
経
』
は
ク
リ
ア
ー
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
竺
道
生
は
こ
の
優
位
性
を
特
に
重
視
し
た
結
果
、『
般
若
経
』
を
超
え
る
高
評
価
を
『
法
華
経
』
に
与
え
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、竺
道
生
に
玄
学
の
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
の
発
想
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、

形
而
上
ベ
ク
ト
ル
が
『
般
若
経
』
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
一
方
で
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
は
『
般
若
経
』
で
は
十
分
に
掘
り
下
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
竺
道
生
ら
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
の
受
容
が
促
進
さ
れ
た
背
景
に
は
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル

探
究
と
い
う
求
道
的
欲
求
が
あ
り
、
こ
れ
を
あ
る
程
度
の
成
果
を
上
げ
て
い
た
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
と
合
成
さ
せ
る
こ
と
で
、
真
理
の
十

全
な
理
解
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　『
涅
槃
経
』
と
新
釈
の
創
始
│『
法
華
経
』
を
経
由
し
た
更
な
る
一
歩
│

　
僧
叡
、
竺
道
生
ら
羅
什
門
下
の
学
僧
は
、
羅
什
の
死
後
に
『
涅
槃
経
』
を
受
容
し
て
い
る
。『
涅
槃
経
』
は
羅
什
が
目
に
し
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
た
め
、
羅
什
が
こ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
か
は
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
僧
叡
や
竺
道
生
ら
は
『
涅
槃

経
』
は
羅
什
の
教
え
に
か
な
う
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
涅
槃
経
』
の
重
要
な
特
徴
は
、
仏
法
の
受
け
手
で
あ
る
衆

生
の
特
質
を
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
し
て
、す
べ
て
の
衆
生
に
仏
性
を
認
め
成
仏
の
可
能
性
が
あ
る
と
定
義
し
た
点
に
あ
る
。『
涅

槃
経
』
が
衆
生
に
与
え
た
確
言
は
『
法
華
経
』
か
ら
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
あ
る
し
、『
涅
槃
経
』
の
訳
本
が
完
成
す
る
前
に

流
行
し
た
般
若
思
想
と
の
関
係
性
を
考
慮
す
る
と
、
成
仏
す
る
と
い
う
確
言
を
与
え
て
い
る
だ
け
に
空
観
と
の
整
合
性
を
あ
ら
た
め
て
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説
明
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　
竺
道
生
に
い
た
っ
て
は
『
大
般
泥
洹
経
』
に
基
づ
い
て
一
闡
提
成
仏
説
と
い
う
新
解
釈
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
般
若
思

想
の
流
行
か
ら
こ
こ
に
至
る
道
程
に
お
い
て
も
、
そ
の
背
景
に
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は

『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
は
万
物
を
説
明
す
る
原
理
で
あ
り
、
一
闡
提
の
よ
う
な
例
外
の
規
定
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
易
経
』
の
発
想
に
慣

れ
た
者
か
ら
す
れ
ば
、
一
闡
提
を
除
外
す
る
と
い
う
発
想
は
む
し
ろ
奇
異
に
感
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
中
国
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
羅
什
の
死
後
、
東
晋
安
帝
の
義
煕
一
四

年
（
四
一
八
）
に
法
顕
が
『
大
般
泥
洹
経
』
を
訳
し
、
こ
れ
が
中
国
の
思
想
界
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

『
大
般
泥
洹
経
』
は
後
に
南
朝
宋
の
智
厳
・
慧
観
・
謝
霊
運
ら
に
よ
っ
て
整
理
潤
色
さ
れ
て
、『
大
般
涅
槃
経
』
と
題
さ
れ
た
経
典
の
基

礎
テ
キ
ス
ト
に
も
な
っ
て
い
る
。『
大
般
涅
槃
経
』
は
南
朝
宋
の
時
代
に
完
成
し
た
も
の
な
の
で
南
本
『
涅
槃
経
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

な
お
、
曇
無
讖
訳
『
涅
槃
経
』
は
北
本
『
涅
槃
経
』
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
は
、
羅
什
門
下
の
僧
叡
や
竺
道
生
に
も
重
ん
じ
ら
れ
た
。『
大
般
泥
洹
経
』
で
は
羅
什
が
言
及
し
て
い
な

い
思
想
を
説
い
て
お
り
、
従
来
の
般
若
思
想
と
の
融
合
が
容
易
で
は
な
い
要
素
を
内
包
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
羅
什
門
下
の
学

僧
た
ち
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
竺
道
生
は
『
大
般
泥
洹
経
』
に
基
づ
い
て
、
一
闡
提
成
仏
説
と
い
う
新
解
釈

ま
で
創
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
前
節
で
は
、『
法
華
経
』
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
背
景
に
は
、
中
国
人
の
思
考
に
潜
む
『
易
経
』
の
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
作
用

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、『
涅
槃
経
』
の
受
容
も
『
法
華
経
』
受
容
の
時
と
同
様
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
に

よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
で
例
外
な
く
万
物
を
説
明
で
き
る
と
い
う
中
国
人
の
確
信
が
『
涅
槃
経
』
解

釈
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
僧
叡
と
竺
道
生
を
取
り
上
げ
て
羅
什
門
下
の
学
僧
が
い
か
に
仏
教
を
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咀
嚼
し
自
己
の
も
の
と
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
一
つ
の
見
方
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
①
僧
叡

　
第
二
節
で
僧
叡
が
『
法
華
経
』
を
受
容
し
た
の
は
、『
法
華
経
』
が
『
般
若
経
』
に
比
し
て
現
象
面
で
の
力
量
が
優
れ
て
い
る
点
を

評
価
し
た
か
ら
で
、
い
わ
ば
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
た
。
本
項
で
は
さ
ら
に
『
涅
槃
経
』
に
つ
い
て
の
考

察
も
加
え
、
僧
叡
が
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
僧
叡
は
『
喩
疑
』
の
中
で
、『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
の
三
つ
の
経
典
に
つ
い
て
ま
と
め
て
言
及
し
て
い
る11

。

般
若
は
其
の
虚
妄
を
除
き
、法
華
は
一
究
竟
を
開
き
、泥
洹
は
其
の
実
化
を
闡あ
か

す
。
此
の
三
津
は
照
を
開
き
、照
ら
し
て
遺の
こ

す
無
し
。

　『
喩
疑
』
の
な
か
で
僧
叡
が
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
経
が
当
時
の
仏
教
を

代
表
す
る
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
僧
叡
は
三
経
の
特
徴
に
つ
い
て
、『
般
若
経
』
は
空
に
よ
っ
て

虚
妄
を
一
切
排
し
た
こ
と
、『
法
華
経
』
は
究
極
の
一
乗
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、『
涅
槃
経
』
は
「
実
化
」
す
な
わ
ち
実
際
に
涅
槃
へ

導
き
教
化
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
実
化
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、『
涅
槃
経
』
が
特
に
高
く
評
価
さ

れ
た
の
は
形
而
上
と
い
う
よ
り
も
、
釈
尊
が
教
え
を
説
い
た
形
而
下
の
領
域
の
内
容
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
『
喩
疑
』

に
あ
る
次
の
文
章
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
さ
ら
に
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る11

。

此
の
経
に
云
う
。
泥
洹
不
滅
な
り
。
仏
に
真
我
有
り
。
一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
。
皆
仏
性
有
れ
ば
、学
ん
で
成
仏
を
得
る
な
り
。

…
（
中
略
）
…
此
れ
正
に
是
れ
法
華
の
開
仏
智
見
な
り
。

　
こ
こ
に
い
う
「
此
の
経
」・「
此
れ
」
と
は
『
涅
槃
経
』
の
こ
と
で
あ
り
、
僧
叡
に
お
い
て
は
『
法
華
経
』
の
「
開
仏
智
見
」
と
関
連

さ
せ
て
『
涅
槃
経
』
を
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
涅
槃
経
』
も
仏
の
智
見
を
具
体
的
に
明
か
す
と
い
う
形
而
下
に
お
け
る
作
用
が
評

価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、『
法
華
経
』
と
同
様
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
働
き
に
よ
っ
て
『
涅
槃
経
』
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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　『
涅
槃
経
』
が
『
般
若
経
』
と
最
も
異
な
る
の
は
、
仏
の
法
身
に
つ
い
て
空
観
を
主
軸
に
置
い
た
解
釈
を
せ
ず
、「
常
楽
我
浄
」
と
明

快
に
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
。『
涅
槃
経
』
の
所
説
が
従
来
の
般
若
思
想
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
中
国
に

伝
来
し
た
当
初
は
疑
経
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
僧
叡
は
『
喩
疑
』
の
中
で
『
涅
槃
経
』
を
高
く
評
価
し
、

羅
什
の
教
え
と
の
整
合
性
も
問
題
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る11

。

什
公
の
時
は
未
だ
大
般
泥
洹
の
文
有
ら
ず
と
雖
も
、
已
に
法
身
経
有
り
て
仏
法
身
を
明
か
す
。
即
ち
是
れ
泥
洹
な
り
。
今
出
だ

す
所
と
符
契
を
合
わ
せ
る
が
若ご
と

し
。
此
れ
公
若も

し
此
の
「
仏
に
真
我
有
り
、
一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
」
を
聞
く
を
得
れ
ば
、

便
ち
当
に
応
に
白
日
が
其
の
胸
襟
を
朗あ

か
し
、
甘
露
が
其
の
四
体
を
潤
す
が
如
く
な
る
べ
し
。
疑
う
所
無
き
な
り
。

　
こ
こ
で
は
、羅
什
の
時
代
に
は
『
涅
槃
経
』
は
な
か
っ
た
が
、『
涅
槃
経
』
は
『
法
身
経
』
に
説
か
れ
る
内
容
と
合
致
し
、羅
什
も
『
涅

槃
経
』
を
受
容
す
る
こ
と
に
疑
念
の
余
地
な
し
と
し
て
い
る
。
法
身
が
「
常
楽
我
浄
」
で
規
定
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
起
点
と
し
て
形

而
下
に
様
々
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
、
般
若
思
想
を
基
礎
に
す
え
た
場
合
に
比
し
て
世
界
観
や
修
行
論
の
面
で
展
開
し

て
い
く
余
地
が
大
き
く
開
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、『
涅
槃
経
』
が
『
法
華
経
』
と
同
様
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
続
い
て
、
両
経
の
関
係
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。『
喩
疑
』
に
よ
れ
ば11

、

但た
だ

此
れ
法
華
の
明
か
す
所
は
、
其
れ
唯た
だ

仏
乗
有あ

っ
て
無
二
無
三
な
る
を
明
か
す
の
み
に
し
て
、
一
切
衆
生
皆み
な

当
に
仏
と
作な

る
べ

き
を
明
か
さ
ず
。

と
い
う
よ
う
に
、『
法
華
経
』
は
一
乗
を
明
ら
か
に
は
し
た
が
、
一
切
衆
生
が
皆
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
と
説
明
し
て
お
り
、『
涅
槃
経
』
の
一
歩
踏
み
込
ん
だ
見
解
を
『
法
華
経
』
の
発
展
形
態
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
「
空
」

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
形
而
下
に
生
き
る
一
切
衆
生
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
、
し
か
も
一
切
衆
生
が
成
仏
す
る
こ
と
を
説
く
『
涅
槃
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経
』
は
、
僧
叡
に
お
い
て
は
『
法
華
経
』
の
上
を
行
く
教
え
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
②
竺
道
生

　
竺
道
生
が
『
法
華
経
』
を
受
容
し
た
背
景
に
、『
易
経
』
の
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
前
節
の
中
で
論
じ
た
。
本

項
で
は
こ
れ
を
足
が
か
り
に
し
て
、
僧
叡
の
『
涅
槃
経
』
受
容
に
お
い
て
も
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
竺
道
生
の
『
涅
槃
経
』
受
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
竺
道
生
の
『
涅
槃
経
』
に
対
す
る
見
解
は
、『
涅
槃
経
』

に
関
す
る
諸
師
の
注
釈
を
集
め
た
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
竺
道
生
が
僧
叡
の
よ
う
に
「
一
切

衆
生
皆
成
仏
」
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
竺
道
生
は
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
に
基
づ
い
て
『
涅
槃
経
』
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
竺
道
生
の
解
釈
は
南
本
に
基

づ
く
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
竺
道
生
の
見
解
を
確
認
す
る
に
際
し
て
は
最
初
に
南
本
を
提
示
し
、
次
い
で

竺
道
生
の
解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
南
本
で
は
、
師
子
吼
菩
薩
が
釈
尊
に
対
し
て
、

若
し
一
切
衆
生
に
仏
性
な
る
者
有
ら
ば
、
何
故
に
一
切
衆
生
所
有
の
仏
性
を
見
ざ
る
。

と
い
う
質
問
を
投
げ
か
け
て
い
る11

。
こ
の
質
問
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
に
竺
道
生
の
見
解
が
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る11

。

案
ず
る
に
、
道
生
曰
く
、
若
し
仏
性
が
断
ず
る
を
得
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
便
ち
已
に
力
用
有
り
。
而
し
て
親み
ず
から

人
体
に
在
り
。
理

と
し
て
応
に
見
る
べ
し
。
何
故
に
見
ざ
る
や
。

　
竺
道
生
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
仏
性
は
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
、
作
用
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
が
人
体
に
宿
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
理
と
し
て
見
え
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
竺
道
生
は
「
一
切
衆
生
皆
成
仏
」
の
問
題
に
つ
い

て
は
「
理
」
の
次
元
で
考
え
て
お
り
、解
釈
が
難
し
い
箇
所
に
出
会
っ
た
ら
現
象
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、「
理
」
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に
従
っ
て
解
釈
す
れ
ば
正
し
い
仏
説
を
引
き
出
せ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
竺
道
生
が
一
闡
提
成
仏
説
を
唱
え
た
根
源
的

な
原
動
力
に
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
仏
性
と
い
う
形
而
上
の
概
念
が
形
而
下
に
現
象

と
な
っ
て
顕
現
す
る
と
い
う
竺
道
生
の
思
想
を
示
し
、
思
想
を
深
化
し
た
結
果
と
し
て
、
形
而
下
に
対
す
る
探
究
が
進
め
ら
れ
た
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
竺
道
生
と
僧
叡
の
思
想
が
共
通
し
、『
涅
槃
経
』
を
受
容
し
た
動
機
も
形
而
下
ベ
ク

ト
ル
に
導
か
れ
た
探
究
心
に
あ
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
た
が
、
両
者
に
は
同
質
性
と
と
も
に
、
重
大
な
異
質
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
闡
提
成
仏
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
僧
叡
は
『
喩
疑
』
で11

、

経
に
闡
提
を
言
う
は
真
に
虚
な
ら
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
、一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
い
い
な
が
ら
も
一
闡
提
（
断
善
根
な
ど
の
意
が
あ
る
）
の
成
仏
は
認
め
て
い
な
い
。
法
顕
訳
『
大

般
泥
洹
経
』
で
は
一
闡
提
を
排
除
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
、
仏
説
に
基
づ
い
た
説
だ
と
す
る
解
釈
は
不
当
だ
と
は
言
い
切

れ
な
い11

。
し
か
し
な
が
ら
、
一
切
衆
生
皆
成
仏
を
標
榜
し
つ
つ
、
十
分
な
補
足
説
明
を
し
な
い
ま
ま
一
闡
提
成
仏
を
認
め
な
い
と
い
う

の
は
、
論
理
的
な
飛
躍
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
の
状
況
と
し
て
は
、『
大
般
泥
洹
経
』
を
奉
じ
る
人
々
の
間
で
も
矛

盾
を
感
じ
る
人
は
多
く
い
た
と
想
定
で
き
る
が
、
こ
の
矛
盾
を
解
明
で
き
る
高
僧
が
現
れ
ず
、
仏
説
と
し
て
文
字
通
り
に
解
釈
し
て
不

可
知
の
真
実
と
し
て
棚
上
げ
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
竺
道
生
が
ひ
と
た
び
一
闡
提
成
仏
説
を
提
唱
す
る
と
竺
道
生

の
追
放
を
目
論
む
強
力
な
反
対
勢
力
が
存
在
し
、
一
方
で
廬
山
の
よ
う
に
矛
盾
を
解
明
し
た
と
評
価
し
て
竺
道
生
を
保
護
す
る
勢
力
も

存
在
し
て
い
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

　『
大
般
泥
洹
経
』
に
一
闡
提
成
仏
を
否
定
す
る
言
葉
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竺
道
生
が
一
闡
提
成
仏
説
を
提
唱
し
た
理
由

と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
疑
問
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
明
解
に
説
明
し
き
っ
た
論
文
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
こ
の
問
題
に
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関
す
る
竺
道
生
自
身
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
も
唯
一
の
定
論
は
現
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
試
論
を
構

築
し
て
、
で
き
る
だ
け
真
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
論
を
模
索
す
る
こ
と
が
現
代
的
課
題
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
立
場
に
た
っ
て
問
題
に

取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。
考
察
を
進
め
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
は
、
上
述
し
た
竺
道
生
の
発
想
、
す
な
わ
ち
「
理
」
を
根
拠
と
す
る
解

釈
法
で
あ
る
。

　『
易
経
』
説
卦
伝
に
窮
理
尽
性
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、『
易
経
』
に
親
し
ん
だ
者
で
あ
れ
ば
現
象
に
は
理
が
常
に
底
流
と
し
て
流
れ
て

い
る
と
い
う
発
想
を
す
る
。
そ
し
て
『
易
経
』
に
お
け
る
理
は
例
外
な
く
万
物
に
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
な
原
理
で
あ
る
。

僧
叡
も
『
易
経
』
に
親
し
ん
で
い
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
僧
叡
と
竺
道
生
の
違
い
と
は
、
竺
道
生
は
『
易
経
』
の
理
に
一
層
忠
実
で
、

経
典
の
語
句
に
引
っ
張
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。仏
説
に
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
慎
重
を
期
す
べ
き
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

竺
道
生
に
と
っ
て
は
、
理
を
根
拠
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
、
そ
し
て
仏
典
が
中
国
伝
統
思
想
の
発
展
形
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て

『
易
経
』
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
説
明
を
要
し
な
い
ほ
ど
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　『
易
経
』
の
理
と
一
闡
提
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、『
易
経
』
に
よ
れ
ば
万
物
は
等
し
く
気
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
原
理

的
に
考
え
た
場
合
に
一
闡
提
の
よ
う
に
救
済
さ
れ
な
い
と
い
う
例
外
的
事
例
は
存
在
し
な
い
。
仏
教
に
よ
っ
て
一
闡
提
を
成
仏
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
普
遍
性
と
い
う
点
で
中
国
伝
統
思
想
に
見
劣
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
の
士
大
夫
は
仏
典
が
中
国
伝
統
思

想
の
発
展
形
で
あ
る
と
期
待
し
て
仏
教
を
奉
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
、
仮
に
一
闡
提
の
不
成
仏
を
承
認
し
た
場
合
、
思
想
的
な
普
遍

性
に
お
い
て
後
退
し
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
中
国
で
は
『
孟
子
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
革
命
思
想
が
一
般
化
し
、
天
下
を
統
治
す
る
に
し
て
も
、
問
わ
れ
る
の
は
生
ま
れ
た
種
族

で
は
な
く
天
命
の
有
無
で
あ
る
。
天
命
を
受
け
た
と
天
下
の
人
々
に
承
認
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
異
民
族
出
身
者
で
も
低
い
身
分
の
出
身

者
で
も
皇
帝
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
中
国
に
は
恒
久
的
に
身
分
差
別
を
す
る
カ
ー
ス
ト
文
化
は
な
い
た
め
、
永
遠
に
救
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わ
れ
な
い
存
在
と
さ
れ
た
一
闡
提
と
い
う
立
場
を
理
解
し
に
く
か
っ
た
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
仏
教
思
想
が
中
国
に
本
格
的
に
浸
透
し
始
め
た
の
は
空
観
思
想
に
起
源
す
る
こ
と
に
も
思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
竺
道

生
の
仏
教
思
想
の
ベ
ー
ス
は
、
羅
什
に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
般
若
思
想
が
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
ず
、
般
若
思
想
に
忠
実
に
依
拠
し
て

考
え
れ
ば
、
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
に
記
載
さ
れ
る
「
一
闡
提
」
を
文
字
通
り
受
け
取
る
こ
と
の
ほ
う
こ
そ
誤
謬
に
見
え
る
。
竺
道

生
は
法
顕
訳
『
大
般
泥
洹
経
』
か
ら
仏
の
本
意
を
読
み
取
る
こ
と
を
目
指
し
、
上
述
し
た
発
想
か
ら
新
解
釈
を
考
え
出
し
、
一
闡
提
成

仏
説
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
竺
道
生
の
新
釈
創
始
に
は
仏
教
受
容
の
基
盤
と
な
っ
た
玄
学
、
と
り
わ
け
『
易
経
』
の
発
想
の
作
用
が

大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
中
国
人
の
世
界
観
に
は
堅
牢
な
『
易
経
』
の
枠
組
み
が
あ
り
、
竺
道
生
の
新
釈
に
対
す
る
同
調
の
輪
も
漸
次
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
竺
道
生
に
よ
る
新
釈
創
始
の
ケ
ー
ス
と
は
、
基
本
型
で
あ
る
『
易
経
』
の
世
界
観
が
形
而
上
の
理
に
齟

齬
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
形
而
下
に
つ
い
て
伝
統
的
な
解
釈
を
守
り
つ
つ
、
発
展
形
た
る
仏
教
に
妥
当
な
解
釈
を
施
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
羅
什
門
下
の
弟
子
の
中
か
ら
僧
肇
・
僧
叡
・
竺
道
生
の
三
名
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
『
般
若
経
』・『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
解
釈
に

基
づ
く
思
想
の
展
開
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
思
想
の
動
き
に
重
要
な
指
針
を
与
え
て
い
る
の
が
『
易
経
』
の
形
而
上
ベ
ク

ト
ル
と
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　
最
初
に
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
に
突
き
動
か
さ
れ
て
『
般
若
経
』
が
流
行
し
、
次
い
で
そ
れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
覚
え
た
中
国
人
僧
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侶
は
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
も
心
ひ
か
れ
、
新
た
な
思
想
展
開
が
発
生
し
た
様
子
が
見
ら

れ
た
。
羅
什
門
下
の
思
想
に
お
い
て
は
、『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
は
と
も
に
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
涅
槃

経
』
が
『
法
華
経
』
を
深
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　『
易
経
』
に
お
け
る
理
は
例
外
な
く
万
物
の
理
を
説
明
し
う
る
原
理
と
し
て
中
国
人
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
形
而
下
ベ
ク
ト
ル

に
従
っ
て
思
索
し
た
竺
道
生
の
発
想
と
は
、『
易
経
』
の
理
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
基
礎
と
な
っ
て
一
闡
提
成
仏
説
を
提
唱

し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
形
而
上
ベ
ク
ト
ル
と
形
而
下
ベ
ク
ト
ル
、
ま
た
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
『
易
経
』
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
術
語
を
用
い
て
羅
什
門

下
の
思
想
展
開
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
詳
細
に
論
じ
て
い
け
ば
、『
易
経
』
自
体
に
含
ま
れ
る
そ
の
他
の
思
想
的
要
素
、そ
し
て
『
易

経
』
以
外
に
も
『
老
子
』
や
『
荘
子
』
の
思
想
的
影
響
も
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
『
易

経
』
の
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、思
想
の
動
き
の
す
べ
て
の
要
因
を
『
易
経
』
に
還
元
し
よ
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
易
経
』

以
外
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
も
解
明
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
註

1 

高
田
真
治
、
後
藤
基
巳
訳
『
易
経
』
下
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
九
年
）
二
四
八
頁
の
訳
文
を
引
用
。

2 

前
掲
書
『
易
経
』
下
、
二
四
九
～
二
五
〇
頁
を
引
用
。

3 

楼
宇
烈
校
釈
『
王
弼
集
校
釈
』
下
（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
五
五
五
頁
。

4 

拙
論
「『
達
性
論
』
論
争
に
つ
い
て
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
、二
〇
〇
八
年
）



鳩摩羅什門下の思想展開について -『易経』の力学 -

149

5 

拙
論
「
僧
肇
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
特
徴
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
五
六
、二
〇
〇
七
年
）

6 
前
掲
論
文
「
僧
肇
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
特
徴
に
つ
い
て
」
五
三
八
頁
を
参
照
。

7 『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
二
下
～
五
三
上
）

8
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
三
上
）

9 

こ
の
よ
う
な
中
国
人
の
思
想
的
営
為
は
、
例
え
ば
有
無
と
い
う
相
対
概
念
の
対
立
を
示
し
た
う
え
で
こ
れ
を
否
定
し
て
絶
対
性
を
説
明
し
て
い
く
と

い
う
『
肇
論
』
の
『
涅
槃
無
名
論
』
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

10 

拙
論
「『
大
乗
大
義
章
』
に
見
え
る
慧
遠
の
問
題
意
識
」（『
智
山
学
報
』
五
四
、二
〇
〇
五
年
）

11
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
四
下
）

12
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
四
下
）

13
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
（
大
正
五
五
、五
七
上
）

14
『
蓮
花
経
疏
』
巻
上
（
卍
続
蔵
一
五
〇
、三
九
六
下
）

15
『
蓮
花
経
疏
』
巻
上
（
卍
続
蔵
一
五
〇
、四
〇
三
上
）

16 『
蓮
花
経
疏
』
巻
上
（
卍
続
蔵
一
五
〇
、三
九
七
上
）

17
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
一
中
～
四
一
下
）

18
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
一
下
）

19
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
二
上
）

20
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
二
上
）

21
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
二
五
（
大
正
一
二
、七
六
七
中
）



蓮花寺佛教研究所紀要　第三号　個人研究

150

22
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
巻
五
四
（
大
正
三
七
、五
四
三
中
）

23
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
（
大
正
五
五
、四
一
下
）

24 
任
継
愈
『
定
本
中
国
仏
教
史
』
Ⅲ
、
三
六
九
頁
（
柏
書
房
、
一
九
九
四
年
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　『
般
若
経
』　『
法
華
経
』　『
涅
槃
経
』　『
易
経
』

　


