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印
度
浮
土
思
想
の
一
塊
断
面

〔
承
前
〕

往
生
本
願
の
獲
移
よ
り
考
察
し
た
る
・

、

色

井

秀

点
襲

一一

ｲ
鋒

幽
　
諸
佛
総
W
揚
願
の
意
義

　
醜
塾
の
如
く
諸
佛
穂
請
願
と
翻
し
て
疑
な
き
も
の
は
災
課
第
四
願
の
唐
傘
，
豊
丘
第
十
七
願
の
前
傘
、
魏
謹
唐
課
梵
本
夫
々
の
第
十
七

願
で
あ
る
が
．
こ
の
他
に
術
奨
澤
第
四
願
後
傘
、
漢
繹
第
十
七
願
後
瀬
、
魏
詳
第
十
八
願
も
弊
誌
佛
聡
揚
願
に
隷
凝
せ
し
む
べ
き
も
の
な

る
こ
と
は
既
に
論
観
し
た
。
こ
れ
ら
諸
佛
稔
揚
願
の
有
す
る
意
義
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
考
察
す
る
に
當
っ
て
見
逓
す
こ
と
の
繊
來
な

い
の
は
諸
佛
崇
拝
思
想
の
興
隆
で
あ
る
。
瀧
樹
の
易
4
7
品
は
阿
彌
陀
佛
崇
拝
に
重
黙
が
置
か
れ
て
は
み
る
が
、
矢
張
り
諸
佛
崇
舞
愚
想
の

一
表
現
で
あ
り
、
鰯
鯨
と
し
て
は
元
魏
の
心
懸
夜
鐸
の
縫
揚
諸
佛
功
徳
経
、
凝
滞
の
＋
吉
藤
経
、
階
の
閣
露
骨
多
面
の
八
佛
名
號
凝
、
朱

施
護
謬
の
大
嶺
賓
月
童
愚
問
法
綻
、
及
び
諸
種
の
佛
名
経
等
が
存
し
、
こ
の
中
賓
月
躍
子
問
法
維
は
易
哲
品
素
引
の
賓
月
童
子
所
問
経
と

同
本
と
思
は
れ
る
が
故
に
、
龍
樹
以
前
に
諸
佛
崇
拝
思
惣
は
棚
當
興
隆
に
趣
い
て
み
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
溶
し
こ
の
諸
佛
崇
拝
忽
想
が

そ
の
焦
黙
を
求
む
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
一
・
こ
の
傾
向
ぱ
易
適
齢
に
も
籍
當
顯
著
に
な
っ
て
み
る
。
…
i
｝
佛
崇
拝
の
思
葱
が
現
は
れ

る
の
は
轟
然
の
醜
行
と
諾
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
崇
拝
の
劉
象
と
な
れ
る
諸
佛
の
中
よ
り
特
定
の
｝
佛
に
優
秀
な
特
性
を
認
め
て
、
阿
閤
…
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佛
或
は
阿
彌
陀
佛
を
中
心
と
す
る
経
典
が
出
　
現
す
る
に
至
っ
た
と
い
ふ
考
へ
方
を
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ら
う
。
こ
の
考
へ
方
に
從
へ
ば

無
量
壽
維
は
諸
尊
崇
葬
忠
葱
の
基
礎
の
上
に
減
費
し
た
も
の
と
な
し
得
ら
れ
る
。
仁
心
佛
が
特
に
崇
拝
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
特
性
を
普
麺

化
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
に
ぽ
一
佛
崇
拝
思
惣
の
擬
大
に
よ
っ
て
諸
佛
崇
拝
の
事
典
が
娼
現
す
る
に
至
っ
た
と
謂
っ

て
可
か
ら
う
。
何
れ
の
揚
合
に
せ
よ
，
こ
の
雨
思
葱
の
闇
に
擾
擾
な
關
係
の
存
し
た
こ
と
ば
否
定
出
來
な
い
。
而
し
て
，
　
一
疋
崇
葬
の
経

典
は
概
し
て
本
願
思
想
を
中
核
と
し
て
み
る
。
こ
の
本
願
羅
宇
と
諸
剛
率
葬
愚
心
と
が
搬
生
的
に
如
何
な
る
關
聯
を
有
す
る
か
は
未
解
決

の
問
題
で
あ
る
が
，
木
機
中
に
諸
職
辮
揚
顯
を
有
す
る
場
合
，
こ
こ
に
爾
恐
想
の
張
靱
な
紐
幣
が
見
絡
さ
れ
る
。
諸
々
崇
拝
を
豫
惣
し
て

こ
そ
諸
佛
の
紅
絵
が
非
常
に
力
強
く
受
容
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
崇
拝
の
釣
象
と
な
れ
む
諸
佛
を
し
て
特
に
重
観
す
べ
き
一
佛
を
灘
…

揚
せ
し
む
る
こ
と
は
、
諸
袖
崇
弾
に
焦
黙
を
凱
ハ
へ
、
叉
そ
の
焦
黙
と
な
る
べ
き
一
事
の
優
秀
性
を
昂
揚
せ
し
む
る
所
以
で
あ
る
。
擬
最
謁

経
の
諸
佛
粥
揚
願
も
亦
斯
る
貼
に
そ
の
意
義
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
．

　
斯
く
面
縛
粥
揚
願
に
は
諸
佛
崇
拝
を
背
景
と
す
る
一
軸
崇
拝
の
語
詞
と
い
ふ
意
義
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
，
こ
れ
は
諸
繰
下
揚
願
の
M

般
的
な
意
義
に
す
ぎ
な
い
。
無
最
群
行
に
於
て
は
そ
の
願
が
何
れ
も
幽
囚
木
曾
の
直
前
に
萬
さ
れ
て
る
る
と
い
ふ
購
實
に
吾
々
は
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
賢
は
諸
佛
稀
前
立
が
生
因
本
願
に
勤
し
て
重
大
な
る
驕
係
を
有
す
る
こ
と
を
曙
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
父

こ
の
曙
示
あ
れ
ば
こ
そ
総
…
揚
言
を
生
閃
…
願
と
共
に
一
群
の
願
と
達
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
關
係
意
義
は
侮
で
あ
る
か
。
各
本
の
穂

揚
願
を
比
較
類
別
し
て
漢
呉
爾
鐸
の
｝
類
、
と
、
雨
垂
の
｝
類
と
，
唐
梵
謡
本
の
一
類
と
に
分
ち
得
る
。
漢
呉
の
｝
類
は
棄
し
く
諸
佛
の
樽

揚
を
誓
願
す
る
前
牟
と
、
欝
揚
の
功
徳
換
弄
す
れ
ば
言
揚
を
聞
知
せ
る
有
情
の
あ
り
方
を
誓
願
せ
る
野
牛
と
の
二
部
分
よ
り
薫
り
、
魏
鐸

は
こ
の
こ
部
分
が
各
猫
立
の
　
顧
と
な
り
、
唐
黒
雨
本
は
そ
の
前
記
に
煙
雨
す
る
門
訴
の
み
よ
り
域
っ
て
み
る
G
從
っ
て
そ
の
意
嚢
を
考

察
す
る
に
は
こ
の
類
別
に
よ
っ
て
な
す
が
便
宜
で
あ
る
。
先
づ
漢
学
の
一
類
に
に
就
い
て
考
察
を
加
へ
る
が
，
そ
の
内
容
は
義
者
同
一
で

印
度
浄
十
…
田
心
学
の
一
膜
鼠
断
癒

府

六
三
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六
鰻

あ
る
か
ら
奨
諜
に
就
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
前
述
の
如
く
、
生
仏
の
緩
は
善
根
で
あ
る
が
善
根
は
｝
般
的
な
る
も
の
な
る
が
故
に
、
こ
れ
を
特
殊
化
し
て
極
樂
往
生
に
志
向
せ
し
む

る
爲
に
は
方
向
性
の
附
與
が
必
要
と
さ
れ
る
。
方
向
性
を
附
磁
ハ
す
る
も
の
は
有
情
の
趣
向
性
あ
る
心
意
的
あ
り
方
で
あ
る
。
要
し
て
こ
の

有
情
の
心
意
的
あ
り
方
を
し
て
駈
る
能
力
を
獲
揮
せ
し
む
る
爲
に
は
，
第
｝
に
有
構
が
阿
蜷
急
撃
及
び
共
の
國
土
の
こ
と
を
聞
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
　
從
っ
て
聞
知
の
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
十
方
面
佛
の
宣
揚
は
こ
の
方
法
と
し
て
擢
ば
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ

る
。
こ
の
方
法
の
誓
願
が
第
四
願
前
牟
で
あ
り
、
こ
～
に
こ
の
願
の
充
足
理
由
が
認
め
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
堅
固
に
諸
佛
の
穂
揚
が
あ
り

宣
論
が
あ
ら
う
と
も
、
こ
れ
の
み
を
以
て
十
分
な
り
と
無
し
得
な
い
。
蓋
し
構
揚
宣
論
を
有
情
が
受
容
し
な
け
れ
ば
軍
な
る
第
三
者
的
な

辮
揚
宣
論
に
絡
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
第
二
に
辮
揚
宣
論
が
有
情
の
側
に
必
然
的
に
侮
辱
か
の
攣
化
を
輿
へ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
鮎
の
誓
願
が
後
牟
で
あ
る
。

　
そ
の
輿
へ
た
攣
化
と
は
慈
心
敷
喜
踊
躍
と
い
ふ
心
意
早
行
爲
的
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
膠
化
が
生
凶
の
核
た
る
善
根
を
積
極
的
に
積
聚

し
、
又
そ
の
善
根
に
方
向
性
な
附
饗
す
べ
き
一
般
的
な
地
盤
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
於
て
生
因
の
素
地
が
形
成
さ
れ
る
○
換

瀕
す
れ
ぱ
有
期
が
善
根
積
聚
を
題
し
得
べ
き
歌
態
に
お
か
れ
る
と
北
ハ
に
，
こ
の
炊
態
の
持
績
に
於
て
そ
の
心
意
的
あ
り
方
が
強
烈
な
趣
向

性
あ
る
も
の
帥
ち
、
顯
生
心
に
ま
で
進
む
べ
き
醐
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
生
肉
は
こ
の
地
盤
の
上
に
射
て
の
み
放
満
せ
ら
れ
、

叉
こ
の
地
盤
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
祓
満
が
約
束
さ
れ
る
。
從
っ
て
往
生
の
可
能
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
諸
佛
辮
楊
の

有
情
に
輿
へ
る
攣
化
と
は
往
生
の
可
能
性
の
確
立
で
あ
る
。
第
四
願
後
傘
は
そ
の
意
義
を
こ
、
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
第
四
獅
…
は

前
牛
に
於
て
聞
知
の
方
法
を
、
後
牟
に
於
て
往
生
の
可
能
性
確
立
を
誓
へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
襟
下
の
生
脚
本
畷
に
黎
む
れ
ば
、

生
因
の
核
た
る
善
根
が
毅
生
し
方
向
性
を
附
輿
せ
ら
れ
て
眞
に
生
馬
と
し
て
働
き
得
る
爲
の
地
盤
構
成
の
手
段
と
過
程
と
の
誓
願
で
あ
っ

て
、
全
膿
と
し
て
生
因
本
・
願
の
前
提
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
叉
．
こ
の
本
願
に
よ
る
往
生
の
可
能
性
確
立
は
、
尊
名
が
必
然
的
に
有
情
の
あ
り
方
に
攣
化
を
與
へ
、
そ
の
攣
化
に
於
て
可
能
性
が
確

　
　
　
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
，
そ
れ
は
駅
名
の
必
然
的
編
結
で
あ
る
Q
從
っ
て
諸
佛
の
欝
揚
を
聞
知
し
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
機
類
の
如
何
は

　
　
　
閃
は
る
べ
き
筈
の
も
の
で
な
い
。
大
乗
入
，
小
乗
人
，
在
家
、
出
家
，
善
入
，
不
善
八
等
と
心
々
は
．
分
別
さ
れ
る
が
、
侮
れ
の
機
類
も
共

　
　
　
に
聞
知
に
よ
っ
て
必
然
的
に
可
能
性
が
確
立
さ
れ
る
。
こ
、
に
こ
の
本
願
は
脚
下
の
三
聖
に
於
て
三
囲
に
夫
々
生
干
を
提
示
し
得
る
根
擁

　
　
　
を
與
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
以
上
の
如
く
奨
課
粥
四
願
ぱ
聞
知
の
方
法
を
示
し
，
そ
れ
よ
り
す
る
必
然
的
な
功
徳
に
基
い
て
往
生
の
可
能
性
を
確
立
す
る
こ
と
と
．

　
　
　
機
類
の
匿
別
を
設
く
る
も
そ
の
何
れ
に
封
し
て
も
生
閃
を
誓
願
し
得
る
船
庫
を
提
繊
す
る
こ
と
と
に
そ
の
往
生
本
願
と
し
て
の
意
義
が
見

　
　
　
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
又
漢
羅
諸
佛
総
揚
願
に
あ
っ
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
次
に
魏
課
に
就
い
て
考
察
し
ょ
う
。
そ
の
第
十
ヒ
顎
が
有
情
を
し
て
阿
彌
陀
佛
及
び
そ
の
國
土
の
こ
と
を
聞
知
せ
し
む
る
方
法
で
あ
る

　
　
　
て
と
は
呉
課
に
於
け
る
愛
息
と
嗣
一
て
あ
る
。
然
る
に
そ
の
後
傘
に
相
常
す
る
も
の
ば
第
十
八
願
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
二
願
合
し
て

　
　
　
下
の
生
禽
本
願
の
前
提
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
簾
二
十
願
の
生
肉
の
核
た
る
植
諸
徳
本
に
与
向
性
を
心
癖
す
る
趣
向
性
あ
る
心
意
．

　
　
的
あ
り
方
は
，
後
に
蓮
べ
る
如
く
第
二
十
願
に
も
磯
生
せ
し
め
ら
れ
る
が
、
叉
と
の
策
十
八
願
に
於
て
も
誓
約
さ
れ
て
み
る
。
籠
心
信
樂

　
　
　
欲
生
地
囲
な
る
心
意
的
あ
り
方
が
策
十
七
願
の
必
然
的
蹄
結
と
し
て
與
へ
ら
れ
た
有
情
の
あ
り
方
の
攣
化
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
二
願

　
　
　
が
濁
立
の
願
と
な
れ
る
爲
に
顯
文
の
表
面
に
於
て
ば
見
繊
さ
れ
な
い
が
、
婦
警
漢
諜
と
の
關
聯
の
下
に
護
る
時
東
商
さ
う
解
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
示
し
て
そ
の
心
意
的
あ
り
方
は
既
に
論
じ
た
如
く
，
信
樂
な
る
一
般
的
あ
り
方
が
葵
心
を
媒
介
と
し
て
済
生
我
國
に
統
一
さ

　
　
れ
た
あ
り
方
に
於
て
存
す
る
。

　
　
　
從
っ
て
こ
の
願
に
於
て
は
心
意
的
あ
り
方
の
み
で
な
く
そ
れ
の
有
つ
趣
紡
性
を
も
創
造
す
る
。
こ
の
黙
呉
課
漢
課
と
異
る
．
翫
で
あ
る
が

99あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
度
漂
土
田
曲
想
の
一
灘
晶
購
衝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六
六

こ
の
心
意
的
あ
り
方
が
生
因
の
核
の
嚢
生
的
地
盤
と
な
り
、
叉
そ
の
趣
向
盤
に
よ
っ
て
方
向
性
が
附
輿
さ
れ
る
鮎
に
果
て
は
隅
一
で
あ
っ

て
、
漢
呉
諜
と
同
じ
く
彼
生
の
可
能
性
を
確
立
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
．
蒲
し
て
こ
の
可
能
盤
確
立
は
第
十
七
願
の
必
然
的
蹄
結
と
解
す

べ
き
も
の
な
る
が
故
に
、
機
根
に
よ
る
例
外
の
存
す
べ
き
筈
ぱ
な
い
。
こ
こ
に
第
…
一
十
願
に
十
方
衆
生
を
封
象
と
し
て
往
生
を
誓
願
し
得

る
根
糠
が
輿
へ
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
第
十
八
願
に
は
漢
災
爾
課
に
は
登
く
存
せ
ざ
る
除
外
鶴
を
有
す
る
冷
即
ち
五
逆
人
と
正
法
誹
誘

の
人
と
が
除
か
れ
て
み
る
が
、
知
罪
な
る
こ
と
よ
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る
か
は
願
文
の
當
衙
の
み
を
以
て
し
て
は
、
至
心
信
樂
欲
生
我
國

と
も
、
乃
至
十
念
と
も
。
若
不
生
々
と
も
，
或
は
こ
れ
ら
の
穗
て
と
も
解
せ
ら
れ
て
明
瞭
で
な
い
。
然
し
第
十
八
願
の
意
義
を
往
生
の
可

能
性
確
立
に
あ
り
と
す
れ
ば
．
こ
の
可
能
性
確
立
に
謝
す
る
除
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
り
と
す
れ
ば
，
諸
軍
の
構
揚
を
聞
知
せ

る
有
情
中
往
生
の
可
能
性
を
確
立
し
得
ざ
る
有
情
の
存
在
を
許
す
こ
と
～
な
る
。
五
逆
講
法
の
人
を
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
有
情
に
往
生
の

可
能
性
確
立
を
認
め
ん
と
す
る
こ
と
は
、
諸
専
管
揚
に
絶
鱗
的
な
功
徳
を
求
め
る
立
場
に
あ
っ
て
は
常
に
然
る
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
が
，

．
司
能
性
確
立
は
第
十
七
顯
に
於
て
で
は
な
く
，
第
十
八
願
に
於
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
除
外
制
飽
の
肖
山
は
こ
の
願
に
存
す
る
。

し
か
も
除
外
内
証
を
槍
す
る
に
，
疋
法
誹
諦
の
人
は
如
何
に
藷
佛
の
裕
面
白
…
論
が
あ
ら
う
と
も
，
こ
れ
を
受
容
す
べ
き
人
で
な
い
。
可
能

性
に
先
立
つ
稻
揚
の
受
容
性
に
於
て
暴
け
て
み
る
Q
從
っ
て
可
能
性
の
確
立
せ
ら
る
～
筈
が
な
い
。
叉
五
面
縛
に
關
し
て
ぱ
こ
れ
に
往
生

の
可
能
性
を
許
容
す
れ
ば
、
立
聞
的
班
世
閥
的
な
倫
理
上
の
要
講
に
反
す
る
こ
と
、
な
る
。
こ
こ
に
除
外
例
の
設
定
さ
る
、
所
以
が
見
餌

さ
れ
る
。
然
し
乍
ら
頭
症
漢
鐸
中
に
斯
か
る
除
外
例
な
き
こ
と
を
以
て
、
蓮
に
斯
く
の
如
き
人
々
の
往
生
可
能
盤
を
認
可
し
た
と
な
す
は

早
計
で
あ
る
。
こ
の
二
面
は
機
類
に
從
っ
て
二
丈
ま
た
は
三
佃
の
生
汗
本
願
を
立
て
♪
4
3
る
が
、
そ
の
中
に
亡
し
得
ざ
る
機
根
の
存
す
る

こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
す
、
そ
れ
に
最
下
と
さ
る
、
齢
磁
器
悪
の
人
と
雄
も
反
蕉
悔
遍
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
機
類
全
般
に
就
い
て
云
へ
ば

な
ほ
そ
れ
以
下
の
も
の
、
存
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
．
た
寵
灘
逆
講
法
の
人
の
み
は
そ
の
経
分
類
、
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
漢
呉
虜
諜
に
煮
て
は
こ
れ
ら
の
入
唐
は
最
初
よ
砂
左
右
な
く
、
取
扱
の
鷹
外
に
置
か
れ
て
み
た
も
の
と
思
考
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
る
。
そ
れ
故
「
に
敢
て
言
明
せ
す
と
も
、
欝
然
除
外
さ
る
べ
き
も
の
と
の
意
向
が
潜
ん
で
み
た
こ
と
を
看
取
す
べ
き
で
あ
る
。
漢
臭
爾
諜

に
あ
っ
て
は
内
面
的
無
意
識
に
そ
の
有
情
分
類
の
知
念
に
於
て
除
か
れ
て
み
た
も
の
が
，
魏
課
に
あ
っ
て
は
既
に
有
情
の
分
類
を
腰
し
た

が
爲
に
，
牽
方
衆
生
を
心
象
と
す
る
こ
と
、
な
り
、
…
從
っ
て
こ
、
に
斯
く
の
如
き
人
の
取
扱
の
如
何
が
意
…
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
そ
れ
故
に
斯
か
る
人
を
除
外
せ
ん
と
す
る
意
向
は
魏
諜
も
漢
呉
爾
諜
も
岡
一
で
あ
る
。
唯
魏
課
に
於
て
は
有
情
の
分
類
を
爲
さ
ざ
る

が
爲
に
、
そ
の
結
某
と
し
て
こ
の
除
外
を
表
瀬
に
幽
す
必
要
を
生
じ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
解
す
れ
ば
、
第
十
八
額
は
こ

の
除
外
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
十
願
に
十
方
衆
生
と
云
へ
る
も
σ
に
制
限
を
加
へ
る
と
共
に
、
鎚
に
叉
除
外
さ
れ
ざ
る
考
凡
て
に

聴
し
て
生
閃
を
誓
ぴ
得
る
根
掘
を
縫
出
す
る
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
り
以
上
の
如
く
魏
課
の
諸
佛
粥
揚
願
は
内
客
に
於
、
て
は
多
少
呉
課
と

異
る
析
が
存
す
る
。
然
し
そ
の
往
生
の
可
能
牲
を
確
立
し
、
十
方
衆
生
に
生
閃
…
を
誓
ひ
得
る
根
詰
を
六
義
へ
る
黙
に
建
て
は
そ
の
意
義
は
全

く
嗣
「
で
あ
る
。

　
次
に
磨
右
心
本
に
就
い
て
見
る
に
，
何
れ
も
二
十
四
願
本
の
漏
壷
に
相
當
す
る
部
分
が
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
極
く
李
醐
的
に

解
す
れ
ば
，
有
韓
に
聞
知
せ
し
む
る
方
法
と
し
て
の
辮
揚
の
み
を
認
め
て
辮
揚
が
必
然
的
に
往
生
の
可
能
性
を
確
立
す
る
こ
と
な
し
と
解

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
，
現
實
態
は
可
能
態
の
上
に
於
て
の
み
現
實
態
と
し
て
あ
り
得
る
。
．
司
能
態
の
全
く
存
せ
ざ
る
夙
に

歯
面
態
が
疲
生
す
る
こ
と
は
あ
り
得
・
な
い
。
そ
れ
赦
に
生
因
本
願
に
於
て
現
實
態
の
往
生
が
存
立
せ
し
め
ら
れ
る
以
上
、
何
虚
か
に
於
て

可
態
態
の
猫
生
が
確
立
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
師
ち
そ
れ
は
諮
門
構
揚
願
或
は
生
益
本
願
自
ら
の
中
の
侮
れ
か
に
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
Q
事
實
生
凶
本
願
中
に
、
聞
我
名
巳
、
聞
鯨
帯
名
∋
簿
ヨ
餌
コ
餌
ヨ
鋤
α
了
避
曾
脇
爾
禽
葺
く
朗
等
と
識
い
て
、
そ
の
次
に
生
因
の
核
と
趣

向
性
あ
る
心
意
的
あ
り
方
と
こ
れ
が
方
向
性
の
惣
髪
と
を
出
　
し
て
み
る
。
こ
の
こ
と
は
警
世
の
み
よ
り
解
す
る
時
は
，
名
器
を
備
知
せ
る

　
　
　
印
疲
浄
土
田
島
図
心
の
一
登
院
騨
葡
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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哲
墨
・
研
兜
　
　
徽
鮒
「
嵩
百
幸
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
八

有
春
が
生
肉
を
成
満
す
る
こ
と
の
減
否
は
有
情
自
身
の
霜
雪
に
委
ね
ら
れ
て
み
る
か
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
魏
課

古
く
は
漠
温
ハ
南
課
と
の
關
聯
の
T
に
こ
の
雨
本
を
競
る
時
，
斯
る
門
派
ぱ
許
さ
れ
な
い
。
醜
に
古
経
に
も
聞
…
我
名
字
或
は
用
我
二
等
と
生

閃
面
隠
に
述
べ
、
こ
蔀
に
亡
い
て
粛
粛
の
核
た
る
も
の
が
學
げ
ら
れ
て
る
る
。
遺
名
と
生
因
の
核
だ
る
善
棲
と
の
間
に
は
何
等
本
質
的
な

聯
繋
は
存
せ
す
、
高
名
よ
り
の
必
然
的
に
善
根
が
斐
生
す
る
の
で
な
い
し
そ
の
…
闘
に
二
曲
の
媒
介
と
し
て
心
意
的
な
る
も
の
が
聞
名
よ
り

必
然
的
に
驚
く
起
す
る
が
故
に
、
そ
の
地
盤
の
上
に
善
根
が
積
聚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
へ
了
の
場
合
に
診
て
も
こ
の
地
盤
愚
生
の
特
別

の
誓
願
な
く
と
も
．
斯
る
地
盤
の
搬
生
は
憂
身
豫
愁
さ
れ
て
る
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
◇
何
と
な
れ
ば
さ
も
な
く
ば
喜
雨
と
生
因
の

核
と
が
全
く
醐
係
な
き
事
項
と
な
っ
て
了
ふ
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
生
石
願
申
に
千
生
我
國
と
い
ふ
。
こ
れ
趣
向
性
あ
る
心
意
的
あ

り
方
の
麦
現
で
あ
る
。
こ
の
心
意
的
あ
り
方
が
善
根
七
福
の
後
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ

る
。
然
し
そ
れ
が
聞
名
以
前
と
は
な
し
得
ら
れ
な
い
か
ら
、
善
根
積
集
以
前
駅
名
以
後
に
於
て
獲
生
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
脚
ち
聞
玄
義
號
と
云
へ
る
こ
と
の
中
に
斯
か
る
心
意
的
あ
り
方
の
生
起
が
含
蓄
せ
ら
れ
て
る
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
を

遡
っ
て
考
へ
れ
ば
、
専
心
縛
揚
額
自
膿
の
中
に
斯
か
る
功
徳
の
義
生
を
當
然
の
事
と
し
て
包
含
し
て
み
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
，
斯
く
な
り
議
つ
た
直
接
の
契
…
槻
は
後
に
も
蓮
べ
る
で
あ
ら
う
や
う
に
醇
揚
功
徳
願
の
厩
立
と
意
喋
の
郷
換
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
唐
梵

雨
本
の
穂
斎
食
は
形
の
上
に
於
て
は
古
輕
の
蘭
傘
の
み
で
あ
る
が
，
閣
議
に
於
て
は
後
傘
功
徳
願
の
意
昧
を
も
含
む
も
の
と
す
べ
き
で
あ

り
、
從
っ
て
他
本
と
爺
様
、
聞
知
の
方
法
を
示
し
、
往
生
の
可
能
性
を
確
立
せ
し
め
る
鮎
に
そ
の
胆
嚢
が
あ
り
、
叉
生
因
願
巾
に
十
方
衆

生
を
封
象
と
爲
し
得
る
根
嬢
を
提
出
す
る
も
の
と
爲
さ
れ
る
。

　
以
上
は
漢
呉
爾
課
と
、
魏
諜
と
、
麿
急
雨
本
と
に
就
い
て
そ
の
生
困
本
願
に
射
し
て
有
す
る
費
瀧
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
の
三

類
が
形
式
三
審
相
互
に
相
常
の
定
心
が
存
す
る
に
拘
ら
す
、
そ
の
三
選
は
融
く
同
一
で
あ
っ
て
、
聞
知
の
方
法
と
、
往
生
の
可
能
性
確
立



と
．
饗
象
の
設
定
と
に
課
し
て
生
圃
本
願
の
働
き
得
る
素
地
を
講
減
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
生
趨
本
願
の
前
提
た
る
も
の

で
あ
り
、
從
っ
て
そ
の
直
前
に
構
残
髄
の
出
さ
れ
て
み
る
は
當
然
の
こ
と
で
あ
為
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
魏
謬
第
十
八
願
の
二
重
性
格
と
唐
鼓
二
個
の
生
因
本
願

　
　
　
　
魏
課
第
十
八
願
は
、
上
に
論
じ
た
る
が
如
く
、
本
來
生
凶
本
願
で
な
く
二
十
四
願
本
諸
佛
欝
揚
願
濃
鼠
と
同
一
の
意
義
を
有
し
て
み
た

　
　
　
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
後
押
の
浄
土
教
に
あ
っ
て
は
耳
掛
本
願
と
し
て
取
扱
は
れ
而
も
そ
の
首
座
を
占
め
て
み
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
願
に

　
　
　
は
少
く
と
も
後
世
生
平
…
本
願
と
し
て
嚢
達
す
べ
き
閃
…
子
を
宿
し
て
み
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
費
際
吾
々
は
こ
の
願
に
樹
】
鋼
の
性

　
　
　
格
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
十
閥
願
本
諸
佛
発
揚
噸
後
牛
は
諸
佛
の
構
揚
難
論
を
聞
知
せ
る
有
情
に
必
然
的
に
往
生
の
可
能
性
が
確
立
せ
ら
る
、
こ
と
を
誓
約
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
誓
約
の
存
す
る
反
両
に
は
，
濁
知
に
よ
っ
て
斯
る
可
能
性
を
生
ぜ
す
、
腰
揚
の
納
領
せ
ら
れ
ざ
る
有
情
の
あ
り

　
　
　
得
る
こ
と
を
豫
葱
す
る
も
の
で
あ
る
Q
曝
し
可
能
性
確
立
に
關
す
る
誓
約
が
総
揚
顯
に
附
潔
し
て
る
て
前
牛
に
封
ず
る
後
手
と
し
て
の
地

　
　
　
位
を
占
め
註
繹
的
立
場
に
あ
る
場
合
に
は
，
こ
の
豫
烈
は
裏
藤
に
潜
む
で
み
ら
う
。
然
し
そ
れ
が
軍
立
し
て
形
式
上
な
り
と
も
稻
揚
願
と

　
　
　
蜀
等
の
地
位
を
獲
得
す
る
時
に
は
，
こ
の
豫
想
は
表
商
化
す
る
。
然
ら
ば
當
然
諸
佛
欝
揚
の
儂
値
を
減
殺
す
る
結
果
に
陥
る
。
卸
ち
元
來

　
　
　
諸
佛
粥
揚
の
功
徳
の
偉
大
さ
を
示
さ
ん
と
し
た
も
の
が
却
っ
て
反
謝
の
結
果
を
生
す
る
こ
と
、
な
ら
う
。
こ
㌧
に
魏
課
第
十
八
願
の
性
格

　
　
　
墾
化
の
閃
子
が
見
出
さ
れ
る
〇

　
　
　
　
二
十
四
願
本
の
．
櫓
揚
願
後
傘
に
來
生
我
國
の
誓
約
が
存
す
る
。
若
し
前
堂
を
輝
く
無
親
し
て
後
牟
の
み
を
眺
め
た
場
合
、
こ
れ
が
生
因

　
　
　
に
際
す
る
誓
約
で
あ
る
と
解
し
得
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
欝
に
往
生
の
可
能
性
確
立
に
奏
す
る
誓
約
で
あ
る
と
解
し
た
の
は
そ
れ
と

期
　
　
農
塗
懸
の
三
鼎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
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哲
雄
研
兜
　
第
三
蒼
十
七
號

七
〇

不
可
分
の
關
係
に
あ
る
暴
露
と
の
並
々
の
下
に
之
を
眺
め
た
か
ら
で
あ
る
。
魏
課
第
十
八
願
も
亦
若
不
生
者
の
誓
約
を
有
す
る
。
こ
れ
を

徒
生
の
可
能
性
に
食
す
る
誓
約
と
解
し
た
の
は
、
一
…
十
四
南
本
よ
り
こ
の
願
を
眺
め
て
第
十
七
願
の
附
議
顧
と
な
し
た
こ
と
に
基
く
。
若

し
斯
か
る
親
方
を
全
く
止
し
て
第
十
七
願
と
二
等
の
盲
域
に
於
て
こ
の
願
を
見
「
る
臨
、
濁
立
の
顧
と
な
っ
て
み
る
が
爲
に
、
総
揚
願
と
の

繋
り
を
絶
つ
こ
と
は
二
十
四
草
本
以
上
に
容
易
で
あ
り
、
從
っ
て
そ
の
心
意
的
あ
り
方
を
以
て
生
頭
と
看
平
す
か
、
或
は
そ
れ
の
一
罪
を

行
輪
重
あ
り
方
に
置
換
す
る
か
に
依
っ
て
、
往
生
脚
の
誓
約
と
解
す
る
こ
と
も
亦
許
容
さ
れ
る
。
こ
、
に
第
十
八
願
が
そ
の
本
來
の
性
格

を
攣
じ
て
生
因
本
願
た
ら
ん
と
す
る
傾
向
が
窺
は
れ
る
。

　
斯
く
の
如
く
魏
々
第
十
八
願
に
は
そ
の
性
格
を
攣
更
せ
ん
と
す
る
因
子
を
存
し
、
叉
生
心
本
願
た
ら
ん
と
す
る
傾
向
を
有
す
る
と
す
る

も
、
こ
れ
が
實
現
を
み
る
爲
に
は
、
諸
佛
構
揚
蓋
が
聞
知
の
方
法
た
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
稔
揚
に
種
生
の
可
能
性
確
立

の
機
能
が
認
め
ら
る
、
に
至
る
ま
で
そ
の
債
値
評
贋
が
向
上
す
る
か
、
或
は
第
十
八
願
の
本
來
の
奥
意
に
代
る
べ
き
も
の
が
何
ら
か
の
形

で
他
に
存
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
之
に
就
い
て
は
直
接
に
之
を
示
す
べ
き
も
の
な
く
、
軍
に
諸
佛
崇
拝
思
葱
の
隆
盛
よ
り
間

接
に
推
測
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
後
者
に
．
就
い
て
ぱ
第
二
十
願
の
聞
画
名
號
係
念
我
國
、
欲
三
栖
國
が
指
摘
さ
れ
る
。
聞
我
名
號
と
は

二
十
四
願
本
に
は
聞
我
名
字
と
あ
り
、
諸
佛
の
穗
揚
を
有
情
が
領
輸
す
る
形
で
あ
る
。
係
念
我
國
、
欲
生
禽
國
と
は
聞
知
さ
る
有
麟
の
趣
向

性
あ
る
心
意
的
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
若
し
こ
れ
を
受
傷
よ
り
解
す
る
こ
と
が
許
さ
る
、
な
ら
ば
、
そ
の
第
十
九
願
に
8
聲
鋤
σ
＆
偽
7
鉱
畜
①
貯
①

（…

R
3
只
①
6
聴
壕
「
二
℃
鋤
唱
鍵
9
亀
①
（
か
の
甘
美
に
生
ぜ
ん
爲
に
心
を
心
し
）
と
あ
る
も
の
と
意
昧
を
岡
う
し
、
第
÷
八
願
に
至
心
儒
樂
欲
生

豊
漁
と
云
へ
る
も
の
に
盛
時
し
、
叉
二
十
四
願
本
に
就
い
て
云
へ
ぱ
慈
心
撒
舞
踊
繰
と
誉
へ
る
も
の
を
一
報
積
極
化
し
た
る
が
如
き
意
味

と
解
せ
ら
れ
る
。
若
し
然
ら
ば
鮒
我
名
號
係
念
我
劉
、
欲
生
野
國
と
詮
表
さ
れ
て
み
る
中
に
第
十
八
願
本
來
の
離
心
養
が
見
崩
さ
れ
る
。

　
以
上
の
如
く
第
十
八
願
は
性
絡
墾
更
の
賄
子
を
有
し
、
而
も
そ
れ
が
性
格
攣
更
を
表
す
も
之
に
代
る
べ
き
も
の
が
既
に
他
に
存
す
る
の
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で
あ
る
か
ら
、
こ
の
願
は
戚
然
そ
の
方
向
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
魏
．
諜
の
當
面
に
立
て
は
未
だ
そ
れ
が
其
斑
さ
れ
て
る
な
い
。
蓋

し
そ
れ
が
生
熟
木
題
た
る
が
爲
に
ぼ
、
心
意
的
あ
り
方
の
み
を
以
て
生
因
と
な
し
得
る
に
回
る
か
、
或
ぱ
そ
の
心
意
的
あ
り
方
を
行
爲
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ご

あ
り
方
に
置
換
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
前
者
に
就
い
て
は
魏
遠
の
如
く
認
虚
威
立
の
當
時
に
は
思
惣
溌
…
展
上
不
可
能
で
あ
り
．

後
者
に
就
い
て
は
そ
の
編
纂
の
改
訂
が
必
凄
と
さ
れ
る
か
ら
、
魏
課
の
常
面
に
於
て
は
こ
の
暮
露
ぽ
實
現
さ
れ
た
と
は
言
ぼ
れ
な
い
。
…
從

っ
て
そ
こ
に
は
そ
の
本
來
の
挫
格
と
、
そ
の
性
格
の
破
綻
よ
り
生
す
る
新
し
き
性
格
と
が
二
つ
な
が
ら
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
魏
課
第
十
八
額
の
未
賢
現
の
新
性
格
を
、
行
面
的
あ
り
方
を
以
て
心
意
的
あ
り
方
に
置
換
す
る
こ
と
に
依
っ
て
其
現
し
だ
も
の
が

麿
慢
罵
十
八
願
で
あ
る
。
　
こ
の
願
は
乃
至
十
念
若
不
生
者
習
習
を
有
し
，
唯
除
以
下
の
除
外
例
を
存
し
て
み
る
こ
と
に
依
っ
て
、
魏
誰

第
十
八
願
と
密
接
な
聯
繋
の
存
す
る
こ
と
が
客
易
に
看
取
さ
れ
、
後
馬
の
至
心
信
樂
演
劇
我
事
を
所
有
善
根
心
心
剛
向
と
岨
匹
き
換
へ
れ
ば

そ
の
ま
、
糎
羅
第
十
八
願
が
得
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
願
を
以
て
魏
鐸
と
豊
春
二
十
四
願
本
の
欝
揚
願
と
同
一
意
義
と
な
す
こ
と
は

何
う
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
纐
に
は
所
有
善
根
と
宵
へ
る
認
識
の
緩
を
有
し
、
そ
れ
に
心
心
國
向
抗
生
我
國
乃
至
十
念
を
以

て
方
向
性
を
附
輿
し
て
を
の
、
從
っ
て
心
因
本
願
の
特
質
を
完
全
に
具
備
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
願
は
正
翼
な
る
生
賄
本
願

で
あ
る
。
さ
れ
ば
膚
諜
は
第
十
八
と
第
二
十
の
二
個
の
生
因
本
願
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
砺
も
そ
れ
ら
何
れ
に
於
て
も
、
蕪
量
國
中
諸

有
衆
生
、
蝕
佛
磁
路
諾
有
情
類
と
構
い
て
、
十
方
衆
生
を
封
〆
と
し
、
生
因
の
核
は
北
ハ
に
善
根
で
あ
っ
て
、
封
機
も
生
野
の
核
も
陶
「
で

あ
る
が
，
唯
異
る
は
乃
歪
十
念
の
一
句
と
唯
除
外
以
下
の
除
外
例
と
の
有
黛
の
み
で
あ
る
。
若
し
生
肉
の
核
と
劉
機
と
を
掃
う
す
る
…
需
個

の
生
告
訴
顎
の
存
す
る
こ
と
は
憂
く
無
意
昧
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
立
て
ば
、
第
十
八
願
は
第
…
｝
争
願
と
比
較
し
て
特
有
な
る
乃
至
十
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
じ

或
は
除
外
に
立
願
の
旨
標
あ
り
と
す
る
か
．
或
は
こ
の
…
一
願
の
併
立
は
醤
定
的
な
事
態
に
す
ぎ
な
い
と
な
す
か
何
れ
か
で
あ
る
。
若
し
乃

至
十
念
を
第
十
八
願
の
臼
標
と
す
れ
ば
，
こ
の
乃
至
十
念
も
魏
諜
の
そ
れ
と
嗣
一
の
意
味
と
解
せ
ら
る
～
か
ら
，
趣
向
性
あ
る
心
意
的
あ

郵
度
浄
土
愚
想
の
一
鵬
簸
諏

七
一
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哲
雄
研
究
　
錦
三
百
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

り
方
の
統
一
的
持
綾
の
眼
界
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
十
方
衆
生
を
封
機
と
す
る
生
野
本
願
に
一
は
限
界
を
定
め
他
は
之
を

定
め
ざ
る
研
以
が
明
か
に
さ
れ
な
い
Q
文
除
外
を
そ
の
同
標
と
す
れ
ば
侮
に
寄
し
て
除
外
者
を
設
定
す
る
か
が
明
瞭
で
な
く
、
假
に
往
生

に
關
し
て
の
除
外
と
す
る
も
、
共
に
＋
方
衆
生
を
封
機
と
し
、
生
麹
の
核
を
等
し
う
す
る
も
の
が
何
故
一
は
除
外
を
設
け
、
弛
は
然
ら
ざ

る
か
の
理
爵
を
見
出
し
難
い
。
故
に
こ
の
二
獺
，
併
立
は
第
十
八
願
の
性
絡
墾
化
の
・
實
現
に
山
寒
す
る
暫
定
的
な
事
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
は
常
然
合
併
さ
る
べ
き
渾
．
命
に
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
難
事
上
そ
の
共
通
の
要
索
を
媒
介
と
す
れ
ば
，
　
一

は
共
通
の
要
素
以
外
に
何
も
の
を
も
有
せ
す
、
他
は
そ
れ
の
み
が
有
つ
部
分
と
叢
も
決
し
て
そ
れ
の
特
質
を
な
す
も
の
で
な
く
，
他
に
及

ぼ
す
も
亦
不
可
な
き
も
の
で
あ
る
か
ら
，
容
易
に
合
併
し
得
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
こ
願
合
併
の
事
々
が
實
現
さ
れ
る
侮
ら
の
障
碍
を
も

見
出
さ
れ
な
い
。
唯
そ
れ
の
契
機
が
興
へ
ら
る
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
の
契
機
と
は
瓶
本
の
出
現
で
あ
る
。
或
は
む
し
ろ
逆
に
二
願
併
立

の
不
合
理
が
新
本
出
現
の
契
機
と
な
っ
た
と
も
言
ひ
得
る
Q

　
　
（
一
）
　
後
世
の
浄
土
敷
は
心
意
的
あ
り
方
を
端
鐸
と
い
ふ
行
翻
心
あ
り
方
に
置
換
す
る
段
階
を
通
ヒ
て
、
心
意
的
あ
り
方
を
生
因
と
す

　
　
　
る
第
十
八
…
職
の
惟
絡
…
を
作
り
上
げ
た
。

　
　
（
俺
　
〇
二
）
　
こ
れ
に
題
し
て
は
次
の
如
き
臆
測
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
進
講
は
本
願
文
以
外
の
携
造
、
細
部
紺
識
、
内
客
の
何
れ
よ
り
す

　
　
　
る
も
豊
本
に
近
い
も
の
で
あ
る
に
劫
ら
す
、
本
願
交
に
隈
り
て
そ
の
次
第
も
顧
客
も
大
略
魏
々
と
…
致
す
る
。
惟
ふ
に
こ
れ
は
、

　
　
　
唐
諜
は
善
導
に
よ
る
支
那
浄
土
教
完
威
の
後
約
牛
世
紀
の
諜
幽
で
あ
り
、
〔
善
慰
の
入
寂
は
詑
朔
二
年
（
皇
紀
一
三
ニ
ニ
年
）
、
叉

　
　
　
は
永
隆
二
年
（
皇
紀
｝
三
四
…
年
）
と
さ
れ
、
課
紺
は
帥
瀧
開
元
の
交
（
皇
紀
…
三
七
〇
年
鹸
後
）
で
あ
る
。
〕
而
も
善
…
導
派
の
鴨
7
4
土
敏

　
　
　
に
あ
っ
て
ば
魏
詳
四
十
八
願
を
非
常
に
窟
麗
し
，
特
に
そ
の
第
十
八
願
は
繁
要
な
る
も
の
と
な
し
て
み
た
が
爲
に
、
諜
者
菩
提
流

　
　
　
志
が
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
つ
、
魏
諜
に
劉
啓
す
る
が
如
く
に
鋳
出
し
た
の
で
は
な
い
か
．
若
し
然
わ
と
す
れ
ば
第
十
八
、
第
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二
十
の
爾
願
の
主
要
部
分
が
殆
ど
十
寸
な
き
こ
と
は
、
原
本
が
梵
本
の
如
く
｝
個
の
生
壁
本
願
で
あ
っ
た
も
の
を
縄
出
に
常
っ
て

，
魏
課
を
参
照
し
つ
・
、
分
離
し
た
の
で
は
な
い
か
。
斯
く
の
如
き
臆
測
が
爲
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
塾
し
て
は
願
籔
北
ハ
の
他

に
就
い
て
誘
察
す
べ
き
こ
と
多
く
存
し
、
叉
こ
れ
を
是
認
す
べ
き
何
等
の
誇
樺
も
見
熾
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
斯
か
る
臆
測

も
可
能
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
、
課
本
の
如
く
原
本
も
講
義
御
の
生
口
木
願
を
有
し
て
み
た
も
の
と
し
て
論
究
を
す
、

め
て
ゆ
く
。

六
　
臨
…
絡
來
迎
に
就
い
て

707

　
巌
蜜
に
短
絡
來
迎
年
と
構
し
得
る
も
の
は
魏
諜
及
び
唐
課
の
第
十
九
願
と
梵
本
第
十
八
願
と
の
三
願
に
す
ぎ
な
い
が
、
然
し
こ
れ
以
外

に
臨
絡
聯
立
を
論
く
誓
願
が
皆
無
な
の
で
は
な
い
。
顧
交
を
見
れ
ば
容
易
に
舗
る
如
く
，
呉
諜
第
七
願
、
漢
課
第
十
八
願
，
宋
課
第
十
三

顯
何
れ
も
臨
維
來
迎
を
溌
い
て
る
る
。
然
し
こ
れ
ら
ば
臨
終
來
迎
そ
の
も
の
を
當
画
の
唐
的
と
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
陶
標
は
生
因
の
誓

約
に
あ
っ
て
、
そ
の
生
肉
を
嘉
す
者
の
定
命
身
躯
に
於
け
る
｝
様
祁
と
し
て
附
論
さ
勉
て
る
る
に
す
ぎ
な
い
。
然
る
に
右
に
墨
げ
た
臨
終

來
迎
願
は
，
文
を
卒
直
に
解
す
る
限
り
，
誓
願
の
口
的
が
臨
痛
論
迎
に
あ
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
往
生
を
襟
幽
せ
ざ
る
臨
維

來
迎
は
あ
り
得
す
、
來
迎
の
斜
面
を
充
せ
ぱ
必
然
的
に
往
生
を
將
來
す
る
も
の
な
る
が
故
に
，
そ
の
條
件
を
そ
の
ま
、
往
生
の
直
接
因
と

解
す
る
立
場
も
域
立
つ
。
然
し
蓮
に
往
生
に
は
盗
て
窪
々
な
騎
拝
す
る
と
な
す
こ
と
ば
諸
本
を
演
じ
て
見
る
場
合
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

來
迎
を
直
接
の
目
標
と
す
る
も
の
と
附
随
的
に
漸
く
も
の
と
を
麗
冒
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
考
せ
ら
れ
る
Q

　
來
迎
を
附
霊
的
に
説
く
三
讃
の
中
、
炎
課
と
漢
課
の
そ
れ
は
議
論
の
如
く
出
家
大
乗
菩
藤
を
封
漿
と
す
る
生
閃
本
願
で
あ
り
、
こ
の
灘

象
に
關
す
る
生
因
願
の
み
に
來
迎
を
附
題
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
は
，
出
家
と
菩
薩
と
に
眠
り
て
來
迎
を
伴
ふ
べ
き
こ
と
．
換
‘
昌
す
れ
ば

　
　
　
印
疲
潔
土
患
想
の
酬
経
鋳
爾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
曲
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蕾
墨
・
破
究
　
第
三
百
セ
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

晦
終
　
來
迎
ぱ
そ
れ
ら
往
生
の
一
特
相
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎
而
し
て
威
就
文
中
の
軽
輩
・
往
生
を
参
照
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

る
に
、
そ
の
申
事
に
化
佛
來
迎
あ
る
こ
と
を
論
い
て
る
る
。
中
輩
は
在
家
善
人
を
指
し
，
堤
課
第
六
願
の
封
機
と
す
る
所
で
あ
る
か
ら
．

願
交
に
は
詮
は
れ
て
る
な
い
が
在
家
善
人
は
裁
定
菩
薩
の
來
迎
を
一
特
相
と
し
た
も
の
と
補
逃
し
て
可
な
の
と
思
は
れ
る
。
部
ち
古
経
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

於
て
は
封
機
に
從
っ
て
生
肉
に
蔵
別
を
設
け
、
ま
た
そ
の
果
に
就
い
て
も
等
差
を
立
て
た
と
同
様
、
往
生
の
様
相
に
就
い
て
も
亦
門
別
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

定
め
，
前
景
衰
容
の
入
ぱ
．
艇
來
迎
、
在
家
善
人
は
化
佛
の
來
迎
、
出
家
と
菩
薩
と
に
は
眞
佛
の
來
迎
あ
り
と
な
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
宋
課
は
生
困
本
願
が
｝
個
で
あ
り
，
而
も
そ
れ
に
幽
幽
が
附
説
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
切
の
有
情
に
臨
工
事
迎
を
認
め

た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
來
迎
を
直
接
の
素
的
と
す
る
三
願
は
「
磯
菩
提
心
修
諸
功
徳
釜
心
慮
願
欲
生
我
強
し
「
藩
府
提
螢
葛
於
我
所
属
清
浄
潜
窟
以
善
根
閲
向
願

生
極
言
漏
♂
津
詳
①
鋤
旨
塗
し
。
鋤
ヨ
旨
ズ
し
。
⇔
ヨ
σ
。
穿
警
舞
簿
ヨ
黒
℃
三
冠
∋
鋤
∋
働
轟
ヨ
匙
冨
饗
ヨ
鴫
≡
一
塁
℃
5
。
・
響
謬
2
［
欝
ヨ
鱗
端
山
「
署
し
り
ヨ
輿
Φ
饗
、
㍗

（
阿
褥
多
羅
三
惑
三
菩
提
心
を
渡
し
、
我
名
盤
を
聞
き
巳
り
て
、
歎
喜
心
を
以
て
我
を
臨
念
せ
ん
に
、
）
｝
と
あ
る
を
そ
の
條
件
と
す
る
。
侮

れ
も
獲
菩
提
心
を
第
｝
要
件
と
し
、
な
ほ
魏
唐
に
あ
っ
て
は
方
向
性
を
附
與
せ
ら
れ
た
行
博
労
あ
り
方
を
以
て
、
梵
本
に
あ
っ
て
は
そ
れ

書
誌
趣
向
性
を
有
す
る
佛
随
念
に
統
｝
さ
れ
た
心
意
的
な
る
が
如
き
あ
り
方
を
以
て
第
二
要
件
と
し
て
み
る
。
若
し
行
爲
的
あ
り
方
と
心

意
的
な
る
が
如
き
あ
り
方
と
を
…
括
し
て
眺
め
，
こ
れ
ら
共
に
趣
向
性
を
有
す
る
轍
よ
り
す
れ
ば
、
第
二
要
件
に
關
す
る
限
り
生
困
と
異

る
所
が
な
い
。
即
ち
生
飯
を
充
す
こ
と
に
於
て
，
そ
の
ま
、
來
迎
の
條
件
が
充
さ
れ
る
こ
と
、
な
る
。
果
し
て
焦
り
と
す
れ
ば
、
魏
唐
梵

の
三
本
は
十
方
衆
生
を
封
機
と
す
る
酒
塩
本
願
を
立
つ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
十
方
衆
生
に
叢
別
な
く
來
迎
を
絆
ふ
往
生
が
許
容
さ
る
べ

き
で
あ
る
。
然
し
來
迎
に
は
そ
れ
に
先
立
ち
て
第
一
要
件
と
し
て
搬
菩
提
心
が
墨
げ
ら
れ
て
る
る
。
叢
口
提
心
を
獲
せ
る
も
の
．
が
生
因
を
威

満
す
る
時
、
來
迎
の
條
件
が
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
黒
し
て
菩
提
心
を
害
せ
る
も
の
と
は
退
く
一
般
的
な
意
味
に
於
け
る
大
乗
の
菩
薩
で
、



　
　
　
あ
る
。
故
に
璽
迎
を
享
受
し
得
る
も
の
は
少
く
と
も
行
爲
的
或
は
心
意
的
あ
り
方
に
方
向
桂
の
具
有
さ
る
、
噂
菩
提
心
を
嘱
せ
る
も
の
、

　
　
　
部
ち
本
來
の
菩
薩
か
或
は
粟
生
の
時
機
心
向
大
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
こ
の
…
二
本
の
陥
絡
來
無
心
が
濁
立
の
一
願
と

　
　
　
な
っ
て
生
囚
本
願
と
封
等
の
地
位
に
立
ち
、
し
か
も
そ
の
條
件
が
一
見
生
肉
と
全
同
な
る
が
如
く
、
從
っ
て
形
式
上
は
十
方
衆
生
を
勤
磯

　
　
　
と
し
て
生
閃
を
誓
約
す
る
と
共
に
、
同
じ
く
十
方
衆
生
に
癒
し
て
弁
職
を
誓
願
し
、
「
切
の
有
惰
に
そ
れ
を
認
め
た
る
が
如
く
で
あ
る

　
　
　
が
、
仔
細
に
そ
の
條
件
を
癒
す
る
臨
、
條
件
自
粛
に
封
象
を
制
限
す
る
意
向
が
見
出
さ
れ
、
極
く
普
遍
化
さ
れ
た
意
味
に
於
て
で
は
あ
る

　
　
　
が
、
爾
菩
薩
特
有
の
往
生
相
と
さ
れ
て
み
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　
　
　
　
樹
來
迎
に
就
い
て
そ
れ
を
二
二
す
る
辮
句
が
各
藩
相
互
に
異
っ
て
み
る
。
奨
・
課
は
「
飛
行
迎
之
｝
、
漢
罷
　
は
「
飛
行
迎
之
北
山
在
前
立
」
、
魏

　
　
　
課
唐
課
は
「
帯
磁
ハ
入
前
」
、
梵
論
は
「
前
立
（
℃
8
富
σ
，
ω
3
卸
）
一
婦
澤
は
「
現
前
嗣
緯
強
豪
」
と
叙
べ
ら
れ
て
る
る
。
大
略
「
輿
迎
」
「
現
前
」
の
二

　
　
　
様
の
習
詮
に
分
た
れ
る
が
，
來
迎
と
詮
表
し
て
み
る
は
附
論
の
三
本
の
み
で
あ
っ
て
、
他
は
現
前
と
い
ふ
言
詮
を
用
み
て
み
る
。
蒲
も
附

　
　
　
論
の
三
本
申
漢
課
と
心
事
と
は
爾
者
を
併
せ
用
ひ
て
み
る
Q
現
前
ぱ
…
冨
ふ
ま
で
も
な
く
臨
絡
の
現
前
で
あ
っ
て
、
臨
絡
が
往
生
と
繋
り
を

　
　
　
有
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
時
訓
の
佛
の
現
前
は
常
然
來
迎
の
爲
の
現
劔
で
あ
わ
、
必
然
的
に
二
言
を
豫
惣
す
る
も
の
で
あ
る
。
叉

　
　
來
迎
と
難
も
現
蘭
を
否
無
し
て
は
存
立
し
得
な
い
。
…
從
っ
て
こ
の
一
…
者
は
同
【
の
概
念
を
詮
表
す
る
用
語
と
｝
慮
は
解
し
て
然
る
べ
き
で

　
　
　
あ
る
。
然
し
な
が
ら
現
溺
と
は
佛
∵
在
萌
立
の
意
で
あ
り
、
而
し
て
佛
巌
滋
立
は
般
舟
三
昧
の
期
す
る
飯
で
あ
る
こ
と
に
怒
を
致
せ
ば
、
臨

　
　
　
絡
現
前
と
は
臨
絡
時
に
於
け
る
般
舟
三
瞭
の
成
就
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
落
し
然
ら
ば
直
な
る
來
迎
と
は
相
當
の
隔
り
が
存

　
　
　
す
る
。
而
し
て
耐
量
が
こ
れ
に
就
い
て
蚕
く
鯛
れ
す
、
漢
諜
に
於
て
爾
者
共
に
出
さ
れ
、
魏
課
以
下
に
あ
っ
て
は
現
前
の
み
用
ひ
ら
れ
，

　
　
　
宋
諜
再
び
こ
の
爾
者
が
詮
は
さ
れ
て
み
る
こ
と
は
，
特
に
注
意
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
黙
で
あ
ら
う
。
．

　
　
　
　
（
一
）
呉
課
巻
下
、
北
ハ
中
幸
者
（
中
略
）
蔵
入
便
於
今
世
乾
枯
於
庶
出
夢
申
冤
阿
彌
陀
黒
瀬
遍
羅
命
欲
絡
無
難
彌
陀
佛
二
化
令
共
人
目

097
　
　
　
　
　
　
印
度
照
凝
土
職
鶯
恕
の
囲
軽
一
購
爆
陶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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暫
墨
糟
鱒
究
　
　
第
｝
二
百
十
・
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
七
山
ハ

自
見
阿
彌
陀
佛
及
共
國
ま
往
至
幸
蠣
陀
彿
瞬
者
可
溜
塗
灘
男
猛
。
（
大
幅
燕
、
第
士
悪
、
三
一
〇
）

漢
諜
懇
三
、
共
丈
奥
諜
と
大
同
，
（
大
疋
凝
、
第
士
奮
、
二
九
二
）

（一

黶j

@
異
議
、
上
輩
は
不
退
の
菩
薩
，
中
輩
は
警
薩
、
下
難
は
不
更
三
悪
趣
帯
心
所
願
を
果
枳
と
す
。
漢
課
、

　
衆
生
は
不
更
三
悪
趣
在
心
研
顯
を
果
箱
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
七
　
牲
生
本
願
の
系
統
考
察

菩
薩
は
得
不
退
位
、

　
上
來
籔
節
に
亙
っ
て
往
生
本
…
醐
の
分
別
を
な
し
、
夫
々
に
就
い
て
考
察
を
撫
へ
た
が
、
馨
り
に
斯
く
の
如
き
諮
…
本
に
於
け
る
諸
の
往
生

本
願
が
系
統
的
に
如
侮
な
る
繋
り
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
換
需
す
れ
ば
最
古
の
奨
諜
に
鵡
さ
れ
て
”
4
3
る
四
佃
の
往
生
本
．
灘
…
が
、
最
後

の
宋
諜
一
個
の
往
生
木
願
、
響
く
は
脱
薄
せ
る
も
の
を
も
含
め
て
三
碧
の
往
生
本
願
と
な
る
ま
で
に
如
侮
な
る
道
程
を
維
た
も
の
で
あ
る

，
か
を
、
中
間
の
諸
本
に
就
い
て
考
察
を
煎
へ
、
以
て
往
生
本
願
分
別
の
結
論
に
供
し
た
い
Q

　
醜
蓮
の
如
く
、
奨
課
に
は
諸
佛
辮
揚
と
こ
れ
に
附
随
す
る
黙
契
功
徳
願
即
ち
毬
生
の
可
能
性
確
立
に
捜
す
る
誓
願
と
の
爾
者
が
｝
個
の

㎜願

ﾆ
さ
れ
た
駕
叩
閲
幽
霊
し
G
　
三
脚
に
一
封
憲
‘
す
る
が
如
く
山
里
て
ら
れ
た
　
二
個
旧
の
ル
二
月
囚
太
志
願
、
卿
ち
策
五
、
第
山
脚
、
　
第
七
の
一
二
願
と
あ
っ
て
、
　
・
實

質
的
に
は
五
個
の
往
生
本
願
が
誓
立
さ
れ
て
る
る
。
こ
の
中
第
四
頻
は
漢
諜
に
第
十
七
願
と
し
て
そ
の
ま
、
綴
承
さ
れ
て
る
る
。
然
る
に

生
因
本
願
は
漢
諜
に
塁
っ
て
二
手
に
減
少
し
て
み
る
。
災
謙
は
封
機
を
前
世
爲
悪
の
入
た
る
下
輩
と
，
在
家
乗
入
た
る
中
輩
と
，
出
家
並

に
菩
薩
た
る
上
輩
と
に
分
ち
、
夫
々
に
弾
じ
て
三
欄
…
の
生
鋼
本
願
を
出
し
て
居
り
、
漢
諜
ぱ
そ
れ
を
歌
n
薩
σ
o
二
三
も
，
鋤
貫
く
窃
と
衆
生
毬
簿
く
鋤

と
に
分
ち
、
夫
々
に
劃
費
せ
ら
る
・
如
く
出
し
た
も
の
な
る
こ
と
は
醜
に
導
べ
た
が
、
漢
灘
の
封
機
に
就
い
て
多
少
論
明
を
加
へ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
ぬ
。
こ
の
漢
家
二
個
の
生
凶
木
顯
を
上
葦
往
生
願
．
動
眼
往
生
願
と
名
づ
く
る
場
合
蟻
あ
る
Q
恐
ら
く
こ
れ
は
下
の
域
就
心
中
に
三
輩
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を
分
っ
て
る
る
こ
と
に
基
、
く
命
名
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
，
こ
れ
に
從
へ
ぼ
巾
華
往
生
願
は
趣
に
見
出
さ
れ
な
い
。
然
ら
ば
中
輩
往
生

願
は
漢
心
に
至
っ
て
如
何
に
遜
冒
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
Q
叉
本
願
文
と
薩
長
交
と
が
封
感
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
を
如
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
本
願
か
、
と
賊
藩
論
と
の
灘
惣
と
い
ふ
こ
と
ば
、
本
願
文
中
に
誓
紛
さ
れ
《
み
る
こ
と

が
正
諜
報
の
磁
器
と
し
て
後
に
記
さ
れ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
．
陳
ず
る
に
す
ぎ
す
，
そ
の
逆
の
場
合
が
必
然
的
に
存
す
る
こ
と
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ニ
　

す
る
も
の
で
な
い
。
從
っ
て
後
の
記
事
に
出
て
み
な
が
ら
，
本
寺
文
中
に
表
は
さ
れ
て
み
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
惟
ふ
に

家
礼
爾
本
は
二
黒
文
に
於
て
は
殆
ど
一
致
」
す
る
に
拘
ら
挙
、
本
願
文
は
頗
炉
内
容
共
に
相
當
の
葉
箒
が
存
す
る
こ
と
よ
り
し
て
、
漢
本
は

破
就
業
に
十
分
の
考
慮
を
佛
ふ
こ
と
な
し
に
，
二
十
四
の
制
限
内
に
出
て
本
願
に
取
捨
邊
探
を
船
へ
た
結
梁
の
も
の
で
あ
館
町
。
事
實
呉

諜
第
二
，
第
三
．
第
六
、
監
製
七
、
第
十
八
、
第
二
十
三
の
六
葉
が
掴
除
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
累
除
が
願
意
の
否
認
に
よ
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。
本
願
の
内
野
が
詳
細
に
な
り
、
誓
約
の
蔀
項
が
佛
菩
薩
の
特
姥
に
激
す
る
一
般
思
葱
の
進
展
と
共
に
糟
大
し
た
結

果
、
本
來
な
ら
ば
聖
霊
の
癒
煎
を
來
す
べ
き
所
を
、
歎
の
制
限
が
存
す
る
爲
に
，
誓
願
す
る
に
ば
雲
影
す
ぎ
る
と
患
考
さ
る
、
に
至
っ
た

も
の
，
或
は
他
の
誓
願
中
に
含
蓄
せ
し
め
得
ら
れ
る
も
の
が
餌
除
さ
れ
た
と
思
は
れ
る
。
慧
智
往
生
願
も
亦
そ
の
「
で
あ
ら
う
。
然
し
て

の
制
除
は
勿
論
願
意
の
否
認
に
由
る
も
の
で
な
く
，
文
誓
願
す
る
に
當
嚇
す
ぎ
る
が
爲
で
も
な
く
，
串
輩
往
生
の
意
味
が
こ
翻
…
の
生
凶
本

願
「
の
何
れ
か
に
含
ま
し
め
ら
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
た
の
は
独
園
主
膿
分
営
標
準
の
饗
更
で
あ
る
。
第

十
九
願
ぱ
前
世
爲
悪
の
人
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
し
く
下
田
往
生
願
に
梱
當
す
る
故
に
．
こ
の
願
へ
含
ま
し
め
た
の
で
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
蕨
、
就
交
中
に
出
さ
れ
て
み
る
中
錐
な
る
も
の
は
，
…
難
不
能
去
家
籍
妻
子
漸
愛
欲
行
作
沙
門
考
」
即
ち
在
家
善
人
で

あ
り
、
そ
の
生
園
の
核
た
る
諸
善
根
の
内
容
は
上
々
の
そ
れ
と
殆
ど
同
一
で
あ
っ
て
、
異
る
所
は
往
生
給
田
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
上

騰
往
生
中
輩
畢
生
の
醗
罰
は
生
鵬
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
な
く
，
全
く
往
生
主
脚
の
如
何
に
存
す
る
。
帥
ち
中
難
往
生
は
在
家
善
人
を
主

　
　
　
印
度
辮
㎜
土
田
心
和
聯
の
一
難
瞭
…
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

膿
と
し
，
上
輩
往
生
は
出
家
善
人
と
大
乗
菩
薩
と
を
宅
膿
と
す
る
。
こ
の
柱
生
主
膿
の
分
胴
に
於
、
て
は
。
在
家
出
家
と
い
ふ
標
準
に
重
鮎

が
置
か
れ
，
大
乗
菩
藤
は
出
家
に
附
聾
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
形
で
あ
る
。
然
る
に
大
乗
菩
薩
に
は
出
家
も
あ
れ
ば
在
家
も
あ
り
．
得
る
。
そ

れ
故
に
大
婚
菩
薩
を
主
眼
と
す
る
立
場
に
立
て
ば
，
上
の
標
準
は
無
意
瞭
と
な
る
。
の
み
な
ら
す
在
家
菩
薩
が
小
乗
出
家
人
の
下
位
に
置

か
れ
る
こ
と
、
な
っ
て
自
己
半
里
に
陥
る
。
そ
れ
故
に
大
乗
菩
薩
を
主
旨
と
し
て
、
こ
れ
に
小
乗
研
家
人
を
附
騎
せ
し
む
る
立
場
を
取
る

に
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
、
に
立
至
れ
ば
、
菩
薩
を
以
て
大
乗
出
家
入
、
大
乗
左
家
人
、
小
乗
出
家
入
の
三
者
を
包
括
し
得
る
。
漢
課
第

十
八
顔
を
み
る
に
．
遍
諸
彿
陶
人
民
有
作
菩
薩
道
者
　
と
あ
っ
，
て
，
在
家
出
家
の
齪
別
な
く
、
菩
薩
道
を
行
ず
る
も
の
を
以
て
凡
て
そ
の
封

敦
と
し
て
み
る
。
こ
の
申
に
ぱ
在
家
馬
入
を
も
包
括
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
從
っ
て
こ
の
顎
は
上
輩
の
み
を
鮒
象
と
す
る
も
の
で
な

く
，
叉
中
野
の
み
を
封
象
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
菩
薩
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
菩
薩
で
あ
る
限
り
叉
無
難
を
劉
錬
と
す
る
と

も
叉
中
花
を
封
事
と
す
る
と
も
云
ひ
得
ら
れ
る
。
封
象
と
し
て
菩
薩
σ
Q
乱
賊
し
。
黙
7
鋤
を
と
る
生
爾
本
願
と
い
ふ
意
味
に
於
て
、
菩
薩
往
生
願

と
名
づ
け
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
…
封
し
て
第
十
九
願
は
蘭
世
説
悪
の
人
を
封
機
と
す
る
が
故
に
，
下
葦
荘
生
頽
と
名
づ
く
る
も

不
可
な
き
も
の
で
あ
る
が
、
下
籏
な
る
語
は
上
灘
中
輩
に
謝
し
て
初
め
て
意
味
を
存
す
る
。
然
る
に
第
十
八
願
は
上
鷲
中
風
の
何
れ
で
も

な
き
如
き
を
謁
機
と
し
、
そ
の
一
を
と
る
は
界
磁
で
な
い
。
從
っ
て
第
十
九
噸
を
下
簑
往
生
願
と
名
づ
く
る
ぱ
第
十
八
願
に
望
め
て
い
ふ

場
合
穏
嘗
で
な
い
。
宿
業
を
認
め
る
佛
　
敏
よ
り
槻
れ
ば
、
如
何
な
る
有
情
と
難
も
宿
世
に
亙
る
菩
薩
道
の
修
有
婦
に
非
ざ
る
託
り
、
大
凡
前

世
爲
悪
と
蜥
定
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
邊
に
つ
け
ば
、
こ
の
願
の
封
機
と
す
る
前
門
爲
悪
の
人
と
は
菩
藤
滋
を
行
ず
る
σ
鼠
三
ω
m
窪
毒

に
封
ず
る
怨
岬
芝
動
…
般
と
解
せ
ら
れ
、
勝
っ
て
こ
の
願
は
菩
薩
往
生
願
に
封
し
て
衆
生
往
生
願
と
名
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
如
く
漢
心
は
こ
個
の
一
閃
本
願
を
以
て
成
就
文
中
の
　
黒
嶽
稚
生
を
凡
て
包
督
し
て
居
り
、
。
心
し
て
そ
の
二
願
は
蕃
薩
往
生
願
衆
生

往
生
願
と
名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
災
課
と
の
累
り
を
考
ふ
る
に
，
第
十
八
願
は
呉
諜
上
砂
往
生
願
に
特
有
な
る
臨
経
來



　
　
　
迎
が
附
随
せ
ら
れ
て
る
る
黙
よ
の
し
て
そ
の
第
七
願
を
縫
承
し
、
こ
れ
に
そ
の
第
六
願
が
合
併
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
激
ち
呉
課
の
点
差
．
が
多
少
そ
の
意
味
を
更
改
し
て
菩
薩
と
限
定
さ
る
、
こ
と
に
山
っ
て
第
七
願
に
第
六
願
を
合
併
　
し
、
叉
第
十
九
願
は
呉

　
　
　
願
第
五
願
を
繕
戯
し
つ
、
鉗
…
機
を
衆
生
一
般
に
鑛
大
し
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
し
て
奨
課
よ
り
漢
鐸
へ
の
推
移
ば
、
前
者
の
第
四

　
　
　
願
が
後
者
の
第
十
七
願
に
、
第
五
願
が
第
＋
九
願
に
，
第
七
願
が
第
六
願
を
併
せ
て
第
十
八
願
と
な
っ
た
と
爲
し
得
ら
れ
る
。

　
　
　
　
漠
課
よ
り
呉
課
に
轄
じ
て
．
そ
の
第
十
七
願
前
説
の
系
統
を
3
一
く
も
の
が
魏
課
第
十
七
願
な
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
明
白
で
あ

　
　
　
る
。
叉
そ
の
後
学
は
既
に
論
じ
た
る
所
よ
り
容
易
に
推
知
せ
ら
る
、
如
く
，
魏
騨
第
十
八
額
に
絃
承
さ
れ
て
る
る
。
漢
諜
第
十
八
願
の
系

　
　
　
統
に
あ
る
も
の
が
伊
藤
第
十
九
顯
な
る
こ
と
は
何
等
も
否
み
得
な
い
所
で
あ
ら
う
。
故
に
こ
れ
を
臭
課
に
禦
め
て
云
へ
ば
、
上
中
二
難
の

　
　
　
往
生
は
こ
の
願
に
誓
約
さ
れ
て
み
る
と
爲
し
得
ら
れ
る
。
然
し
こ
の
願
は
鴨
に
蓮
べ
．
た
や
う
に
，
臨
絡
來
迎
顯
と
し
て
の
特
殊
の
面
を
保

　
　
　
有
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
搬
生
的
に
は
漢
青
苗
十
八
願
の
系
統
を
承
け
な
が
ら
，
聖
立
つ
た
結
果
に
於
て
は
劔
始
さ
れ
た
顯
と
云
ふ

　
　
　
べ
き
で
あ
る
。
更
に
漢
門
弟
十
九
願
は
魏
課
第
二
十
願
に
重
重
さ
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
こ
の
願
に
は
不
善
入
奢
往
生

　
　
　
の
意
昧
が
金
然
現
は
れ
て
る
な
い
。
從
っ
て
こ
れ
は
呉
課
の
下
輩
往
生
の
み
の
誓
願
と
限
る
こ
と
が
で
き
す
、
叉
漢
諜
の
薦
世
爲
悪
の
宿

　
　
　
業
的
性
質
を
有
す
る
衆
生
一
般
の
み
を
器
機
と
す
る
と
も
爲
し
得
な
い
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
他
の
願
と
の
聞
係
を
見
る
に
常
然
で
あ
る

　
　
　
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
十
八
顧
は
未
だ
生
附
本
願
と
な
ら
す
、
第
十
九
願
は
既
に
韓
化
し
て
臨
絡
來
迎
願
と
な
っ
て
み
て
、
生
凶
本
願

　
　
　
の
機
能
を
杢
う
し
得
る
も
の
は
唯
こ
の
第
ご
受
認
認
る
の
み
で
あ
る
。
從
っ
て
こ
の
顧
に
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
包
辮
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
い
。
菩
薩
の
植
諸
徳
本
は
當
然
で
あ
る
。
不
善
人
た
る
こ
と
を
豫
想
す
る
衆
生
｝
般
と
難
も
、
そ
の
不
善
は
過
去
に
腸
す
る
も
の
で
あ
っ

　
　
　
て
、
現
在
は
千
歯
に
も
示
す
が
如
く
返
正
爲
道
で
あ
る
。
即
ち
穂
諮
徳
本
に
包
含
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぼ
第
二
十
願
は
漢
課

　
　
　
第
十
九
願
を
羅
点
し
な
が
ら
も
，
三
三
或
は
菩
薩
衆
生
の
差
溺
な
く
，
　
一
切
を
包
含
せ
る
十
方
衆
生
を
契
機
と
す
る
生
函
本
願
に
逡
展
し

137
　
　
　
　
　
　
印
度
瀞
土
田
幽
麹
Ψ
の
一
纏
繍
翻
面
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八
○

た
と
な
す
べ
き
で
あ
り
、
撃
っ
て
實
質
に
於
て
は
漢
諜
二
塁
の
生
理
願
が
合
し
て
一
と
な
っ
て
、
魏
課
弟
二
十
願
に
承
け
総
が
れ
た
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
魏
課
第
十
八
願
は
そ
の
本
紀
の
性
質
を
失
ぴ
、
生
葉
本
願
た
ら
ん
と
す
る
傾
向
を
有
す
る
が
、
魏
潔
癖
…
の
生
因
本
願
た
る
第
二
十
願

に
鮒
我
名
［
…
號
係
念
我
…
國
、
欲
生
録
國
と
第
十
八
・
二
本
來
の
意
味
と
雲
影
の
こ
と
が
晶
…
寸
書
さ
れ
て
る
る
以
上
、
蛇
足
に
す
ぎ
な
い
と
も
蓄
ひ

得
る
。
の
み
な
ら
す
第
二
十
願
の
生
肉
の
核
た
る
植
諸
徳
本
は
菩
薩
に
は
安
當
で
あ
ら
う
が
、
前
軍
爲
悪
の
豫
配
せ
ら
れ
る
衆
生
一
般
に

篤
し
て
ば
，
理
論
的
に
矛
盾
は
兇
出
さ
れ
な
い
と
し
て
も
，
心
理
的
に
満
足
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
こ
、
に
第
十
八
願
を
生
因
本
願

た
ら
し
め
ん
と
す
る
要
講
を
強
化
す
る
内
面
的
素
困
が
存
す
る
。
而
し
て
第
十
八
願
に
は
唯
除
害
逆
誹
講
正
法
の
除
外
が
存
す
る
。
こ
れ

を
逆
に
解
す
れ
ば
、
冗
…
運
者
と
蕉
法
誹
誘
清
と
を
除
く
粍
て
の
有
情
を
假
令
不
善
入
と
難
も
被
蓋
業
者
と
す
る
意
味
が
汲
取
ら
れ
る
。
こ

こ
に
こ
の
願
を
生
因
本
願
と
な
す
．
珂
能
性
は
盆
．
、
増
大
し
、
そ
の
傾
向
は
彌
k
顯
著
と
な
る
。
要
し
て
こ
れ
が
實
現
を
見
た
の
は
次
の
唐

諜
で
あ
る
。

　
唐
課
の
第
十
七
願
．
第
十
九
願
、
第
二
十
願
が
、
夫
々
魏
諜
の
購
㎝
番
號
の
諸
願
の
系
統
に
あ
る
も
の
な
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

叉
魏
諜
第
十
八
願
を
縫
謝
せ
る
も
の
が
購
書
第
十
八
願
で
み
る
こ
と
も
柄
か
で
あ
る
。
然
し
磨
諜
に
あ
っ
て
は
そ
の
本
來
の
意
義
よ
り
全

く
獺
脱
し
て
，
墨
金
な
る
生
恥
本
願
に
榑
化
し
て
み
る
○
こ
の
簿
化
は
心
意
的
あ
り
方
の
み
を
以
て
生
肉
と
肴
微
し
得
る
に
至
る
か
或
は

心
意
的
あ
り
方
の
｝
部
叉
は
全
部
を
行
墨
書
あ
り
方
に
置
挺
す
る
か
を
先
決
要
件
と
す
る
。
而
し
て
唐
諜
は
そ
の
成
就
文
を
参
照
す
る
に

三
輩
の
随
別
は
形
式
的
に
は
慶
せ
ら
れ
て
る
け
’
9
が
、
實
賛
、
的
に
は
爾
認
め
ら
れ
て
み
て
，
そ
の
第
三
鷲
に
相
當
す
る
部
分
．
に
心
意
的
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
レ

方
を
以
て
生
因
の
核
と
す
る
傾
向
が
濃
厚
に
親
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
願
文
に
於
て
は
行
爲
憾
あ
り
方
に
置
換
し
て
み
る
。
麹
ち
至
心

信
歪
な
る
心
意
的
あ
り
方
に
換
ふ
る
に
諸
有
善
根
心
心
面
向
な
る
行
爲
的
心
意
的
あ
り
方
を
以
て
し
て
み
る
。
こ
こ
に
於
て
こ
の
願
は
完



　
　
　
全
に
生
囚
本
願
た
る
の
特
質
を
具
備
す
る
に
至
り
、
晦
も
そ
の
行
爲
的
あ
り
方
は
油
層
的
な
る
善
根
を
以
て
し
て
馨
り
，
魏
諜
以
來
の
傾

　
　
　
海
を
完
糊
し
た
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
て
唐
課
は
二
個
の
生
四
本
願
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
然
し
こ
の
二
畜
生
因
願
は
既
蓮
の
如
く

　
　
　
A
日
併
さ
る
べ
き
蓬
へ
卯
の
下
に
あ
る
G
　
聡
し
て
ツ
て
れ
は
陸
離
太
－
に
至
っ
て
胤
鼓
現
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
黒
本
の
第
十
七
願
が
唐
津
の
第
十
七
願
を
．
第
十
八
願
が
第
十
九
願
を
芋
竃
せ
る
も
の
な
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
叉
そ
の
第
十
九
願

　
　
　
は
第
十
八
願
の
織
承
で
あ
っ
て
、
　
一
見
第
二
十
願
は
濡
失
し
た
る
が
如
き
感
を
與
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
唐
諜
二
個
の
生
凶
本
願
を
比

　
　
　
属
し
て
、
第
二
十
…
願
よ
り
第
十
八
願
と
共
通
す
る
蔀
分
を
除
き
去
れ
ば
礎
る
醗
皆
無
で
あ
り
、
学
者
は
後
考
の
三
園
を
出
で
な
い
も
の
で

　
　
　
あ
る
。
の
み
な
ら
す
こ
の
こ
願
は
合
併
さ
る
べ
き
蓮
命
に
あ
る
。
故
に
梵
本
に
発
て
表
面
上
唐
織
第
十
八
願
の
縫
承
の
如
く
思
は
る
る
第

　
　
　
十
九
願
は
、
そ
の
雨
者
を
合
併
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
劉
機
、
生
困
の
核
、
方
陶
性
の
附
與
を
共
に
等
し

　
　
　
う
し
、
附
随
的
な
除
外
、
北
ハ
の
他
の
有
無
に
就
い
て
異
、
鮎
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
二
翻
の
生
肉
本
願
に
於
て
、
そ
の
隅
一
勲
が
一
の
特
質
を

　
　
　
形
域
す
る
根
擦
の
存
せ
ざ
る
こ
と
に
基
．
く
必
然
性
で
あ
る
。

　
　
　
　
宋
課
は
二
柵
…
の
生
滅
本
願
を
有
し
て
、
思
懸
総
…
揚
願
を
敏
い
て
る
る
。
論
難
構
揚
願
の
な
き
こ
と
に
は
特
別
の
意
味
を
附
せ
す
、
偶
磯
的

　
　
　
な
醗
落
と
み
る
方
が
宋
課
十
方
の
性
質
上
稔
當
で
あ
ら
う
◎
二
伽
の
生
…
囚
本
願
中
、
第
十
四
願
は
十
方
佛
土
．
往
生
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ

　
　
　
て
、
先
行
諸
本
の
何
れ
に
も
見
繍
さ
れ
な
い
初
翫
の
願
で
あ
り
，
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
極
樂
野
生
に
關
す
る
本
願

　
　
　
と
し
て
ぽ
考
察
の
外
に
置
き
て
可
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
系
統
を
考
へ
る
場
合
に
は
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
瀬
に
【
聞

　
　
　
吾
名
工
接
菩
提
心
種
諸
善
根
随
意
求
生
諸
彿
国
土
し
と
あ
っ
て
．
焚
菩
提
心
と
あ
る
勲
先
行
諸
本
の
臨
絡
來
迎
願
を
患
ぼ
し
め
、
種
諸
善

　
　
　
根
と
去
へ
る
黙
早
筆
唐
諜
の
臨
終
來
夕
蝉
魏
唐
墨
の
生
態
本
願
を
葱
起
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
宋
本
は
梵
讃
以
後
の
町
立
で
あ
る
こ
と

　
　
　
は
明
白
で
あ
る
が
，
直
接
梵
本
よ
り
の
系
統
を
引
く
と
翻
ぜ
ら
れ
す
、
共
…
油
の
元
本
よ
の
分
化
し
て
，
一
は
謡
本
と
な
り
、
他
は
宋
本
と

悠7
　
　
　
　
　
　
即
魔
…
溝
丁
工
思
想
の
一
聯
尚
臨
剛
騰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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哲
醗
研
究
　
第
三
百
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
こ

な
た
と
の
獲
を
下
し
た
響
あ
る
が
ど
の
推
定
に
基
け
ば
、
第
茜
願
は
羅
轟
何
れ
か
の
臨
経
來
潔
の
系
統
を
引
く
も
の

よ
り
派
層
理
化
し
た
と
な
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
叉
第
十
三
願
は
生
勝
本
填
た
る
と
同
時
に
臨
華
墨
誓
願
た
る
も
の
で
あ
り
、
往
生
と
來
迎

と
が
不
可
分
の
關
係
に
縫
か
れ
て
る
る
。
從
っ
て
こ
れ
は
生
胆
本
願
と
臨
絡
來
遡
願
と
が
有
機
的
に
結
合
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
こ
と
が
容

易
に
首
肯
せ
ら
れ
る
。
然
し
宋
本
が
直
接
梵
本
の
系
統
を
引
く
と
は
云
は
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
第
十
九
願
と
第
十
八
願
と
の
結
合
で
あ
る

と
端
的
に
臨
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
願
は
方
向
性
を
有
す
る
念
名
號
を
以
て
生
因
の
核
と
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
行
諸
本
の
生

半
本
願
に
は
全
く
類
例
が
見
出
さ
れ
な
い
。
心
意
的
な
る
が
如
き
念
名
號
を
以
て
生
因
の
核
と
せ
る
黙
よ
り
弧
ひ
て
そ
の
例
を
求
む
れ
ば

生
霞
本
願
た
ら
ん
と
す
る
魏
聖
上
十
八
願
と
波
羅
文
に
基
い
て
解
し
た
場
合
の
唐
墨
生
麹
本
願
と
で
あ
る
。
然
し
購
絡
來
迎
に
就
い
て
み

れ
ば
，
そ
の
條
件
の
部
分
は
梵
本
機
十
八
願
と
全
く
凶
敷
す
る
。
故
に
こ
の
第
十
三
願
は
閥
接
的
或
は
内
露
的
に
は
魏
課
の
第
十
八
願
、

唐
課
の
輝
輝
本
願
の
系
統
を
承
け
つ
つ
、
直
接
的
に
或
は
外
面
的
に
は
梵
本
第
十
八
と
第
十
九
と
の
誓
願
を
有
機
的
に
結
合
し
た
も
の
と

な
し
て
可
な
り
と
思
は
れ
る
。

　
以
上
呉
諜
よ
り
宋
鐸
に
至
る
往
生
本
願
の
系
統
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
下
翼
第
四
願
に

始
ま
る
諸
佛
総
揚
願
は
そ
の
ま
ま
漢
鐸
第
十
七
に
纈
…
承
さ
れ
，
そ
の
前
身
は
魏
・
唐
二
十
夫
々
に
第
十
七
願
と
し
て
現
は
れ
て
る
る
。
後
牛

は
魏
諜
第
十
八
願
と
な
り
、
麿
課
に
至
っ
て
生
因
本
願
に
韓
化
せ
る
第
十
八
願
と
な
っ
て
み
る
。
生
塵
…
本
願
は
呉
諜
に
第
五
第
六
第
七
の

三
並
存
し
た
も
の
が
，
漢
課
に
移
っ
て
第
七
に
第
六
が
合
せ
ら
れ
て
第
十
八
と
な
り
、
第
五
が
第
十
九
に
纒
が
れ
て
る
る
。
更
に
魏
諜
に

至
っ
て
漢
諜
の
第
十
八
の
本
質
を
第
十
九
と
共
に
そ
の
第
二
十
に
騰
亡
し
、
そ
の
無
下
の
部
分
を
猫
凝
せ
し
め
て
第
十
九
臨
絡
來
迎
願
を

麟
翻
し
て
み
る
。
剛
率
第
十
八
願
は
漢
諜
第
十
九
願
の
内
裏
的
意
味
を
携
行
し
つ
つ
唐
課
に
至
っ
て
生
因
本
願
た
る
第
十
八
願
と
な
り
、

第
二
十
願
は
そ
の
ま
ま
唐
諜
第
二
十
に
纏
　
承
さ
れ
、
こ
の
第
十
八
、
第
二
十
の
爾
願
が
梵
本
に
至
っ
て
第
十
九
顯
に
合
成
さ
れ
て
み
る
。



落
窪
創
始
の
晦
終
來
迎
願
は
麿
の
第
十
九
、
梵
の
第
十
八
に
承
け
織
が
れ
て
る
る
。
而
し
て
魏
唐
の
來
迎
願
の
系
統
を
引
く
も
の
よ
り
涯

繊
激
化
し
て
鮎
漁
第
十
四
願
と
な
り
，
霊
木
の
第
十
八
、
第
十
九
の
爾
願
は
，
魏
の
第
十
八
及
び
唐
の
生
閃
…
願
よ
り
内
乱
的
な
繋
り
を
持

し
つ
つ
、
有
機
的
結
合
を
な
し
て
実
機
第
十
．
陀
願
と
な
っ
て
み
る
。
斯
く
て
上
腿
の
諸
佛
〃
柵
揚
玉
は
そ
の
前
牟
の
み
が
後
期
の
維
典
に
ま

で
受
け
つ
が
れ
、
三
型
の
生
菌
本
願
は
，
そ
れ
自
衛
合
併
を
な
し
、
或
は
臨
終
來
迎
願
を
猫
立
分
離
せ
し
め
、
樗
揚
願
後
世
を
生
図
本
願

に
薄
化
せ
し
め
、
復
た
來
迎
願
を
生
隣
本
願
に
結
合
せ
し
む
る
な
ど
の
曲
折
を
建
て
、
宋
課
一
個
若
く
は
二
個
の
生
因
本
願
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
宏
の
如
く
園
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

揚
　
　
願

生
　
　
因
　
　
願

　　來

解
生方迎

邑願

呉
鐸
　
湊
鐸

午
　
　
　
　
一
7

　
　
　
　
　
／

　
　
　
　
　
　
　
、

｝㌢17雛

1　鐸

盾
謬
　
　
発
墨

η
　
　
　
　
惇

腰
挿

Y　6　5

t9　18

y－X
f9

i　｝t7

　i
　’　ノ

　it
tt
i
l；i　lg

’ilt

ゲ
匁

　20
／／，

ス。　I81

V／
嗣1
“；”

　1V／

i3

（
一
）
　
望
月
博
士
、
浮
土
…
敏
の
起
原
及
焚
蓮
、
蹴
六
四
頁

〇
一
）
　
各
本
を
本
願
痺
鰻
就
交
の
樹
慮
と
い
ふ
見
地
よ
り
挑
む
る
に
、
成
就
文
の
改
訂
は
そ
の
速
度
が
本
願
文
に
比
し
て
蓬
か
に
劣

717

印
度
灘
｝
土
思
想
の
一
鰹
臨
囲
葡

八
三
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醤
離
醗
究
　
第
三
頁
十
七
號
　
　

’
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
り
、
改
訂
は
常
に
職
行
厭
態
に
あ
る
こ
と
に
氣
つ
く
。
例
へ
ぽ
魏
課
の
如
き
絢
三
輩
窪
生
を
鋤
き
て
三
…
輩
の
名
を
未
だ
淺
存
せ
し

　
め
て
ゐ
、
又
唐
墨
も
三
型
の
名
辮
こ
そ
附
し
て
み
な
い
が
、
費
質
的
に
は
こ
の
観
鋼
を
認
め
て
み
る
が
加
川
く
三
様
に
分
っ
て
論
い

　
て
る
る
。
こ
れ
は
本
願
文
と
皮
就
交
と
の
改
訂
が
早
行
し
な
い
一
難
で
あ
る
。

（
三
）
　
奨
課
第
九
艇
有
好
醜
願
が
黒
磯
第
三
悉
皆
金
色
，
第
四
人
天
無
異
の
一
「
一
越
に
、
第
二
十
二
願
が
漢
諜
第
五
宿
命
智
通
、
第
六

　
天
眼
智
通
，
第
八
榊
足
智
通
，
第
九
天
無
智
通
の
四
願
に
開
か
れ
，
新
に
第
十
｝
必
至
滅
慶
，
第
二
十
必
至
補
虚
の
二
願
が
湘
へ

　
ら
れ
て
、
漢
繹
は
合
し
て
六
願
の
墳
加
を
來
す
べ
き
所
で
あ
る
。

（
四
）
　
大
正
戯
，
第
＋
二
巷
　
二
九
二
、

（
ソ
）
　
以
溝
浄
心
向
無
量
壽
如
來
乃
至
十
念
念
無
量
．
毒
佛
願
生
共
國
聞
甚
深
法
実
生
単
解
心
無
疑
惑
乃
至
獲
得
｝
念
浄
心
獲
一
念
心

　
念
無
置
畿
纂
寵
儲
U
此
人
豆
男
擁
絡
時
如
・
在
“
憂
巾
－
R
ル
編
置
堪
噸
瀞
佛
｛
疋
生
馬
旧
図
。
（
十
へ
罷
㎝
賊
、
第
十
・
一
巻
九
八
）

（
六
）
　
高
田
塵
報
第
二
十
八
輯
、
前
鵜
の
鵬
魏
饗
照
。

第
二
章

往
生
思
想
の
遙
展

　
斜
脚
｝
醐
早
に
瀦
於
て
瀞
仕
生
本
願
を
鰹
…
編
惚
総
揚
購
腿
、
生
乱
闘
本
棚
脳
、
臨
…
駐
留
一
一
｝
願
に
分
ち
，
山
大
々
に
就
い
て
吟
映
伊
を
撫
へ
、
ま
た
維
の
瓢
馴
古
に
從

っ
て
そ
れ
ら
の
系
統
づ
け
を
潔
し
た
の
で
あ
る
が
．
こ
の
勝
に
種
々
の
心
皮
が
明
瞭
に
せ
ら
れ
、
敏
個
の
問
題
が
提
示
せ
ら
れ
た
。
今
こ

れ
ら
の
羅
…
質
を
熱
賦
し
．
各
々
の
燭
題
を
時
代
的
翻
聯
の
下
に
眺
め
る
こ
と
に
顧
て
幾
分
の
解
決
を
輿
へ
得
れ
ば
，
依
っ
て
以
て
邸
度
漂

土
患
想
進
展
の
跡
を
匙
る
一
面
が
得
ら
れ
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

喘
　
「
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今
碍
の
｝
般
的
概
念
に
於
け
る
浄
土
患
想
乃
至
は
斜
脚
敏
な
る
も
の
に
難
し
て
各
種
の
・
性
格
を
附
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
う
。
此
ハ
の

中
他
力
的
性
格
と
易
行
的
性
格
と
は
何
人
も
否
定
し
得
な
い
浮
歩
構
想
と
不
可
．
分
の
關
係
に
あ
る
本
質
的
性
格
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の

性
格
の
故
に
所
謂
浄
土
門
が
聖
道
門
に
甥
し
て
建
立
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
も
過
欝
で
な
い
。
斯
の
二
性
格
は
浄
土
思
惣
・
．
目
膿
が
そ
れ
自
ら
の

内
に
保
有
す
る
性
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
外
有
情
に
甥
し
て
働
き
か
け
る
場
合
，
そ
の
取
扱
ふ
封
機
の
如
何
に
依
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
性

格
の
存
す
る
こ
と
も
見
遁
し
て
は
な
ら
な
い
。
浮
土
思
惣
は
聖
逝
門
的
患
惣
が
封
機
の
分
類
を
嬉
し
以
て
そ
の
取
扱
の
範
園
を
二
乗
若
く

は
三
乗
の
何
れ
か
に
限
定
せ
ん
と
す
る
に
卑
し
て
、
斯
る
封
機
の
分
類
取
扱
範
囲
に
重
質
を
置
か
す
、
む
し
ろ
否
定
せ
ん
と
す
る
傾
向
す

ら
見
ら
れ
る
Q
　
一
撃
は
馬
蹄
三
乗
等
の
慨
甥
は
認
め
て
み
る
が
、
決
し
て
そ
れ
は
思
想
の
木
質
を
構
節
す
る
も
の
で
な
く
，
下
劣
の
機
根

た
る
凡
愚
を
主
た
る
勤
象
と
せ
る
こ
と
を
強
調
す
る
｝
手
段
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
。
さ
り
な
が
ら
「
醸
ま
た
決
し
て
上
根
た
る
賢
聖

を
そ
の
取
扱
範
閣
よ
り
除
却
せ
ん
と
す
る
も
の
で
な
い
。
斯
く
捨
土
思
惣
は
有
情
を
取
扱
ふ
に
常
っ
て
凡
愚
を
主
た
る
勤
象
と
す
る
も
の

と
さ
れ
て
は
み
る
が
、
賢
聖
を
癖
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
從
っ
て
有
情
の
取
扱
に
於
て
軍
一
性
を
有
し
普
趣
性
を
存
し
て
み
る

こ
と
を
そ
の
塞
本
的
な
性
路
と
し
て
撒
へ
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
斯
く
て
官
軍
浄
土
思
惣
と
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
る
る
も
の
は
，
内
的
な

他
力
性
易
行
性
と
、
外
的
な
有
情
取
扱
の
…
塁
一
性
普
遍
挫
と
の
四
個
の
挫
格
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
る
る
と
な
し
得
る
。
こ
の
四
個
の
挫
絡

が
浄
土
思
葱
に
総
て
軍
猫
に
剤
蝶
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
，
紹
互
に
有
機
的
樫
鳥
の
下
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
惣
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

そ
の
詳
細
に
就
い
て
は
今
は
象
れ
る
こ
と
を
避
け
，
唯
そ
の
易
行
燥
は
他
力
性
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
と
い
ふ
一
．
澗
を
有
し
、
叉
齊
遍
性

は
箪
一
睡
の
田
螺
の
麟
結
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
驚
く
。
術
こ
の
四
性
格
が
卓
見
に
於
け
る
と
面
様
，
即
度
古
代
の
浄
土
思

想
に
於
て
も
全
き
形
に
於
て
具
備
さ
れ
て
る
た
と
注
す
る
は
皐
計
で
あ
る
。
性
聖
血
現
の
程
度
に
宙
ら
淺
深
の
差
が
あ
り
、
又
四
性
格
の

各
々
に
就
い
て
も
具
不
具
は
あ
り
得
る
。
こ
れ
が
時
代
的
關
聯
に
於
て
眺
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
時
代
の
湿
土
患
惣
を
窺
ふ
手
掛
り
と
な

印
鹿
溝
｝
土
州
蕪
V
の
一
蟹
臨
…
癒

八
五
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り
．
各
時
代
の
手
掛
り
を
歴
史
的
に
考
察
を
加
ふ
る
時
、
こ
こ
に
浮
評
思
想
進
展
の
跡
を
辿
る
方
法
が
見
出
さ
れ
る
と
患
は
れ
る
。
そ
れ

故
に
印
度
浄
土
患
想
に
於
て
右
の
姻
性
格
が
如
何
に
顯
は
れ
て
る
た
か
を
究
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
四
性
格
を
浮
土
思
想
が
最
も
よ
く
顯
は
す
は
往
生
に
叙
し
て
で
あ
る
Q
往
生
に
あ
っ
て
も
果
相
に
於
て
で
な
く
閃
行
に
於
て
で
あ

る
。
從
っ
て
往
生
因
の
域
立
如
上
と
い
ふ
顯
に
こ
の
四
性
格
が
最
も
よ
く
看
取
さ
れ
る
Q
前
章
に
於
て
生
出
に
沸
し
て
論
じ
た
所
を
婁
約

す
れ
ば
、
素
因
の
翠
陰
と
は
導
因
の
核
に
方
向
牲
が
附
興
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
生
因
の
核
畢
生
に
は
そ
の
地
盤
と
し
て
の
心
意
的
あ

り
方
が
聖
域
さ
れ
ね
ば
な
ら
す
、
方
向
性
を
附
讃
す
る
爲
に
は
そ
の
心
意
的
あ
り
方
に
趣
向
性
が
創
造
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
心

意
的
あ
砂
方
の
形
成
の
爲
に
は
聞
知
の
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
生
計
が
威
満
す
る
ま
で
に
は
、
第
＝
聞
知
，
第
二
心
意
的
あ

り
方
の
形
波
、
第
三
善
根
の
搬
生
、
第
四
趣
向
性
の
創
造
，
第
泥
方
向
性
の
黒
煙
、
こ
の
五
個
の
段
階
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
五
段
階
に

棄
て
上
の
四
強
の
浄
土
思
想
の
思
置
が
如
何
に
獲
揮
さ
れ
て
る
る
か
に
依
っ
て
浮
土
整
理
進
展
の
度
が
計
ら
れ
る
。
今
大
野
最
壽
維
の
六

異
本
が
各
々
滅
立
時
代
の
思
想
を
表
現
す
る
と
せ
ば
、
そ
の
往
生
本
願
に
於
て
生
因
威
満
の
五
段
階
が
如
何
に
取
扱
は
れ
、
そ
の
闘
に
如

何
に
四
個
の
紙
土
愚
想
の
性
格
が
詮
表
さ
れ
て
み
る
か
を
究
む
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
本
域
立
時
代
の
浮
土
愚
挙
の
一
端
が
窺
知
さ
れ

る
だ
ら
う
。
（
未
完
）


