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仏
陀
（
じ
d
＆
鳥
冨
）
と
い
う
あ
り
か
た
を
、
如
何
な
る
も
の
と
し
て
考
え
る
か
、
と
い
う
仏
身
論
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
仏
教
学
に
お

け
る
重
要
な
一
つ
の
部
門
で
あ
り
、
教
理
と
し
て
歴
史
的
に
種
々
に
発
展
を
見
た
主
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
パ
ラ

モ
ソ
教
な
い
し
ヒ
ソ
ド
ゥ
イ
ズ
ム
の
神
の
観
念
や
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
他
の
神
学
的
…
な
神
の
観
念
や
宗
教
学
的
な
考
察
と
の
対

比
に
お
い
て
、
興
味
あ
る
問
題
を
提
出
す
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
仏
教
の
内
側
か
ら
見
て
、
仏
身
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
来
た
か
を
ふ
り
返
っ
て
箆
た
い
と
思
う
。

　
仏
陀
と
い
う
こ
と
ぽ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
覚
者
」
、
「
さ
と
れ
る
人
」
を
意
味
し
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ャ
ー
キ
ャ

ム
ニ
に
対
す
る
敬
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
神
と
い
う
超
越
酌
な
存
在
と
は
異
な
っ
て
、
何
よ
り
も
入
間
と
し
て
の
一
つ
の
あ
り
方

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
仏
陀
に
帰
せ
ら
れ
る
属
性
、
あ
る
い
は
徳
が
、
後
世
い
ろ
い
ろ
に
整
理
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
智

慈
と
慈
悲
、
す
な
わ
ち
人
生
に
対
す
る
透
徹
し
た
叡
知
と
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
馴
す
る
愛
と
は
、
二
本
の
中
心
的
な
柱
と
い
わ
れ

る
が
、
そ
の
中
で
も
智
慧
に
よ
り
大
き
な
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
陀
（
げ
＆
象
⇔
）
と
い
う
よ
び
名
、
悟
り
（
げ
＆
露
）
と
い

う
語
な
ど
に
よ
っ
て
も
容
易
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ゴ
…
タ
マ
ブ
ッ
ダ
（
釈
迦
牟
尼
仏
、
歴
史
的
な
仏
陀
）
が
、
輪
廻
の
き
ず
な
を
絶

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

一



180

哲
学
研
究
　
第
五
哲
二
十
一
号

二

　
　
ね
　
は
ん

っ
て
湿
葉
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
智
慧
の
完
成
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
弟
子
た
ち
が
こ
の
ゴ
ー
タ
マ
仏
陀
に
対
し
て
絶
対
の
無
限
の
尊
敬
を
い
だ
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
尊
敬
は
、
神

に
対
す
る
畏
敬
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
の
偉
大
な
先
輩
先
駆
者
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
の
間
で
は
、
超
人

閾
的
な
神
、
世
界
の
創
造
老
と
し
て
の
全
智
全
能
の
神
、
人
間
を
支
配
し
罰
す
る
神
な
ど
は
、
た
と
え
そ
の
観
念
は
否
認
さ
れ
な
い
ま
で

も
、
あ
ま
り
重
き
を
な
さ
な
か
っ
た
。
仏
陀
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
偉
大
な
先
輩
で
あ
り
師
で
は
あ
っ
た
が
、
予
雷
者
的
な
権
威
者
で
も

な
く
、
奏
上
の
統
率
老
で
す
ら
な
か
っ
た
。
仏
陀
の
臨
終
に
際
し
て
、
悲
嘆
に
く
れ
た
弟
子
が
、
仏
陀
の
亡
き
あ
と
に
誰
を
師
と
し
て
仰

ぐ
べ
き
か
を
問
う
た
時
に
、
仏
陀
の
与
え
た
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
ら
を
灯
墾
と

し
膚
ら
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
、
法
を
灯
明
と
し
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
よ
」
、
あ
る
い
は
「
わ
が
亡
き
後
は
、
わ
が
説
い
た
法
と
律
と
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ん
じ
の
師
と
な
ろ
う
」
云
々
。

　
し
か
し
や
が
て
、
こ
の
仏
陀
が
超
人
化
さ
れ
神
格
化
さ
れ
て
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
二
身
説
や
三
身
説
が
組
織
づ
け
ら
れ
、
つ
い
に
は

高
度
に
有
神
論
的
な
思
想
も
形
成
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
〇

　
二
身
説
と
は
、
仏
陀
に
は
法
身
（
岱
訂
同
ヨ
卑
熱
冷
）
と
色
身
（
旨
℃
㌣
惹
饗
）
と
の
二
身
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
大
乗
経
典
で
は
そ
の

初
期
の
『
般
若
経
駈
や
『
法
華
経
隠
に
定
着
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
色
身
（
生
身
）
は
人
間
の
肉
体
の
姿
に
お
い
て
見
ら
れ
る
仏
陀
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
法
身
は
、
法
や
法
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
仏
陀
の
人
格
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
師
匠
を
失
っ
て
途
方
に
く
れ
た
弟
子

た
ち
は
、
ま
ず
仏
陀
の
教
え
を
霞
ら
確
認
し
、
そ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
仏
陀
の
こ
と
ぽ
を
編
纂
す
る
こ
と
と
し
た
。
今
や
そ
の
残

さ
れ
た
こ
と
ぽ
、
そ
の
説
か
れ
た
法
の
み
が
、
仏
陀
が
臨
終
に
教
え
た
よ
う
に
、
人
々
に
と
っ
て
の
唯
一
の
灯
鋸
な
の
で
あ
る
。
仏
陀
の

肉
体
は
滅
び
た
け
れ
ど
も
、
残
さ
れ
た
法
は
永
遠
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
い
質
す
べ
き
師
匠
は
、
そ
の
法
の
中
に
生
き
、
そ
の
法
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
師
な
の
で
あ
る
。
か
っ
て
仏
陀
は
、
「
珍
書
を
見
る
も
の
は
法
を
見
る
。
法
を
見
る
者
は
仏
を
見
る
」
と
も
語
り
、
ま
た
「
法
を
見
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
わ
れ
を
見
る
。
わ
れ
を
見
る
老
は
法
を
見
る
」
と
も
語
っ
た
o
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こ
の
よ
う
に
し
て
法
身
と
い
う
考
え
方
が
生
れ
て
来
た
。
弟
子
た
ち
の
眼
底
に
な
お
ま
ざ
ま
ざ
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
仏
陀
の
地
上
の
姿

の
他
に
、
肉
眼
で
は
見
ら
れ
な
い
永
遠
の
相
に
お
け
る
法
身
と
し
て
の
仏
陀
が
考
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
法
（
篇
ず
碧
ヨ
鋤
）
と
い
う
語
に

は
多
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
陀
の
説
い
た
教
え
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
物
を
物
た
ら
し
め
て
い
る
本
質
と
い
う
の
が
そ
の
原
義
で
あ
り
、

そ
の
意
殊
で
物
の
根
上
に
流
れ
る
法
則
で
も
あ
り
、
そ
の
長
窪
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
そ
の
法
則
の
荷
い
手
で
あ
る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の

他
に
法
と
い
え
ぽ
、
宗
教
的
な
儀
礼
も
指
し
、
宗
教
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
仏
陀
に
つ
い
て
法
そ
の
も
の
と
し
て
の
法
身
が
語
ら
れ
る
蒔
、

人
々
は
こ
れ
ら
の
諸
義
を
含
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
と
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
宗
教
的
・
倫
理
的
な
意
味
も
、
哲
学
的
・
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

上
学
的
な
意
味
も
、
兼
ね
具
わ
っ
て
い
た
。

　
後
の
進
ん
だ
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
こ
の
法
の
本
質
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
た
め
に
、
法
性
（
伽
び
餌
憎
5
P
⇔
け
似
）
と
い
う
語
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
、
法
身
は
ま
た
法
性
身
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
法
の
次
元
で
世
界
が
考
え
ら
れ
る
と
き
、
世
界
は
法
界

（
瓢
冨
H
罠
黛
。
点
叡
鐙
）
に
他
な
ら
な
い
。
法
界
と
は
世
界
の
真
の
あ
り
方
で
あ
り
、
法
性
と
も
真
如
と
も
名
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
空
性
と
も

名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
悟
り
の
領
域
と
迷
い
の
人
間
の
領
域
と
の
双
方
に
ま
た
が
っ
て
法
界
な
の
で
あ
る
が
、
仏
陀
と
は
、
そ
の
法
界

が
浄
化
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
界
が
自
己
顕
現
せ
る
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
仏
陀
の
あ
り
方
は
、
い
よ
い
よ
超
人
化
せ
ら
れ
、

い
よ
い
よ
絶
対
化
の
方
向
に
徹
底
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
に
お
け
る
仏
身
論
の
展
開
で
あ
る
。

　
し
か
し
大
粟
仏
教
で
は
、
こ
れ
ら
の
形
而
上
学
的
な
世
界
観
（
と
結
び
つ
い
た
仏
身
論
）
と
と
も
に
、
他
方
で
は
菩
薩
思
想
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
菩
薩
（
ぴ
。
鎚
ぼ
。
・
嚢
。
詳
く
鋤
）
と
は
、
さ
と
り
を
求
め
る
者
、
す
な
わ
ち
求
道
老
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
の
菩
薩
と
い
う
概
念
は
、
か
な
り
古
く
成
立
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
仏
陀
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ

と
平
行
し
て
、
発
展
し
た
概
念
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
間
の
肉
体
を
も
っ
た
ま
ま
で
、
す
な
わ
ち
悲
し
み
や
喜
び
の
煩
悩
が
あ
る

ま
ま
で
、
最
高
の
仏
陀
の
さ
と
り
が
ゴ
ー
タ
マ
に
よ
っ
て
実
現
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
偉
大
な
事
件
な
の
で
あ
り
、
人
間
の

歴
史
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
弟
子
た
ち
に
は
受
け
と
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
の
偉
大
な
結
果
が
、
僅
か
数
年

　
　
　
　
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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の
短
い
人
生
修
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
得
る
筈
は
な
い
。
心
隈
の
過
去
か
ら
の
生
れ
変
り
生
れ
変
っ
た
幾
度
か
の
人
生
に
お
い
て
、
彼

は
求
道
者
と
し
て
多
く
の
徳
を
積
み
、
最
後
に
今
園
の
人
生
に
お
い
て
、
そ
れ
が
偉
大
な
事
件
と
．
し
て
結
実
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
、
ゴ
ー
タ
マ
仏
陀
の
前
生
の
物
語
り
（
本
生
謹
、
蜜
欝
ζ
）
が
数
多
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
生
に
お
い
て
ゴ
1
タ

”、

ﾍ
、
或
い
は
兎
と
し
て
善
行
を
行
い
、
或
い
は
猿
と
し
て
、
鹿
と
し
て
、
或
い
は
富
豪
や
大
臣
や
国
王
と
し
て
、
善
を
行
な
い
徳
を
積

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
兎
や
猿
は
、
す
べ
て
求
道
者
ゴ
ー
タ
マ
そ
の
人
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
長
い
求
道
春
と
し
て
の
経
歴
が
、
最

後
に
人
間
仏
陀
を
完
成
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
求
道
者
は
、
何
も
．
コ
ー
タ
マ
一
人
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
求
道
者
は
過
去
に
も
未
来
に
も
、
ま
た
現

在
に
も
、
無
数
に
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
す
べ
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
求
道
者
で
あ
る
筈
で
あ

る
。
法
界
は
こ
の
よ
う
な
菩
薩
で
満
ち
満
ち
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
菩
薩
と
か
求
道
者
と
か
よ
ぼ
れ
る
者
の
本
質
的
な
意
味
は
何
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
は
菩
薩
の
願
と
行
と
い
う
問
題
が
浮
び

上
っ
て
来
る
。
願
と
は
す
な
わ
ち
誓
願
・
本
願
で
あ
り
、
行
と
は
そ
の
誓
願
を
実
現
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
な
行
で
あ
る
。
こ
の

願
も
行
も
、
個
々
の
求
道
看
の
あ
り
方
に
応
じ
て
、
種
々
で
あ
り
う
る
。
ゴ
1
タ
”
、
の
場
合
も
、
そ
の
願
い
は
特
殊
に
歴
史
的
な
綱
的
を

う
け
、
彼
の
前
生
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
今
生
に
お
け
る
徳
行
や
修
行
も
、
種
々
で
あ
り
個
別
的
で
あ
る
。
し
か
し
～
般
的
に
い
う
な
ら

ぽ
、
菩
薩
の
誓
願
は
生
き
と
し
生
け
る
者
の
救
い
と
解
脱
と
を
璽
標
と
す
る
。
そ
れ
は
深
い
愛
・
慈
悲
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実

現
の
た
め
に
は
正
し
い
智
慧
と
た
ゆ
み
な
い
行
と
が
要
求
さ
れ
る
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
菩
薩
が
無
数
に
誕
生
し
た
。

慈
悲
が
特
に
強
調
さ
れ
人
格
化
さ
れ
た
菩
薩
が
観
世
音
で
あ
り
、
そ
の
行
は
普
賢
菩
薩
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
そ
の
智
慧
は
文
殊
菩
薩
に

よ
っ
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。

　
菩
薩
の
こ
の
よ
う
な
経
歴
が
最
も
典
型
的
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
『
華
厳
経
』
で
あ
り
、
特
に
ま
た
『
大
無
量
寿
経
』
な
ど

の
浄
土
経
典
で
あ
ろ
う
。
　
『
大
無
量
壽
経
』
で
は
、
怯
蔵
菩
薩
は
四
十
八
の
本
願
を
立
て
、
長
い
閥
の
修
行
に
よ
っ
て
そ
れ
が
完
成
し
、
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陽
弥
陀
仏
と
名
づ
け
る
仏
陀
と
な
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
晦
弥
陀
と
は
、
無
限
の
智
慧
と
無
限
の
慈
悲
と
を
意
味
す
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
報
身
仏
の
名
を
以
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
先
の
法
身
や
色
身
と
は
別
に
、
第

三
に
報
身
の
概
念
が
登
場
す
る
。
報
身
と
は
、
右
に
述
べ
た
願
と
行
と
が
完
成
し
て
、
願
と
行
と
に
報
い
た
結
果
と
し
て
の
仏
身
の
謂
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
報
身
は
、
阿
弥
陀
仏
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
願
と
行
と
の
成
就
に
よ
っ
て
仏
陀
と
な
る
こ
と
が
、

も
の
の
道
理
、
普
遍
的
な
大
道
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
仏
陀
は
報
身
仏
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
菩
薩
思
想
と

い
う
も
の
は
、
必
然
約
に
報
身
と
し
て
の
仏
陀
の
あ
り
方
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
後
世
の
三
身
説
の
素
材
と
な
る
も
の
が
、
膿
揃
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
三
身
と
は
法
身
と
色
身
と
第
三
に
報
身
と

　
　
　
　
（
6
）

の
三
身
で
あ
る
。
大
乗
の
初
期
の
経
典
で
あ
る
『
般
若
湯
』
や
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
中
巣
離
学
を
展
開
し
た
竜
樹
の
頃
ま
で
は
、
仏
身
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
し
て
は
な
お
法
身
と
色
身
と
の
二
身
が
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
三
身
説
に
発
展
し
庸
7
5
成
す
る
の
は
、
無
着
や
能
面
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
鍮
血
行
学
派
、
あ
る
い
は
唯
識
学
派
、
の
哲
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
頃
ま
で
に
、
三
身
説
の
素
材
と
な
る
よ
う
な

思
想
や
信
仰
は
、
種
々
の
形
で
成
立
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
す
で
に
仏
陀
に
は
普
遍
化
の
方
向
が
与
え
ら
れ
、
釈
迦
仏
（
ゴ
ー
タ
マ
ブ

ッ
ダ
）
の
一
仏
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
も
未
来
に
も
諸
仏
が
存
在
し
、
ま
た
現
に
無
数
の
諸
仏
が
十
方
の
無
数
の
仏
国
土
に
ま
し
ま
す

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
毘
盧
含
那
、
阿
閣
、
阿
弥
陀
、
薬
師
、
そ
の
他
無
数
の
仏
名
が
考
案
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
仏
の
考
え

方
に
綜
合
的
な
ま
と
ま
り
を
与
え
、
三
身
説
を
組
織
づ
け
た
の
が
鍮
五
行
唯
識
学
派
で
あ
る
。

二

　
鍮
品
行
唯
識
学
派
で
完
成
さ
れ
た
三
身
説
で
は
、
三
身
を
順
次
に
自
性
身
、
受
用
身
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4

ら
は
よ
り
理
論
的
術
語
的
な
名
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
三
身
の
箆
一
の
自
性
身
（
。
・
〈
鋤
ぴ
濫
く
葬
卑
冨
饗
）
と
は
、
上
述
の
法
身
に
梢
吊
す
る
。

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

変
化
身
と
い
う
名
で
よ
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

三
身
は
い
ず
れ
も
、
法
界
が
φ
ら
ぎ
出
で
た
も
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六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
、
法
界
の
起
動
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
（
そ
の
意
味
で
は
す
べ
て
が
法
身
で
あ
る
）
が
、
特
に
自
性
身
は
、
法
性
・
法
界
・
真
如
あ
る

い
は
空
性
が
そ
の
ま
ま
仏
陀
の
本
性
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
自
性
身
（
国
ω
ω
雪
8
ヒ
d
。
ξ
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
◎
か
っ
て
竜
樹
が

斥
け
た
「
自
性
」
と
い
う
字
が
こ
こ
に
は
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
絶
対
と
相
即
せ
る
仏
陀
の
さ
と
り
で
あ
り
、
根
対
世
界
の
生
や
死

に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
法
界
を
自
性
と
し
て
全
世
界
に
遍
満
し
、
不
動
な
る
智
で
あ
り
、
永
遠
な
る
仏
身
で
あ
る
。

絶
頬
の
故
に
そ
れ
は
人
間
の
認
識
と
思
惟
を
超
え
、
す
な
わ
ち
不
可
知
・
不
可
視
で
あ
り
不
可
思
議
で
あ
っ
て
、
色
も
な
く
形
も
ま
し
ま

さ
ぬ
。
し
か
も
法
界
を
自
性
と
す
る
故
に
、
こ
の
自
性
身
は
次
の
受
愚
身
・
変
化
身
が
あ
る
た
め
の
根
拠
で
あ
り
根
抵
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
。
自
性
身
が
不
動
で
あ
り
、
不
可
視
で
あ
り
、
根
概
で
あ
る
に
対
し
て
、
受
用
身
と
変
化
身
と
は
動
く
も
の
、
変
る
も
の
、
可
視
的

な
も
の
で
あ
り
、
自
性
身
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
第
二
の
受
用
身
（
。
。
鋤
ヨ
び
げ
。
び
q
評
？
冨
巻
）
と
は
上
述
の
報
身
の
こ
と
で
あ
る
。
受
用
（
ω
⇔
ヨ
霞
。
σ
q
帥
）
と
は
、
享
受
の
蕊
。
楼
難
Φ
簿
の
意

で
あ
り
、
願
と
行
と
の
結
果
と
し
て
、
清
浄
国
土
と
法
と
を
享
受
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
霞
者
清
浄
国
土
の
享
受
か
ら
、
報
身

仏
が
浄
土
教
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
法
の
享
受
は
、
受
用
身
に
と
っ
て
さ
ら
に
大
き
な
特
徳
で
あ
る
。
仏
伝
で
は
ゴ

！
タ
マ
ブ
ッ
ダ
が
菩
提
樹
の
下
で
さ
と
り
を
開
い
た
と
き
、
そ
の
後
の
数
週
間
は
、
自
ら
悟
っ
た
法
を
く
り
返
し
か
み
し
め
味
つ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
自
受
用
法
楽
」
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
つ
い
に
悟
り
に
到
達
し
た
仏
陀
が
、
今
し
が
た
登
っ
て
来
た
苦
難
の
道

の
り
の
縛
余
繭
折
を
山
頂
に
立
っ
て
ふ
り
返
る
と
い
う
よ
う
な
趣
き
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
受
用
は
、
や
が
て
「
他
受
用
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
ざ

発
展
す
る
。
自
ら
の
法
楽
を
他
に
わ
か
ち
他
に
説
法
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
受
用
身
は
、
説
法
の
露
座
－
法
を
聞
こ

う
と
し
て
大
勢
の
者
が
集
っ
て
い
る
集
会
一
に
於
い
て
見
ら
れ
る
仏
身
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
仏
身
は
、
脂
薬
が
理
智
的
に
（
ま

た
情
緒
的
に
も
）
こ
れ
を
理
解
し
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
可
視
的
な
仏
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
第
三
の
変
化
身
（
欝
署
語
罪
種
搾
卑
冨
醤
）
は
、
同
じ
く
可
視
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
し
く
人
証
的
肉
体
的
な
存
在
と
し
て
の
色

身
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
釈
迦
牟
尼
仏
の
場
合
が
そ
の
適
例
で
あ
っ
て
、
摩
耶
夫
人
の
胎
内
か
ら
生
れ
、
人
聞
の
悩
み
を
持
ち
、
物
理
的
な
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生
と
死
と
の
法
鋼
に
随
う
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
の
上
に
現
わ
れ
た
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
仏
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
変
化

身
と
よ
ぼ
れ
る
所
以
は
、
法
界
が
自
ら
を
限
定
し
て
照
り
の
姿
を
と
り
（
化
作
）
、
人
間
駒
肉
体
の
所
有
者
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
身
と
し
て
は
、
ゴ
ー
タ
マ
ブ
ッ
ダ
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
兎
や
猿
や
化
作
（
三
圏
巨
＄
）
の
存
在
の
場
合
を
も
含

ま
せ
て
考
え
る
考
え
方
も
あ
る
。
前
者
ゴ
ー
タ
マ
の
場
合
は
、
そ
れ
が
仏
陀
で
あ
る
こ
と
が
誰
の
限
に
も
明
瞭
で
あ
る
が
、
後
者
の
兎
や

猿
な
ど
は
、
そ
れ
が
仏
陀
の
前
生
な
の
か
、
菩
薩
で
あ
る
の
か
、
直
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
三
身
に
お
い
て
、
自
性
身
・
法
身
は
上
述
の
如
く
他
の
二
身
の
根
拠
と
は
な
る
が
、
そ
れ
自
ら
は
原
理
的
・
抽
象
的
で

あ
り
、
限
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
受
用
身
と
変
化
身
と
は
、
具
象
的
可
視
的
で
あ
り
、
現
象
の
世
界
に
属
す
る
色
身

で
あ
る
。
し
か
し
間
じ
く
色
身
で
は
あ
る
が
、
受
用
身
と
変
化
身
と
の
間
に
は
な
お
種
々
の
区
別
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
変
化
身
は
、
弟
子
た
ち
が
親
し
く
そ
の
教
え
を
聞
く
こ
と
の
で
き
た
仏
陀
で
あ
る
の
に
紺
し
て
、
受
用
身
は
仏
国
土
に
お
い
て

菩
薩
に
の
み
見
ら
れ
る
仏
身
で
あ
っ
て
、
凡
夫
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
受
用
身
は
何
よ
り
も
法
を
享
受
す
る
も
の
で
あ
り
、

菩
薩
の
集
り
に
お
い
て
説
法
す
る
仏
陀
で
あ
る
と
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
点
を
徹
底
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
大
乗
的
な
三
身
説
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

釈
迦
仏
が
種
々
に
説
法
し
た
こ
と
も
、
受
用
身
と
い
う
資
格
に
お
い
て
行
っ
た
、
と
理
解
す
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い

　
ま
た
仏
身
に
は
三
十
二
相
と
い
う
偉
人
と
し
て
の
身
体
的
特
徴
が
あ
る
と
い
う
の
が
有
名
で
あ
る
。
三
十
二
桐
と
は
、
頭
の
上
に
肉
鞍

が
あ
る
こ
と
や
、
眉
間
に
白
毫
が
あ
る
こ
と
や
、
手
に
指
縷
の
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
仏
像
の
作
者
た
ち
は
、
つ
と
め
て
こ
れ
ら
の
相

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
中
に
は
、
概
念
的
で
視
覚
化
し
え
な
い
も
の
、
彫
刻
や
絵
颪
に
は
到
底
表
現
し
え
な
い
抽
象
的
な

も
の
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
Q
と
こ
ろ
で
後
世
の
三
身
説
で
は
、
こ
れ
ら
の
男
好
を
た
だ
受
用
身
に
つ
い
て
の
み
語
り
、
変
化
身
に
つ
い

て
は
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
か
っ
て
ア
シ
タ
仙
人
が
、
生
れ
た
ぽ
か
り
の
嬰
児
の
、
コ
：
タ
マ
を
見
、
そ
の
相
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

占
っ
て
涙
を
流
し
た
と
い
う
物
語
り
は
、
彼
は
肉
身
で
は
な
く
、
実
は
受
用
身
を
見
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
仏
の
行
為
と
し
て
も
、
受
用
身
の
そ
れ
は
堅
固
で
あ
り
破
壊
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
変
化
身
の
そ
れ
は
一
時
的
で

　
　
　
　
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

あ
り
、
堅
固
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
せ
る
な
ら
ぽ
、
ゴ
1
タ
マ
ブ
ッ
ダ
の
中
に
発
見
さ
れ
た
超
人
的
な
要
素
、
そ
れ
が
す
べ
て
受
用
身
を
形
成
す
る

要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
変
化
身
に
比
し
て
、
受
用
身
に
は
よ
り
高
度
な
普
遍
性
や
神
約
性
格
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
受
用
身
は
人
間
に
と
っ
て
超
越
約
で
あ
る
Q
こ
の
受
用
身
が
、
ま
た
報
身
の
あ
り
か
た
と
も
結
び
つ
く
。

ゴ
ー
タ
マ
ブ
ッ
ダ
の
今
生
の
八
十
年
の
生
を
越
え
て
、
過
去
の
生
に
お
け
る
無
限
の
徳
行
の
積
み
重
ね
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
モ
デ
ル
と

な
っ
て
願
と
行
と
の
完
成
と
し
て
の
報
身
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
人
閥
と
し
て
の
仏
陀
を
越
え
、
歴
史
性
を
超
え
た
普
遍
的
な
仏
陀
な

の
で
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
報
身
の
超
越
性
も
、
そ
れ
が
薩
ち
に
法
身
あ
る
い
は
自
性
身
の
超
越
性
と
嗣
一
視
せ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
三
身

説
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
自
性
身
が
全
く
抽
象
的
原
理
的
で
あ
り
、
絶
簿
不
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
受
用
身
は
何
よ
り
も
法
の
享
受
者

な
の
で
あ
る
。
自
性
身
は
、
法
を
本
質
と
す
る
法
身
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
法
の
享
受
と
い
う
こ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
不
動
な
る
自

性
身
に
は
、
享
受
と
い
う
動
は
あ
り
え
な
い
Q
法
の
享
受
が
あ
る
た
め
に
は
、
自
性
身
は
そ
の
絶
鰐
の
座
を
一
歩
下
っ
て
、
呉
象
的
糧
対

的
と
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
空
性
で
あ
り
法
界
で
あ
る
よ
う
な
座
か
ら
下
り
て
、
浄
土
が
そ
こ
に
現
成
し
、
願
と
行
と
を
伴
い
、
そ

れ
ら
を
原
因
と
し
て
仏
陀
が
結
果
す
る
と
い
う
、
報
身
の
姿
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
安
慧
は
、
「
自
性
身
が
さ
と
り
を
開
く
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

う
な
あ
り
方
、
そ
れ
が
受
用
身
で
あ
る
」
と
さ
え
説
い
て
い
る
。
自
性
身
が
さ
と
り
を
開
い
た
り
法
を
享
受
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
悟
り
そ
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
本
覚
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
膚
寒
毎
が
本
覚
で
あ
る
の
に
対
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

受
用
身
は
い
わ
ぽ
始
覚
で
あ
る
。
入
間
に
と
っ
て
の
救
い
は
、
こ
の
よ
う
な
受
用
身
に
お
い
て
成
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
自
性
身
に
お
い
て

で
は
な
い
。
自
性
身
の
具
象
化
と
し
て
の
受
用
身
は
、
ま
た
等
流
身
と
も
よ
ば
れ
る
。
等
流
と
は
流
出
す
る
こ
と
の
意
味
で
、
法
界
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

流
れ
出
で
、
大
悲
を
契
機
と
し
て
流
れ
嵐
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
悲
が
結
晶
し
て
説
法
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
法
界

が
欝
己
を
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
受
用
身
は
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
成
立
つ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
人
間
仏
・
変
化
身
を
超
越
す

る
方
向
が
あ
り
、
他
方
で
は
絶
対
で
あ
る
自
性
身
の
具
象
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
受
用
身
は
、
超
越
的
で
あ
る
と
共
に
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

的
、
歴
史
的
で
あ
る
と
共
に
超
歴
史
的
と
い
う
二
重
の
性
格
を
荷
う
こ
と
と
な
る
。
歴
史
的
仏
陀
と
超
歴
史
的
仏
陀
と
が
紺
比
せ
ら
れ
る

と
き
、
そ
れ
は
色
身
と
法
身
と
の
二
身
論
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
受
用
身
は
、
歴
史
的
仏
陀
に
範

を
と
り
な
が
ら
、
絶
対
の
法
性
が
時
閥
的
空
蝉
的
に
具
現
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
報
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
物
語
り
は
、
歴
史
の
前

段
階
と
し
て
の
御
語
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
神
話
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
歴
史
が
超
歴
史
と
交
絡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
れ
た
も
の
で
あ

る
。
三
十
二
棺
が
受
用
身
に
帰
せ
ら
れ
た
り
、
浄
土
と
し
て
の
仏
国
土
が
も
っ
ぱ
ら
受
用
身
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
受
用
身
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
な
受
用
身
の
二
重
性
は
、
自
利
と
利
他
と
い
う
点
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
マ
ブ
ッ
ダ
の
行
為
は
、
そ
の
前
生
に
お
い
て

も
今
生
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
利
他
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
す
れ
ば
、
受
用
身
は
隠
事
的
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
完
成
」
（
あ
る
い

は
仏
法
の
完
成
げ
＆
穿
銭
び
賢
主
卑
冨
誌
℃
跨
効
）
と
し
て
、
仏
陀
の
諸
極
の
徳
の
完
成
者
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
自
性
身
は
さ
ら

に
微
底
し
て
自
利
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
す
れ
ば
、
受
用
身
の
法
の
享
受
と
い
う
こ
と
は
、
利
他
行
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
受
用
身
は
こ
の
よ
う
な
二
重
の
性
格
に
よ
っ
て
、
自
性
身
と
変
化
身
と
の
閾
に
あ
り
、
そ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
否
、

む
し
ろ
、
受
絹
身
は
三
身
説
の
中
勲
を
な
す
も
の
、
特
に
救
済
論
的
に
枢
軸
的
な
位
鶯
を
占
め
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
受
用
身
こ
そ

は
、
真
に
仏
身
と
称
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
自
性
身
と
変
化
身
と
の
両
者
は
今
や
不
要
と
な
り
、

受
用
身
の
一
身
の
み
で
十
分
な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
特

に
宗
教
的
な
要
請
に
お
い
て
、
こ
の
立
場
は
支
持
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仏
身
論
の
特
色
は
、
あ
く
ま
で
三
身
の
鼎
立
を
維

持
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
根
本
的
に
一
身
説
と
も
二
身
説
と
も
異
っ
た
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
素
朴
な
～
身
説
に
お
い
て
は
、
ゴ
ー
タ
マ
一
仏
の
み
が
あ
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
法
身
が
発
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
身
説
が

187

仏
身
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を
め
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り
て
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成
立
す
る
。
こ
の
段
階
の
法
身
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ゴ
！
タ
マ
の
法
身
な
の
で
あ
っ
て
、
な
お
普
遍
的
な
意
味
は
も
っ
て
い
な
い
。
歴

史
的
仏
陀
は
色
身
と
し
て
実
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
法
身
は
、
い
わ
ぽ
低
度
の
実
在
性
し
か
持
た
な
い
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。

之
に
反
し
て
、
こ
の
抽
象
的
な
法
身
こ
そ
、
逆
に
真
の
実
在
と
し
て
考
え
ら
れ
た
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
の
段
階
で
は
、
色
身
の
実
在

と
法
身
の
実
在
と
、
こ
の
二
つ
の
実
在
を
調
和
す
る
も
の
が
な
い
Q
受
用
身
は
、
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
て

来
た
。
三
身
説
に
お
い
て
は
、
法
身
の
み
が
自
性
身
の
名
の
も
と
に
真
に
実
在
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
の
み
が
あ
ら
ゆ
る
仏
身
の
普

遍
的
な
根
抵
で
あ
り
凍
理
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
時
間
的
歴
史
的
な
実
在
で
あ
っ
た
色
身
は
、
変
化
身
の
名
の
も
と
に
真
実
在
の

影
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
仮
り
の
顕
現
と
し
て
重
き
が
お
か
れ
な
く
な
る
。
い
わ
ば
歴
史
性
が
幻
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
受
用
身
は
、
真
実
在
で
あ
り
な
が
ら
仮
り
の
意
味
を
荷
い
、
歴
史
を
超
え
な
が
ら
歴
史
性
を
恢
復
す
る
。
こ
の
受
用
身
の
誕
生
に
よ
っ

て
、
仏
身
論
は
三
身
説
と
し
て
完
成
の
域
に
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
仏
陀
の
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
属
性
や
徳
も
ま
た
、
こ
の
三
身
の
組
織
に
お
い
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
そ
め
一
々
を
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
仏
陀
の
智
は
特
に
自
性
身
の
属
性
と
し
て
考
え
ら
れ
、
仏
陀
の
意
志
は
特
に
受
用
身
に
お
い
て
、
ま
た
仏
陀
の

行
為
（
二
業
）
は
特
に
変
化
身
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
圃
時
に
、
三
身
は
相
互
に
独
立
の
存
在
で
は
な
く
、
根
拠
と

根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
関
係
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
徳
欝
も
ま
た
互
い
に
流
用
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
岡
様
に
ま
た
、
仏

陀
は
唯
一
仏
と
い
う
べ
き
か
、
諸
仏
で
あ
り
多
仏
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
如
何
な
る
意
味
で
仏
陀
は
永
遠
・
常
住
と
い
わ
れ
う
る
の
か
、

等
々
の
問
題
の
解
明
も
三
身
の
緯
織
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
は
こ
こ
で
は
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
要
す
る
に

単
な
る
二
身
説
を
以
て
し
て
は
、
十
分
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
き
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
仏
身
論
と
し
て
は
、
三
身
の
鼎
立
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

理
論
と
し
て
の
充
全
的
な
完
成
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
二
身
説
で
は
恐
ら
く
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
四
身
説
等
そ
の
他
の
多
重
を
考
え
る

こ
と
も
、
原
理
的
に
は
不
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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三

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
三
身
の
構
造
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
の
考
え
方
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え

ば
ク
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
は
、
自
性
・
受
用
・
変
化
の
三
身
を
、
順
次
に
キ
リ
ス
ト
教
の
父
な
る
神
、
栄
光
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
、
お
よ
び
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
見
え
る
イ
エ
ス
と
に
相
当
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
上
述
の
よ
う
な
報
身
の
願
と
行
と
に
報
い
た
あ
り
方
は
、
特
に
仏
教
的
で
あ

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
え
方
と
は
か
な
り
距
離
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
、
同
じ
著
者
が
．
述
べ
る
と

こ
ろ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
の
神
観
と
の
対
比
に
、
よ
り
親
し
い
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
仏
の
三

身
は
バ
ラ
モ
ン
的
神
学
に
お
い
て
は
、
原
理
と
し
て
の
ブ
ラ
フ
マ
ソ
（
中
性
）
と
、
具
体
的
な
神
と
し
て
の
イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
（
霞
在
神
、

す
な
わ
ち
シ
ヴ
ァ
神
）
と
、
種
々
な
る
権
化
（
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
権
化
¢
。
〈
p
鐡
鑓
な
ど
）
と
に
根
当
す
る
と
い
う
。
ブ
ラ
フ
マ
ソ
が
神
格

化
さ
れ
て
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
（
梵
天
）
と
な
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
者
は
い
わ
ゆ
る
霞
甲
ヨ
淫
婦
の
三
神
組
織
を
形
成
す
る
。

　
チ
ャ
ッ
テ
ル
ジ
ー
も
ま
た
、
特
に
三
身
の
中
の
受
用
身
こ
そ
は
ま
さ
し
く
神
の
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、

仏
陀
と
イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
（
自
在
神
）
と
の
間
の
重
要
な
差
異
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
霞
在
神
は
ブ
ラ
フ
マ
ソ
と
い
う
原
理
と
は

異
っ
て
現
象
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
上
か
ら
働
き
か
け
る
神
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
陀
は
、
も
と
も
と
歴
史
上
の
人
間

と
し
て
生
れ
、
真
理
へ
の
修
練
が
下
か
ら
積
み
上
げ
ら
れ
、
真
理
が
人
聞
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
人
格
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
、
現
象
界
に
お
け
る
理
想
と
し
て
す
べ
て
の
人
間
の
成
仏
が
究
極
目
標
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ヒ
ソ
ド
ゥ
の
磨
懸
濁
は
、
宇
宙
的
な

行
為
に
参
加
す
る
。
彼
は
宇
宙
の
創
造
者
で
あ
り
、
保
持
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
破
壊
者
で
も
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
仏
教
は
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

う
な
神
の
存
在
を
否
定
し
、
仏
陀
は
宇
宙
の
動
き
に
介
入
ぜ
ず
、
た
だ
精
神
的
な
師
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

　
チ
ャ
ッ
テ
ル
ジ
ー
の
以
上
の
よ
う
な
考
え
は
、
全
薗
的
に
之
を
う
け
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
更
に
少
し
く
補
足
す
る
こ
と
も
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
人
格
神
と
い
う
よ
う
な
語
を
も
し
仏
教
に
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
最
も
近
い
も
の
は
、
チ
ャ
ッ
テ
ル
ジ
ー
の
い
う

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

一
一
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よ
う
に
受
用
身
・
報
身
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
仏
身
の
身
と
い
う
語
は
、
ま
さ
に
「
人
格
」
に
相
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
自
性
身
・
法
身
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
理
解
の
し
方
に
も
よ
る
が
、
全
く
人
格
的
な
意
味
は
な
い
Q
自
性
身
は
法

と
か
法
性
と
か
を
、
そ
の
ま
ま
仏
身
・
正
格
と
し
て
考
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
そ
の
法
性
や
法
界
は
、
直
ち
に
空
性
と
し
て
絶

対
否
定
に
お
い
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
、
こ
こ
に
仏
教
的
な
仏
身
論
の
特
色
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。
仏
陀
は
そ
の
自
性
身
や
法
界
と
と

も
に
、
積
極
的
な
有
な
の
で
は
な
く
、
有
と
非
有
と
を
越
え
て
空
性
で
あ
る
。

　
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
丸
葉
に
貧
す
る
考
え
方
と
し
て
、
蒋
に
不
住
浬
繋
（
従
っ
て
ま
た
不
佐
生
死
）
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

渥
禦
（
巳
塁
習
9
。
）
は
、
修
行
者
・
声
聞
た
ち
の
究
極
の
受
勲
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
滅
と
漢
訳
さ
れ
て
右
の
空
性
と
も
つ
な
が
り
、
絶
対
の

寂
静
と
し
て
の
彼
岸
の
境
地
で
あ
る
。
し
か
し
大
乗
仏
教
は
、
あ
え
て
そ
の
絶
対
的
超
越
的
な
彼
岸
に
と
ど
ま
ろ
う
と
せ
ず
、
あ
く
ま
で

輪
廻
の
世
界
に
身
を
お
い
て
浬
繋
に
は
入
ら
な
い
と
い
う
浬
禦
、
す
な
わ
ち
「
不
住
野
荒
砿
（
⇔
暇
舞
鍵
無
蹴
卑
艮
H
く
鋤
萄
）
を
理
想
と
し
た
。

三
身
説
の
言
成
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
精
神
に
そ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
膚
性
身
は
そ
れ
が
智
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
不
住
生
死
」
で
あ
り
、
煩
悩
障
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
解
脱
身
に
馨
し
く
、
絶
対
の
馬
繋
に
網
野
す
る
。
し
か
し
他
流
、
法
身

が
不
断
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
は
た
ら
き
は
「
減
篇
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
そ
の
浬
繋
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

く
、
慈
悲
の
故
に
受
幣
身
・
変
化
身
と
し
て
現
象
的
な
此
岸
の
盤
界
に
た
ち
還
っ
て
来
る
。

　
こ
れ
と
平
行
し
て
、
菩
薩
の
「
故
意
受
生
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
故
意
に
、
わ
ざ
と
、
こ
と
さ
ら
に
慮
ら
の
意
志
を
以
て
進
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

で
苦
悩
の
存
在
に
生
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
菩
薩
と
し
て
の
存
在
に
は
、
物
理
的
な
、
あ
る
い
は
輪
廻
的
な
業
の
結
果
で
は
な
く
、
自

ら
の
意
志
を
以
て
故
意
に
煩
悩
を
保
留
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
輪
廻
の
世
界
に
姿
を
現
わ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
力
が
あ
る

こ
と
は
、
恐
ら
く
も
と
そ
れ
が
欝
性
身
の
空
性
に
依
る
か
ら
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
生
を
散
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
輪
廻
の
中

の
衆
生
に
鮒
す
る
慈
悲
（
そ
の
意
味
で
の
煩
悩
）
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
、
神
と
し
て
の
属
性
を
捨
て
玄

っ
て
（
犀
φ
昌
。
ω
凶
ω
）
、
人
の
子
と
し
て
歴
史
の
上
に
生
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
類
似
し
た
考
え
方
が
、
仏
教
で
は
ゴ
ー
タ
マ
ブ
ッ



ダ
の
存
在
に
隈
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
広
く
菩
薩
の
あ
り
方
と
し
て
普
遍
化
さ
れ
て
い
る
。

　
大
粟
仏
教
の
右
の
よ
う
な
思
想
を
背
景
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
根
拠
を
与
え
る
意
味
を
も
っ
て
、
三
身
説
は
一
つ
の
体
系
と
し
て
展
開
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
や
、
ヒ
ン
ド
ゥ
の
三
神
組
織
な
ど
と
も
、
か
な
り
の
相
違
を
示
す
も
の
と

い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
そ
の
後
、
仏
身
論
は
さ
ら
に
発
展
し
て
、
四
身
説
そ
の
他
と
し
て
も
説
か
れ
た
。
例
え
ば
浄
彫
寺
の
慧
遠
は
、
『
携

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

伽
経
』
に
如
々
仏
・
智
慧
仏
・
功
徳
仏
・
応
化
仏
の
四
仏
が
数
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
『
仏
地
経
論
』
や
『
成
唯
識
論
』
等
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

受
用
身
を
自
受
用
・
他
受
用
の
二
身
に
分
け
て
四
身
説
を
説
く
の
が
著
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
現
説
荘
厳
論
釈
』
で
は
、
三
身
の
他
に
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

二
に
智
法
身
が
あ
げ
ら
れ
て
四
身
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
解
脱
身
、
等
流
身
、
黒
熱
身
な
ど
の
諸
種
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
種
々
の
仏
身
論
が
構
成
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
教
理
的
に
も
思
想
史
的
に
も
、
特
需
あ
る
展
開
を
示
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
上
に
も
述
べ
た
如
く
、
仏
身
論
と
し
で
の
基
本
的
な
原
理
は
三
身
説
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、

三
身
説
は
一
応
完
成
し
た
仏
身
論
と
見
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
が
尽
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
Q
仏
陀
の
あ
り
方
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
徳
や
は
た
ら
ぎ
は
、
こ
の
三
身

説
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
位
農
づ
け
は
せ
ら
れ
た
Q
し
か
し
人
間
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
が
、
如
何
に
し
て
神
に
も
等
し
い
徳
性
を
具
え
た
仏
陀

と
な
り
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
は
殆
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
果
し
て
相
対
の
世
界
か
ら
絶
対
の
世
界
へ
の
飛
躍
は
、
如
何
に

し
て
可
能
な
の
か
。
弟
子
た
ち
が
考
え
た
よ
う
に
、
ゴ
ー
タ
マ
は
特
別
な
人
聞
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
過
去
に
積
み
重
ね
た
無
限
の
徳
行
に

よ
っ
て
、
仏
陀
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
は
入
間
で
は
な
く
本
来
神
的
な
存
在
で

あ
っ
た
と
い
う
だ
け
と
な
り
、
か
つ
そ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
の
唯
一
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
十
方
の
諸
仏
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
殊
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
成
仏
が
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
凡
夫
か
ら
仏
陀
へ
と
い
う
こ

と
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ユ91

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

ご
二
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四

　
こ
の
衆
生
の
成
仏
の
可
能
性
の
問
題
は
、
お
よ
そ
二
つ
の
面
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
あ
ら
ゆ
る

衆
生
が
仏
性
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
一
悉
有
仏
性
説
、
あ
る
い
は
如
来
蔵
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
…
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
神
島

と
い
う
概
念
の
導
入
で
あ
る
。
そ
の
後
者
か
ら
考
え
て
見
よ
う
Q

　
転
依
（
画
学
饗
、
鵠
感
く
慧
ぼ
）
と
い
う
概
念
は
、
こ
れ
ま
た
三
身
説
を
完
成
し
た
喩
言
行
唯
識
学
派
が
多
く
用
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
転

依
と
は
、
文
字
の
示
す
如
く
に
、
依
り
所
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
転
介
し
て
別
な
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
己
の
立
っ
て
い
る
地

盤
そ
の
も
の
が
ひ
つ
く
り
返
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
世
界
が
開
け
、
新
た
な
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
膚

己
の
立
つ
地
盤
が
根
馬
頭
に
問
わ
れ
疑
わ
れ
、
従
っ
て
自
己
の
地
盤
が
崩
れ
去
り
消
滅
す
る
と
い
う
不
安
、
自
己
の
死
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

し
か
し
そ
の
死
を
通
じ
て
、
新
た
な
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
じ
地
盤
的
構
造
が
伝
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
単
に
自
己
の
一
部
分
で
あ
る
心
が
変
革
し
た
り
身
体
が
変
革
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
自
己
が
消
滅
し
て
無

と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
も
な
く
、
全
存
在
が
転
換
し
転
質
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
問
の
構
造
と
し
て
の
あ
り
方
に
お
い
て
、

磁
場
の
流
れ
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
磁
場
が
今
ま
で
と
は
逆
の
方
向
に
流
れ
る
こ
と
が
転
依
で
あ
る
。
こ

の
磁
場
が
、
人
間
の
行
為
を
規
定
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
人
閾
に
お
け
る
浄
化
と
い
う
こ
と
も
、
何
か
汚
れ
た
物
を
取
り
除
く
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
入
閥
の
機
構
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
磁
場
の
流
れ
が
、
そ
の
構
造
は
同
じ
ま
ま
で
、
逆
流
転
換
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
恰
か
も
ネ
ガ
の
フ
ィ
ル
ム
が
、
光
線
の
当
て
方
に
よ
っ
て
は
ポ
ジ
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
光
が
組
織
の
す
べ
て
に
浸
透
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
別
の
風
光
の
も
と
に
照
ら
し
出
さ
れ
、
暗
黒
だ
っ
た
同
じ
存
在
が
光
り
か
が
や
く
も
の
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
転
依
の
思
想
は
、
こ
の
門
止
行
学
派
で
は
、
そ
の
学
派
に
特
有
な
三
性
説
の
理
論
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
。
三
性
説
と
は
、
世
界

の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
三
り
の
側
面
、
す
な
わ
ち
依
他
起
性
（
他
に
依
り
相
対
的
で
あ
る
こ
と
。
先
の
磁
場
は
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
）
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を
軸
と
し
て
、
遍
計
所
執
性
（
妄
想
さ
れ
た
あ
り
方
）
と
円
成
実
性
（
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
）
の
三
聖
に
よ
っ
て
、
世
界
の
構
造
を
考
え

る
も
の
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
転
依
と
は
、
下
穿
性
と
し
て
の
依
他
起
性
の
場
に
お
い
て
、
煩

悩
に
汚
染
さ
れ
た
状
態
、
す
な
わ
ち
遍
計
所
執
の
世
界
が
、
清
浄
な
状
態
す
な
わ
ち
円
成
実
性
の
世
界
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
い
う
。
し

か
も
そ
の
転
換
が
可
能
と
な
る
原
理
は
、
も
と
も
と
依
他
起
性
と
い
う
世
界
の
縁
起
的
構
造
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
転
換
し
て
汚
染
の
状

態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
い
わ
ぽ
ポ
ジ
が
ネ
ガ
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
今
ま
で
自
分
が
そ
の
上
に
立
っ
て
確
固
な

も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
地
盤
が
、
実
は
汚
染
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
基
盤
的
に
罪
と
か
根
本
悪
と
か
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
自
覚
せ
ら
れ
、
こ
の
自
覚
を
通
し
て
今
ま
で
の
基
盤
が
転
換
し
浄
化
さ
れ
る
。

　
そ
の
場
合
、
説
明
の
し
か
た
は
種
々
異
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
転
依
の
結
果
と
し
て
仏
身
は
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
阿
頼
耶
識
等
の
八
つ
の
識
（
そ
れ
は
本
来
、
依
他
起
的
な
あ
り
方
で
あ
る
）
が
転
細
し
て
四
種
の
仏
陀
の
智
が
成
り
立
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

（
転
識
得
智
）
、
そ
の
仏
智
こ
そ
は
三
身
の
本
質
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
転
依
と
は
、
入
間
的
な
あ
り
方
、
人
間

的
な
地
盤
そ
の
も
の
が
転
回
し
て
、
仏
陀
と
い
う
地
盤
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
転
回
の
方
向
は
、

向
上
的
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
と
は
逆
に
、
向
下
的
な
方
向
に
あ
る
の
が
、
如
来
蔵
思
想
、
悉
有
仏
性
の
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
閥
の
心
は
本
質
的
に
如

来
に
等
し
く
、
法
界
に
等
し
く
、
法
身
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
強
く
主
張
せ
ら
れ
る
。
人
間
は
苦
悩
の
世
界
に
沈
令
し
、
仏
陀
の
世
界
と

は
は
る
か
に
距
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
心
は
本
質
的
に
は
透
明
に
光
り
輝
く
も
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
外
部
的
な
爽
雑
物
に

よ
っ
て
覆
い
か
く
さ
れ
、
そ
の
光
を
失
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
爽
雑
物
が
と
り
除
か
れ
て
、
真
の
心
、
す
な
わ
ち
仏
性
が
顕
わ
と

な
っ
て
来
る
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
転
依
で
あ
る
。
衆
生
も
ま
た
、
真
如
と
か
空
性
と
か
い
わ
れ
る
絶
対
の
世
界
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

衆
生
が
法
界
か
ら
外
へ
由
れ
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恰
か
も
虚
空
を
鳥
が
飛
び
ま
わ
る
よ
う
に
、
入
間
は
仏
性
の
中
に
生
き
て
い
る
。

恰
か
も
虚
空
が
あ
ら
ゆ
る
物
に
遍
満
し
て
い
る
よ
う
に
、
仏
性
も
ま
た
衆
生
に
遍
満
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
性
を
内
に
秘
め
て
い
る

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

一
五
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か
ら
こ
そ
、
衆
生
は
仏
陀
の
種
四
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
如
来
蔵
（
§
冨
σ
q
象
卑
ぴ
q
鍵
げ
訂
）
で
あ
る
と
い

う
。
如
来
蔵
と
は
、
後
世
種
々
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
が
、
如
来
を
そ
の
中
に
懐
胎
し
、
そ
れ
を
育
生
し
産
み
出
す
母
胎
、
と
い
う
の
が
そ

の
原
義
で
あ
ろ
う
。
衆
生
が
如
来
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
の
焦
性
（
σ
q
o
霞
ゆ
）
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
本
来
的
に
仏
の
家
系

に
属
し
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
仏
の
本
質
、
す
な
わ
ち
仏
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
仏
性
思
想
・
如
来
蔵
思
想
は
、
イ
ン
ド
仏
教
の
上
で
は
唯
識
思
想
と
並
行
し
て
か
な
り
早
く
現
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
凡
夫
・
衆
生
の
中
に
仏
性
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
大
き
な
前
進
を
と
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
時
代
を
降
る
に
つ
れ
て

こ
の
思
想
が
仏
教
の
中
で
占
め
る
比
重
は
漸
次
大
き
く
な
り
、
殊
に
中
国
仏
教
や
醸
本
仏
教
で
は
、
こ
れ
が
中
心
的
根
幹
的
な
思
想
と
な

っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
も
こ
の
点
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
こ
の
思
想
は
末
期
の
イ
ン
ド

の
仏
教
者
の
考
え
方
に
お
け
る
一
つ
の
核
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
仏
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
に
し
て
凡
夫
が
仏
と
成
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
可
能
性
の

問
題
に
対
し
て
は
、
一
応
の
答
え
が
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
嗣
時
に
そ
こ
に
は
、
種
々
の
難
点
も
新
た
に
生
じ
た
。
す
な

わ
ち
、
す
で
に
衆
生
が
法
身
に
等
し
い
仏
性
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
に
衆
生
は
な
お
輪
廻
の
淵
に
沈
ん
で
い
る
の
か
。
本
来
的
に

溝
浄
で
あ
る
衆
生
の
心
が
、
何
故
に
煩
悩
の
根
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
等
々
の
問
題
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
如
来
蔵
で
あ
る
と
宣
言

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
大
き
な
激
励
を
う
け
、
悟
り
へ
向
っ
て
の
彼
等
の
努
力
も
虚
し
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、
す
で
に
法
身
を
有
し
、
あ
る
い
は
法
身
へ
の
必
然
性
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
ら
の
努
力
も
ま
た
実
は
不
必
要
な

は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
如
来
蔵
思
想
の
特
色
は
、
理
論
的
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
宗
教
的
な
鋭
さ
や
、
文
学
的
な
美
し
さ
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
神
秘
的
な

体
験
の
産
み
出
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
繍
本
で
は
、
そ
の
文
学
的
な
幽
玄
さ
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
、
衆
生
の
み
な
ら
ず
非
情
の
山
南

草
木
や
一
切
の
国
土
ま
で
が
、
仏
性
を
有
し
成
仏
す
る
と
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
・
神
秘
的
・
薩
観
的
な
境
地
は
、
多
く
の
経
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典
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
経
典
の
叙
述
は
、
す
で
に
悟
り
を
開
い
た
仏
陀
の
立
場
か
ら
の
そ
れ
で
あ
り
、
仏
陀
の
眼
か

ら
見
て
の
如
来
蔵
・
仏
性
で
あ
っ
て
、
凡
夫
の
立
場
か
ら
の
叙
述
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
凡
夫
と
し
て
の
告
白
は
、
つ
ね
に

罪
の
告
白
で
あ
っ
て
、
仏
性
の
告
白
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
宗
教
的
磁
観
の
内
容
を
、
イ
ン
ド
の
哲
学
老
た

ち
が
十
分
に
理
論
化
し
体
系
化
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
人
間
的
な
論
遅
や
範
疇
に
は
蜜

て
は
ま
ら
な
い
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
宝
性
論
』
（
菊
象
口
置
σ
q
◎
器
・
£
げ
薇
σ
q
⇔
）
と
い
う
書
物
が
、
如
来
蔵
思
想
の
体
系
化
を
試
み

た
殆
ん
ど
唯
一
の
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
論
典
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
書
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
理
論
的
哲
学
的
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

宗
教
的
信
念
を
吐
露
す
る
文
学
的
作
品
で
あ
り
、
仏
陀
を
讃
美
す
る
美
し
い
こ
と
ぼ
や
構
外
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
仏
陀
の
三
身

の
思
想
も
こ
の
書
に
は
踏
襲
さ
れ
、
そ
の
考
察
に
は
鍮
急
行
学
派
の
論
書
以
上
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
は
い
る
が
、
三
身
の
間
の
理

論
的
構
造
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
仏
身
論
の
基
調
は
、
三
身
説
よ
り
も
む
し
ろ
よ
り
多
く
二
身
論
に
立
脚
し
て

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
、
こ
の
書
が
哲
学
的
で
あ
る
よ
り
も
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
如
来
蔵
思
想
が
、
鍮
伽
行
学
派
の
三
身
説
や
転
依
の
思
想
と
は
方
向
を
逆
に
向
下
的
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
こ

の
思
想
の
傾
向
か
ら
も
ほ
ぼ
推
湖
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
そ
れ
は
、
法
身
と
か
法
界
と
か
を
衆
生
心
の
上
に
先
取
り
し
て
如
来
蔵

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
法
界
が
先
に
定
着
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
上
か
ら
流
れ
出
し
顕
現
し
た
も
の
と
し
て
、
現
実
の
世
界
が
考
え
ら
れ
る
。
如

来
蔵
思
想
も
ま
た
、
人
間
や
人
里
の
心
を
問
題
に
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
心
は
上
か
ら
の
崇
高
な
る
も
の
の
流
出
と
し
て
先
ず
と
ら

　
　
　
（
2
9
）

え
ら
れ
る
が
故
に
、
現
実
の
人
間
の
醜
悪
な
心
の
問
題
は
、
お
き
忘
れ
ら
れ
た
形
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
心
が
本
来
清
浄
な
光
り
輝
く

も
の
と
し
て
あ
る
に
対
し
て
、
醜
悪
な
姿
を
さ
ら
け
出
す
煩
悩
は
、
単
に
偶
然
的
な
外
来
的
な
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る

傾
向
が
あ
る
。
先
に
触
れ
た
「
（
仏
の
）
心
性
」
（
σ
q
o
窪
⇔
）
は
、
唯
識
学
派
で
も
『
荘
厳
経
論
』
そ
の
他
に
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に

は
、
た
と
え
菩
薩
慢
性
（
仏
性
）
を
具
え
な
が
ら
も
、
煩
悩
の
過
多
に
苦
し
む
菩
薩
を
画
き
、
あ
る
い
は
菩
薩
慢
性
に
あ
り
な
が
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

王
の
臣
下
と
し
て
、
あ
る
い
は
盗
賊
に
遭
遇
し
て
、
殺
人
の
罪
を
犯
す
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
仏
の
感
性
（
浬
繋

　
　
　
　
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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哲
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一
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（
3
1
）

の
種
）
の
全
く
な
い
存
在
、
い
わ
ゆ
る
無
性
有
情
と
し
て
の
存
在
に
ま
で
、
そ
の
反
省
は
及
ぼ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
後
に
如
来
蔵
思

想
か
ら
激
し
く
論
難
せ
ら
れ
た
「
五
心
各
別
」
の
思
想
が
、
そ
こ
に
は
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
種
性
に
本
来
的
な
マ
イ
ナ
ス
の

薗
は
、
『
宝
性
論
』
な
ど
に
は
殆
ん
ど
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
仏
陀
の
徳
へ
の
讃
嘆
の
文
章
が
、
美
し
く
綴
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
『
宝
性
論
』
は
、
宝
塾
す
な
わ
ち
仏
性
を
論
ず
る
の
み
で
、
種
性
一
般
は
問
題
に
し
な
い
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
し
か
し

そ
の
宝
性
が
衆
生
の
救
い
の
種
壷
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
の
衆
生
の
過
悪
を
、
単
に
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
近
年
、
こ
の
『
宝
性
論
』
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
学
界
に
提
出
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
如

来
蔵
思
想
に
お
い
て
は
、
転
依
と
い
う
こ
と
も
下
か
ら
上
へ
の
遠
図
で
は
な
く
、
上
な
る
法
界
の
自
己
顕
現
、
人
聞
の
世
界
へ
の
編
成
の

意
味
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
唯
識
学
派
的
な
転
依
と
は
ま
さ
に
逆
の
方
向
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
上
か
ら
の
展
開
と
い
う
こ
と
が
、

如
来
蔵
思
想
の
基
本
的
な
考
え
方
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
人
間
の
自
由
な
自
主
的
な
実
存
、
神
に
反
抗
し
悪
の

主
体
と
も
な
る
よ
う
な
存
在
は
、
こ
こ
で
は
影
を
ひ
そ
め
、
む
し
ろ
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
衆
生
心
の
如
来
蔵
で
あ
る
こ
と
の
み
が

強
調
さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
反
し
て
、
鍮
伽
行
学
派
的
な
転
出
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
輪
廻
の
中
に
あ
り
輪
廻
的
な
地
盤
が
自
ら
の
地
盤

と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
の
全
体
が
、
転
換
し
て
仏
身
を
実
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
転
換
の
起
る
場
所
と
し
て
の
心
逸

起
性
の
あ
り
方
や
そ
れ
の
転
換
の
構
造
は
、
あ
く
ま
で
人
聞
的
存
在
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
的
な
認
識
の
構
造
そ
の
も
の
の
中
に
求

め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
唯
識
学
派
で
は
阿
頼
耶
識
以
下
の
八
識
の
あ
り
方
に
問
題
の
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
探
求
せ

ら
れ
分
析
せ
ら
れ
た
。
転
意
の
論
理
的
な
構
造
も
、
人
間
的
な
八
識
の
講
造
、
そ
の
認
識
や
判
断
や
分
別
の
あ
り
方
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ

を
反
映
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
如
来
蔵
思
想
と
は
逆
に
、
下
か
ら
の
方
向
に
お
い
て
仏
身
が
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
如

来
蔵
思
想
の
宗
教
的
・
直
観
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
哲
学
的
理
論
的
に
そ
の
構
造
を
理
解
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
夕
食
行
唯
識
学
派
の
論
書
も
、
如
来
蔵
と
い
う
名
称
を
知
っ
て
い
る
し
、
ま
た
心
が
本
質
的
に
純
粋
に
光
り
輝
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も



　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
絶
対
否
定
と
し
て
の
空
性
が
、
人
間
の
分
別
そ
の
も
の
の
中
に
見
出
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
空
性
と
は
、
転
依
に
お
い
て
や
が
て
実
現
せ
ら
れ
る
法
界
・
法
性
の
か
え
名
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
心
が
本
質
的
に

そ
う
で
あ
る
こ
と
と
、
現
実
に
心
が
醜
悪
な
動
き
を
示
す
こ
と
と
は
、
周
じ
で
な
い
。
現
実
に
悪
と
し
て
は
た
ら
く
人
闘
の
心
は
、
法
界

や
神
の
所
産
で
は
あ
り
え
な
い
。
人
間
の
醜
悪
は
、
そ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
矛
盾
的
な
自
己
否
定
、
空
性
と
し
て
の
絶
対
否
定
を
通
じ
て
、

は
じ
め
て
法
性
に
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
転
依
で
あ
る
。
人
間
の
悪
の
根
処
そ
の
も
の
は
、
人
間
以
外
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
人
閾
的
な
あ
り
方
と
し
て
の
識
の
構
造
に
求
め
ら
れ
る
の
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
従
っ
て
そ
の
分
析
が
そ
の
ま
ま
、
仏
身
の
転
依
の

あ
り
方
へ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

　
三
身
説
に
お
い
て
も
、
法
界
や
自
性
身
が
他
の
受
用
身
や
変
化
身
の
根
拠
と
な
る
こ
と
が
、
先
に
見
ら
れ
た
。
し
か
し
法
界
や
法
身
が

根
拠
と
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
仏
身
に
対
し
て
で
あ
り
、
法
が
説
法
と
し
て
流
れ
出
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
に
輪
廻
の
根
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
。
か
つ
ま
た
窟
性
身
が
他
の
二
身
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
恐
ら
く
八
前
の
購
造
に
対

応
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
阿
頼
耶
識
が
基
礎
と
な
り
根
拠
と

な
っ
て
、
自
我
意
識
や
そ
の
他
の
認
識
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
八
識
が
転
面
す
る
暗
、
大
円
鏡
智
等
の
仏
の
四
智
が
現
成
す

る
。
そ
の
大
円
鏡
智
、
す
な
わ
ち
浄
鏡
の
如
く
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
実
語
を
映
し
と
る
智
が
根
概
と
な
っ
て
、
そ
の
鏡
の
上
に
他
の
平
等

性
智
な
ど
の
三
つ
の
仏
智
が
起
る
の
で
あ
る
。
大
円
鏡
智
は
そ
の
ま
ま
い
わ
ゆ
る
無
鼻
聾
智
で
あ
り
、
そ
れ
を
根
砥
と
し
て
心
得
智
と
い

う
世
上
に
嗣
じ
た
智
が
仏
に
は
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
円
鏡
立
や
無
分
別
智
が
根
拠
と
な
る
こ
と
が
、
ま
た
仏
身
論
と
し
て

は
自
性
身
が
他
の
仏
身
へ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
従
っ
て
仏
身
論
に
お
い
て
自
性
身
が
根
拠
と
な
る
と
い
わ
れ
る
こ
と

は
、
阿
頼
耶
識
等
の
識
の
構
造
、
あ
る
い
は
依
他
起
性
的
な
あ
り
方
が
、
人
間
存
在
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
逆
の
対
応

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
逆
の
対
応
と
い
う
の
は
、
後
者
の
識
の
構
造
の
あ
り
方
が
、
離
者
の
仏
界
の
理
解
の
中
に
も
ち
こ
ま
れ
反
映
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

197
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そ
も
そ
も
仏
陀
の
あ
り
方
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
浬
繋
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
聞
の
思
考
を
超
え
て
不
可
思
議
で
あ
る
と
い

う
の
が
、
本
来
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
仏
陀
の
三
身
説
を
完
成
し
た
鍮
伽
行
唯
識
学
派
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
薩
接
理

論
的
な
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
否
定
的
に
あ
る
い
は
逆
理
的
に
表
現
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
極
端
に
い
え
ば
、

人
間
に
は
見
ら
れ
な
い
人
間
を
超
え
た
属
性
が
、
仏
陀
の
属
性
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
属
性
も
、
単
に
超
越
的
な

も
の
、
孤
高
な
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
識
の
構
造
の
転
園
に
よ
っ
て
、
識
の
購
造
と
逆
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。

こ
の
下
か
ら
の
開
港
と
し
て
の
仏
身
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
、
仏
陀
は
単
に
超
越
的
な
孤
高
な
存
在
と
し
て
、
人
間
と
は
無
関
係
な
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
人
間
が
悟
り
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
、
仏
が
衆
生
を
救
う
と
い
う
こ
と
も
、
無
意
味
と
な
っ
て
し
ま

う
。
も
し
右
の
よ
う
に
逆
の
対
応
と
し
て
仏
身
を
考
え
る
こ
と
が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
こ
に
、
枳
対
か
ら
絶
対
へ
、
ま
た
絶
対
か
ら
掘
鮒

へ
と
い
う
通
路
が
、
お
の
ず
か
ら
開
か
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
身
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
二
三
の
問
題
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
後
の
中
国
や
臼
本
の

諸
宗
に
お
い
て
、
仏
身
論
は
複
雑
に
か
つ
多
彩
に
発
展
し
た
。
三
身
説
の
考
え
は
、
そ
れ
ら
の
諸
宗
に
お
い
て
も
お
お
む
ね
受
け
つ
が
れ

て
は
い
る
が
、
強
い
宗
教
的
な
要
請
に
お
い
て
は
、
三
身
の
理
論
体
系
づ
け
は
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

む
し
ろ
相
対
と
絶
対
と
が
対
立
す
る
二
身
説
で
十
分
と
考
え
ら
れ
た
場
合
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
絶
対
的
な
法
身
の
み
が
と
り
上
げ
ら

れ
る
一
身
説
へ
の
傾
向
も
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
種
の
仏
身
論
の
一
々
に
つ
い
て
は
、
今
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
　
一

般
的
に
い
っ
て
歴
史
的
仏
陀
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
は
、
最
も
重
要
な
位
濁
か
ら
は
追
わ
れ
た
場
合
が
多
い
。
ま
た
仏
教
以
外
の
宗
教
に
お
け

る
神
の
観
念
や
絶
対
の
問
題
な
ど
と
、
仏
身
論
が
如
何
に
関
り
あ
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
別
な
興
味
あ
る
問
題
と
し
て
提
起
ぜ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
現
在
の
わ
た
く
し
の
能
力
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
1
）
O
超
冨
ゑ
惹
萎
×
三
（
ζ
・
。
訂
冨
号
｝
げ
げ
讐
・
。
あ
y
b
。
．
霧
（
＜
。
一
高
目
も
◆
δ
O
）
…
①
減
（
＾
刷
ρ
℃
’
μ
⊆
・
駆
y

　
（
2
）
　
竃
倉
。
嘗
…
塁
・
巳
翫
憾
〕
ピ
燭
山
8
山
囎
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（
3
）
留
葺
蒙
睾
詩
養
強
”
℃
．
這
9

（
4
）
　
こ
の
意
味
の
法
身
の
他
に
、
有
部
な
ど
に
伝
え
ら
れ
る
五
分
法
身
の
語
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
戒
・
定
・
慧
・
解
脱
・
解
脱
知
見
の
五
つ
の
徳
を
、

　
　
仏
陀
す
な
わ
ち
法
身
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
同
じ
思
想
は
、
『
倶
舎
論
』
、
『
成
実
論
』
、
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
、
『
清
浄
道
論
』
な

　
　
ど
に
見
え
、
竜
樹
も
引
用
し
て
い
る
（
Z
．
〇
三
r
》
落
爲
騎
ミ
さ
｝
髪
頭
謡
騎
切
国
ミ
叙
ミ
砺
ミ
曜
℃
い
O
o
Q
）
。
し
か
し
こ
の
五
者
に
つ
い
て
は
、
種
々
の

　
　
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
　
一
般
に
は
修
道
の
階
調
が
実
質
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
っ
こ
こ
に
法
身
と
い
う
の
は
「
法
の
集
り
し

　
　
の
意
味
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
右
の
よ
う
な
仏
陀
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
の
法
身
と
直
ち
に
岡
視
で
き
る
か
否
か
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
。
な

　
　
お
後
の
注
（
8
）
を
参
照
。

（
5
）
　
唐
の
善
導
は
、
阿
弥
陀
仏
を
は
っ
き
り
報
身
（
あ
る
い
は
篤
身
）
と
し
て
規
定
し
た
。
そ
の
著
、
『
観
無
心
寿
仏
経
疏
』
巻
ス
大
正
、
三
十
七

　
　
巻
、
二
五
〇
中
）
参
照
◎

（
6
）
　
三
身
の
名
称
は
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
、
ま
た
漢
訳
訳
潜
の
用
語
の
差
な
ど
に
よ
っ
て
種
々
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
法
身
・
報
身
・
応
身
の
三
つ

　
　
が
数
え
ら
れ
た
り
、
法
身
・
応
身
・
化
身
と
い
っ
た
り
す
る
。
ま
た
次
下
に
述
べ
る
盗
性
身
・
受
短
身
・
変
化
身
が
あ
る
Q
し
か
し
こ
れ
ら
相
互

　
　
の
聞
に
は
、
命
名
に
よ
る
微
細
な
相
違
は
認
め
ら
れ
る
が
、
内
容
的
に
大
き
な
へ
だ
た
り
は
な
い
注
（
1
9
）
参
照
。

（
7
）
『
中
論
』
第
廿
二
贔
、
『
宝
行
王
正
論
』
（
沁
ミ
ミ
§
餅
導
H
ω
）
、
そ
の
他
『
大
智
度
論
』
な
ど
参
照
Q

（
8
）
　
仏
身
の
身
（
訂
饗
）
と
い
う
字
は
、
　
一
般
に
隠
然
と
身
体
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
Q
し
か
し
こ
の
鍮
伽
行
唯
識
学
派
な
ど
で
は
、
身
の
語

　
　
義
に
関
す
る
考
察
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
『
成
唯
識
論
繍
（
薪
導
本
、
巻
十
、
二
五
頁
三
行
）
に
は
、
親
光
等
の
『
懸
案
経
論
駈
の
説

　
　
（
大
正
、
二
十
六
巻
、
叢
二
五
下
）
を
受
け
て
、
「
体
と
依
と
聚
と
の
義
を
も
っ
て
総
じ
て
説
い
て
身
と
名
づ
く
」
と
い
う
Q
体
す
な
わ
ち
体
性
、

　
　
幸
す
な
わ
ち
依
止
（
諸
徳
の
根
拠
と
な
る
と
の
意
味
）
、
鎖
す
な
わ
ち
多
く
の
徳
の
集
り
、
と
い
う
三
義
を
も
っ
て
身
を
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す

　
　
な
わ
ち
身
に
は
、
身
体
（
肉
体
）
の
み
な
ら
ず
、
本
体
・
全
体
・
集
合
体
な
ど
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諦
義
は
、
依
止
・

　
　
依
拠
の
音
三
味
を
除
い
て
、
す
べ
て
辞
書
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
臣
α
q
①
鴬
。
詳
記
黛
職
職
ミ
急
＄
贈
無
駄
恥
§
鍔
神
、
蹄
b
驚
甑
§
ミ
ざ
鴬
．
ミ
刈
－
嵩
G
Q
参

　
　
照
。

（
9
）
　
た
だ
し
論
霊
の
叙
述
の
し
か
た
に
は
、
微
妙
な
異
っ
た
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
が
あ
っ
て
、
い
つ
も
法
身
が
覆
ち
に
霞
性
身
の
異
名
で
あ
る
と
は
限
ら

　
　
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
論
書
に
お
い
て
は
、
古
い
色
身
（
生
身
）
の
観
念
は
殆
ん
ど
解
題
と
な
ら
な
く
な
り
、
仏
身
は
す
べ
て
一
方
で
は
煩

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

一
二
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悩
障
を
離
れ
た
解
脱
身
で
あ
り
、
他
方
で
は
所
知
障
を
断
じ
た
法
身
で
あ
る
。
そ
の
法
身
に
自
性
・
受
用
・
変
化
の
三
身
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か

　
　
し
そ
の
申
で
も
、
自
性
身
は
特
に
法
身
（
法
性
身
）
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
身
と
い
う
語
を
広
狭
二
黒
の
意
味
で
使
用
し
て
い

　
　
る
と
思
わ
れ
る
叙
述
は
、
『
摂
大
乗
論
喚
『
現
観
荘
厳
論
』
、
『
成
唯
識
論
』
な
ど
に
見
う
け
ら
れ
る
。

（
1
0
）
　
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
（
梵
本
鐘
p
｝
醐
《
響
二
塁
贔
営
鱒
障
餅
鵠
以
下
に
ζ
Q
Q
｝
と
略
称
）
に
は
、
そ
の
第
九
章
に
お
い
て
法
界
が
清
浄
に
せ
ら
れ
る
こ
と

　
　
の
意
味
を
種
々
に
語
り
（
岡
×
◎
α
？
q
㊤
）
、
そ
の
最
後
の
「
起
の
意
味
（
く
噌
け
蔓
己
漢
審
）
」
が
す
な
わ
ち
一
二
身
を
内
容
と
す
る
。
『
究
寛
一
乗
宝
性
論
』

　
　
（
梵
本
簿
欝
α
Q
。
ぎ
鼠
ぴ
訂
α
q
鋤
）
で
は
、
帰
依
（
総
理
巻
・
麗
難
く
讐
5
に
就
い
て
間
様
に
諸
種
の
意
味
を
述
べ
（
目
．
サ
凶
）
、
そ
の
「
起
の
意
味
」
と
し

　
　
て
岡
じ
く
三
身
を
詳
説
す
る
（
員
．
ω
G
。
ふ
H
）
。
本
来
不
動
で
あ
る
よ
う
な
法
界
が
起
動
し
て
、
何
ら
か
の
あ
り
方
で
己
れ
を
添
現
す
る
と
い
う
こ
と

　
　
は
、
後
世
の
「
真
如
随
縁
」
な
ど
の
考
え
方
に
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
Q

（
1
1
）
　
報
身
の
原
語
は
、
一
般
に
受
駕
身
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
因
願
酬
報
」
、
す
な
わ
ち
因
な
る
願
に
報
い
て
果
を
「
享
受
す

　
　
る
」
（
鴇
越
げ
7
0
σ
Q
餌
）
　
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
後
の
注
（
1
7
）
に
述
べ
る
よ
う
に
、
等
流
の
語
が
報
の
字
を
以
て
訳
さ
れ
て
い
る

　
　
例
も
あ
る
。
ま
た
く
骨
鋤
智
“
毒
曽
餅
犀
涛
餌
（
異
熟
）
が
原
語
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
山
口
益
、
そ
の
他
『
仏
教
学
序
説
』
、
一
＝
六
ペ
ー
ジ
参
照
）
o

（
1
2
）
　
古
来
、
仏
陀
の
色
身
は
声
聞
の
徒
、
す
な
わ
ち
弟
子
た
ち
に
説
法
し
、
菩
薩
に
対
し
て
説
法
す
る
の
は
受
用
身
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ゴ
ー
タ
マ
は
現
実
に
ベ
ナ
レ
ス
に
お
い
て
説
法
し
た
し
、
　
他
方
露
“
た
、
　
法
身
説
法
を
山
出
張
す
る
経
　
典
も
後
に
は
出
現
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
今
い
・
り
受

　
　
用
身
の
説
法
の
対
象
と
い
わ
れ
る
菩
薩
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
財
界
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
典
で
は
、
声
閥
も
菩
薩
も
同
じ
会
塵
に

　
　
列
し
て
固
じ
説
法
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
聞
く
写
の
相
違
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
の
属
し
て
い
る
世
界
が
異
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
観
無
盆
寿
経
』
に
お
け
る
章
提
希
夫
人
は
、
果
し
て
凡
夫
で
あ
っ
た
の
か
菩
薩
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
餐
え
る
こ
と
は
、
容
易
で

　
　
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
考
察
は
、
説
法
の
可
龍
性
や
、
そ
の
価
値
・
有
効
性
な
ど
に
つ
い
て
、
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
3
）
　
蹉
十
二
相
は
、
世
界
を
舗
覇
す
る
転
輪
塑
王
あ
る
い
は
仏
陀
の
み
が
所
有
す
る
と
い
わ
れ
る
。
世
俗
の
世
界
の
王
が
こ
れ
を
有
す
る
の
で
あ
れ

　
　
ば
、
そ
れ
は
肉
体
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
後
に
は
そ
れ
が
高
め
ら
れ
て
、
色
身
で
あ
っ
て
も
受
用
身
と
い
う
、
菩
薩

　
　
に
の
み
可
視
的
な
仏
身
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
Q
ア
シ
タ
仙
人
は
、
嬰
児
の
ゴ
…
タ
マ
を
抱
い
て
こ
の
三
十
二
絹
を
認
め
、
必
ず
仏
陀
と
な

　
　
る
で
．
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言
す
る
が
、
問
蒋
に
膚
分
が
老
齢
の
た
め
、
そ
の
仏
陀
の
説
法
に
接
し
え
な
い
こ
と
を
思
っ
て
涙
を
流
し
た
と
い
う
物
語

　
　
り
は
、
各
種
の
仏
俵
に
低
え
ら
れ
て
い
る
o
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（
1
4
）
　
『
摂
大
乗
論
釈
』
、
大
正
、
三
十
一
巻
、
三
七
四
下
。

（
1
5
）
　
○
り
．
楓
£
・
ヨ
恥
σ
Q
蓉
算
§
職
δ
昏
§
建
乾
蕊
頓
ミ
二
二
（
安
慧
造
、
『
中
辺
分
別
論
釈
疏
』
日
本
）
甥
漏
鎗
＝
∵
：
…
ψ
茜
ぴ
『
似
く
節
。
《
霧
ヨ
ぎ
惹
起
毒
9
〈
聾
窯
8

　
　
．
｝
》
『
貯
趨
び
乞
ぴ
三
唱
Φ
：
・
…
e
↓
尋
∵
：
…
》
◎
8
籔
α
悔
覧
玲
鍔
。
・
器
＼
ω
ざ
題
》
穿
富
窪
σ
q
ω
g
。
。
ヨ
訪
§
饗
＝
募
。
α
q
。
・
葱
凪
び
蜜
醇
9
魯
。
・
酔
ミ
…
…
◆
右
和
訳
、

　
　
一
二
〇
四
【
ぺ
　
1
ジ
。

（
1
6
）
　
本
覚
・
始
覚
の
語
は
、
『
大
乗
起
僑
論
』
な
ど
の
用
例
を
惜
り
る
Q
汚
れ
の
中
に
あ
る
本
性
と
し
て
の
悟
り
が
本
覚
、
汚
れ
が
除
か
れ
て
さ
と
り

　
　
が
具
象
化
さ
れ
る
の
が
始
覚
。

（
1
7
）
　
等
流
身
の
語
は
、
『
摂
大
乗
論
駈
に
見
え
る
（
大
正
、
三
十
一
巻
、
一
五
一
下
、
二
行
）
。
㈱
、
樗
生
経
』
で
は
巴
望
鎚
α
甲
ぴ
郎
悪
難
u
畠
｝
副
霞
鵠
棄
鰍
・
嵐
鷲
讐
魯
・

　
　
ざ
亀
ぎ
の
語
で
出
て
い
る
（
難
文
ヒ
d
・
熟
剛
喜
。
盆
■
y
卜
亀
強
き
ミ
幽
ミ
勉
ミ
、
♪
警
霧
ふ
メ
岡
索
引
参
照
）
。
　
そ
の
漢
訳
に
は
、
難
曲
、
年
算
報

　
　
仏
、
法
性
二
流
仏
な
ど
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
報
」
の
字
は
、
「
報
身
」
と
い
う
訳
語
に
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
◎
ま
た
『
宝
性
論
』

　
　
（
沁
ミ
蓉
鷺
讐
、
や
ミ
．
窯
凝
3
囲
H
．
お
）
で
は
、
受
用
身
を
説
明
し
て
「
大
悲
の
等
流
」
と
い
っ
て
い
る
。

（
！
8
）
　
諺
」
〈
．
Ω
纂
δ
ユ
3
臼
、
罵
楼
。
偽
勘
ミ
、
黛
ミ
怨
駐
ミ
（
く
鐸
霧
9
鈴
μ
0
8
y
ワ
b
◎
卜
σ
①
”
、
．
6
ぎ
護
ゲ
顕
ゆ
（
1
1
、
認
印
餅
σ
Q
象
自
。
）
｝
ω
ぎ
喜
0
8
戸
口
Φ
き
舘
α
冨

　
　
頃
凶
ヨ
器
竃
ぴ
霧
℃
7
⑦
雛
O
ヨ
①
9
γ
鵠
①
｝
・
簿
押
二
〇
ぞ
ω
錘
瞥
醗
需
償
①
剛
鑓
ε
場
O
暁
℃
7
Φ
質
O
雛
“
Φ
疑
団
餌
灘
伽
ひ
興
象
O
誘
鉾
。
欝
零
麦
畠
ω
皆
鴇
夢
①
紹
難
①
蔓
コ
Φ
、
．
．
こ
の
一
雌
馴

　
　
性
に
関
連
し
て
右
の
著
考
は
岡
所
に
『
荘
厳
経
論
』
（
薄
雪
矯
×
＜
圃
團
H
曾
も
。
◎
o
）
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
偶
は
二
種
の
資
糧
曾
飛
び
赫
雛
）
を
説
く
も
の
’

　
　
で
、
「
福
徳
の
資
糧
」
は
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
よ
う
な
存
在
、
あ
る
い
は
転
輪
盤
王
の
よ
う
な
存
在
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
智
の
資
糧
」

　
　
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
超
脱
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
Q
い
わ
ば
不
佐
浬
繋
と
不
等
生
残
と
の
二
面
性
を
語
る
も
の
と
見
な
し

　
　
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
9
）
　
前
の
注
（
6
）
に
述
べ
た
よ
う
に
、
報
身
と
応
身
と
の
間
に
は
、
概
念
的
に
そ
の
範
囲
が
明
瞭
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
場
合
人
々
は
、
三
身

　
　
の
区
別
を
形
成
す
る
た
め
に
、
「
鰯
血
合
応
」
、
す
な
わ
ち
真
身
を
法
身
と
報
身
と
の
二
つ
に
分
け
、
応
身
を
之
に
合
し
て
法
・
報
・
臨
の
三
身
と

　
　
し
た
り
、
ま
た
「
開
殴
合
応
」
、
す
な
わ
ち
逆
に
応
身
を
二
つ
に
分
け
て
応
身
と
化
身
と
し
、
こ
れ
に
真
身
を
加
え
て
真
・
応
・
化
の
蹉
身
と
し
た

　
　
り
し
た
（
慧
遠
の
『
大
乗
義
章
』
巻
十
九
、
大
正
四
十
四
巻
、
八
三
九
上
－
八
号
○
下
、
参
照
）
。
前
巻
の
考
え
で
は
報
身
と
応
身
と
は
別
な
も
の

　
　
で
あ
る
が
、
後
者
の
考
え
で
は
、
そ
の
慈
身
は
前
者
の
報
身
と
ほ
ぼ
内
容
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
要
す
る
に
真

　
　
身
あ
る
い
は
応
身
を
二
分
し
て
三
身
を
数
え
上
げ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
は
原
理
的
に
銭
卜
・
応
身
の
二
身
説
に
他
な
ら
な
い
。
　
「
開
篇

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

二
三
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哲
学
研
究
　
第
五
菖
二
十
一
号

二
四

　
　
が
そ
の
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
イ
ン
ド
の
論
書
で
は
、
受
馬
身
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
身
鼎
立
の
組
織
が
確
立
し
た
の
だ

　
　
と
思
わ
れ
る
。
中
麟
的
な
「
開
」
に
よ
る
解
釈
は
、
一
　
身
と
は
異
っ
て
三
身
が
鼎
立
す
べ
き
意
味
を
曖
昧
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
岡

　
　
晴
に
こ
の
曖
昧
さ
が
、
却
っ
て
受
用
身
・
報
身
の
も
つ
重
要
な
意
味
と
そ
の
二
重
の
性
格
と
を
、
反
顕
し
て
い
る
と
も
い
．
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

　
　
ろ
う
。

（
2
0
）
　
〉
．
穴
冒
O
o
9
ぎ
霧
薫
§
《
り
b
q
黛
叙
職
ぎ
§
ミ
㌧
、
ミ
O
o
魯
災
ミ
し
さ
袋
叙
翫
ミ
脇
ミ
（
し
σ
o
ヨ
宮
ざ
簿
ρ
一
り
締
）
り
　
）
’
鱒
ω
。
Q
塗

（
2
1
）
　
〉
■
界
Ω
甦
ε
ユ
＄
ミ
》
曾
9
野
ワ
鱒
ら
。
O
臣

（
2
2
）
　
い
う
ま
で
も
な
く
不
住
渥
繋
⑤
筏
層
群
三
寧
艮
「
〈
鋤
瘍
）
の
思
想
は
、
諸
経
論
に
多
く
名
説
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
『
中
辺
分
別
論
安
画
角
』
の

　
　
諸
所
（
山
口
梵
本
P
①
G
o
這
∴
圃
瞬
膨
卜
∂
①
鹿
亦
。
∴
軌
お
よ
び
℃
．
μ
G
Q
“
三
－
器
な
ど
。
山
口
和
訳
で
は
～
〇
五
頁
、
工
九
九
i
三
〇
〇
頁
な
ど
）
が
注
意
せ
ら

　
　
れ
る
Q
そ
こ
に
は
三
身
と
の
連
関
が
明
瞭
に
汲
み
と
ら
れ
る
。

（
2
3
）
　
「
故
意
無
生
」
、
「
故
思
為
生
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
の
語
（
（
緯
彊
。
ぎ
【
巻
ケ
ぎ
く
○
冨
饗
網
野
）
は
、
諸
『
般
若
経
』
に
し
ば
し
ば
出
で
、
特
に
ま
た
『
荘

　
　
厳
経
論
』
（
㌶
o
◎
♪
×
囲
■
ω
O
…
×
＜
日
．
魔
…
×
×
・
×
×
U
這
“
甦
ρ
）
、
『
摂
大
乗
論
』
（
大
正
、
三
十
一
巻
、
　
西
○
中
、
二
九
行
）
等
に
も
見
え
る
。

　
　
『
菩
薩
地
隠
（
大
正
、
三
十
巻
、
五
七
六
中
、
二
本
℃
．
亀
ぶ
）
に
も
あ
り
、
ま
た
同
論
（
五
三
二
中
、
梵
本
唱
．
b
σ
駆
。
①
）
に
は
、
菩
薩
は
利
他
行
の
た

　
　
め
に
、
「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
、
乃
至
犬
な
ど
の
中
に
も
故
意
に
生
を
と
る
」
と
も
い
う
。
『
成
唯
識
論
賑
で
は
、
「
故
意
方
行
翫
（
巻
九
、
二
九
頁
、
五

　
　
行
）
や
「
留
煩
悩
障
、
助
願
受
生
」
（
岡
、
三
一
頁
、
一
〇
行
）
な
ど
と
い
う
の
が
、
こ
れ
に
当
る
で
あ
ろ
う
。

・
（
2
4
）
　
『
大
乗
義
章
鰯
巻
十
九
（
大
正
、
四
十
四
巻
、
八
照
一
中
）
。
慧
遠
が
あ
げ
る
こ
の
四
仏
は
、
恐
ら
く
出
隅
の
求
心
践
陀
点
訳
の
『
四
巻
榜
伽
』

　
　
に
出
る
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
大
正
、
十
六
巻
、
四
八
一
中
、
八
一
九
行
、
お
よ
び
四
八
二
中
、
一
七
…
一
九
行
、
参
照
）
。
た
だ
し

　
　
そ
こ
に
は
、
慧
遠
の
い
う
功
徳
仏
な
る
文
字
は
な
く
、
報
生
仏
あ
る
い
は
報
仏
と
い
う
の
が
見
え
る
。
菅
薦
身
が
特
に
仏
徳
の
根
源
で
あ
る
こ
と

　
　
か
ら
、
革
張
は
そ
れ
を
功
徳
仏
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鯖
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
梵
妻
の
H
H
．
お
お
よ
び
H
躍
り
α
の
偶
頭
に
相
当
す
る
（
U
σ
「
瓢
・

　
　
¢
ウ
愚
9
卜
§
詠
勘
§
ミ
ミ
恥
無
讐
貸
”
℃
．
鱒
。
。
》
ω
蒔
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
応
化
仏
は
量
ぎ
野
営
惹
（
び
薮
儒
審
）
で
あ
る
が
、
功
徳
仏
の
所
は
く
骨
鋤
冨
智
あ

　
　
る
い
は
く
督
餅
訂
ω
浮
鋤
す
な
わ
ち
報
生
仏
で
あ
る
。
ま
た
智
慧
仏
・
諾
々
仏
に
当
る
箇
所
は
け
2
。
子
無
理
圏
器
・
び
軍
略
7
⇔
す
な
わ
ち
真
如
雪
仏
で
あ
っ
て
、

　
　
他
の
漢
訳
に
如
智
仏
、
あ
る
い
は
真
如
智
慧
仏
と
い
っ
て
い
る
の
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
徴
す
れ
ば
、
こ
の
語
を
二
仏
に
分
っ
て
、
す
べ

　
　
て
四
仏
と
す
る
こ
と
が
、
妥
当
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
。
応
化
身
と
報
身
と
を
あ
げ
、
第
三
に
は
『
現
観
荘
厳
論
』
の
智
法
身
（
注
2
6
参
照
）
な
る
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も
の
と
一
蹴
糧
通
す
る
名
称
の
「
如
智
仏
」
を
あ
げ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
ぬ
。
ち
な
み
に
『
紫
苧
経
』
に
は
、
受
用
身
と
い
う
よ
ぴ
名
は
殆
ん

　
　
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
箇
所
で
輝
光
は
、
こ
の
他
の
種
々
の
四
身
説
を
述
べ
る
し
、
そ
も
そ
も
彼
は
一
身
説
か
ら
十
身
に
至
る
諸
説
を
列

　
　
記
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
◎

（
2
5
）
　
『
仏
地
経
論
』
巻
七
（
大
正
、
二
十
六
巻
、
三
二
六
上
）
。
『
成
唯
識
論
節
巻
十
（
頬
導
本
、
一
五
頁
以
下
）
。

（
2
6
）
　
q
≦
o
α
q
同
夢
罠
（
a
◆
ソ
冨
竪
ミ
鴛
ミ
逗
ミ
黛
ミ
薪
、
、
ミ
。
誌
㌣
ミ
識
§
蝕
ミ
ミ
ミ
ε
－
寒
ξ
勘
（
↓
o
ξ
o
お
G
。
切
ソ
や
曽
（
H
ミ
y
℃
．
⑩
碧
雲
（
＜
日
．
一
｛
｛
）

　
　
参
照
。
も
っ
と
も
『
現
観
荘
厳
』
翠
巌
で
は
、
圃
■
餐
の
場
合
も
く
厳
高
の
場
食
も
、
必
ず
し
も
四
身
説
が
明
瞭
な
の
で
は
な
い
。
注
釈
者
ハ
リ

　
　
バ
ド
ラ
（
譲
践
σ
げ
銭
轟
獅
子
賢
）
も
、
三
身
で
考
え
る
の
と
四
身
と
ず
る
の
と
異
説
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
彼
自
身
は
四
身
（
自
性
・
法
・
受
粥
・

　
　
変
化
）
の
説
に
く
み
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
Q
こ
の
第
工
の
法
身
を
は
っ
き
り
智
法
身
と
呼
ぶ
の
は
、
ジ
ク
メ
ナ
ム
カ
の
蒙
古
仏
教
史
、
そ
の

　
　
他
チ
ベ
ッ
ト
的
伝
統
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
束
方
学
報
京
都
』
第
十
四
冊
第
四
分
（
昭
和
十
九
年
）
の
拙
稿
、
「
嘲
購
教
教
理
の

　
　
概
要
」
、
エ
四
ぺ
…
ジ
以
下
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
Q

（
2
7
）
　
八
三
（
阿
頼
耶
識
、
末
那
識
、
意
識
、
前
五
識
）
と
、
唖
蝉
（
大
円
鏡
智
、
平
等
性
智
、
妙
観
察
智
、
成
所
作
智
）
と
、
三
身
と
の
網
互
関
係

　
　
は
、
か
な
り
後
に
な
っ
て
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
整
備
さ
れ
た
ら
し
く
、
古
い
も
の
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
相
互
関
係
に
も
譲
説
が

　
　
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
｝
様
で
は
な
い
。
こ
の
三
者
を
一
箇
所
に
関
係
づ
け
て
説
い
て
い
る
の
は
、
『
荘
厳
経
論
』
目
×
■
①
O
の
安
々
釈
（
影
印
北
京
版

　
　
大
蔵
経
、
＜
o
一
．
H
O
G
Q
”
Ψ
b
O
①
り
み
～
O
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
略
し
て
圏
示
す
れ
ば
左
の
如
く
な
る
。

　
　
　
（
三
身
）
　
　
（
照
智
）
　
　
　
（
八
識
）

　
　
　
法
　
身
薩
　
大
円
鏡
智
↑
阿
頼
耶
識
の
転
依

　　

@
需
身
⊥
鱈
羅
鹸
赫
麟
灘
依

　
　
　
変
化
身
荘
　
成
所
作
智
黛
前
五
識
の
転
依

　
　
そ
の
中
で
、
八
識
と
四
智
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
右
と
同
じ
説
が
『
荘
厳
論
』
圃
×
■
誌
の
安
慧
釈
の
転
炉
の
総
揺
的
説
明
の
中
に
も
見
ら
れ
（
北

　
　
京
版
、
詞
前
、
や
的
銀
－
○
。
）
、
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
の
玄
髪
訳
（
大
正
、
三
十
一
巻
、
車
田
八
上
）
も
野
糞
で
あ
る
（
そ
の
酋
蔵
訳
は
こ
れ
と
異

　
　
る
）
◎
『
藤
厳
罰
』
の
漢
訳
に
は
、
目
く
．
営
為
薩
に
お
い
て
梵
文
に
は
な
い
句
が
多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
八
識
と
四
智
と
三

仏
身
論
を
め
ぐ
り
て

二
五
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身
と
の
関
係
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
Q
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
識
と
黒
癩
と
の
関
係
は
右
の
安
静
釈
と
同
じ
だ
が
、
四
智
と
蹉
身
の
閣
係
は
異
っ

　
　
て
、
鏡
鐙
と
平
等
智
を
自
性
身
と
し
、
妙
智
を
自
愛
身
、
成
智
を
変
化
身
に
配
属
し
て
い
る
。
　
『
成
唯
識
論
馳
で
は
、
藩
論
と
酋
智
に
つ
い
て
は

　
　
こ
の
漢
訳
『
荘
厳
駈
を
そ
の
ま
ま
受
け
（
嚢
類
本
、
巻
十
、
一
五
頁
）
、
一
二
身
と
の
関
係
は
安
平
釈
に
近
い
一
説
を
あ
げ
て
い
る
（
嗣
、
二
六
頁
）
。

　
　
オ
パ
…
ミ
ラ
ー
は
同
じ
問
題
に
つ
い
て
O
§
島
都
α
q
o
ヨ
ぎ
の
説
な
る
も
の
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
に
は
不
弱
な
点
が
あ
る
（
鍔
○
簿
毒
回
三
〇
5

　
　
恥
さ
ミ
謹
恥
町
§
融
鼠
簿
恥
9
，
§
帖
譜
ミ
ら
鳶
零
恥
ミ
§
職
ミ
N
一
ワ
ド
鍵
）
。

（
2
8
）
　
沁
ミ
、
§
頓
。
讐
3
目
・
置
O
I
嵩
b
Q
》
H
H
‘
。
。
c
。
志
回
な
ど
の
下
に
、
仏
身
乃
至
三
身
が
説
か
れ
は
す
る
が
、
そ
の
属
性
の
限
界
は
明
瞭
で
な
い
Q
固
じ
く

　
　
囲
H
α
磨
H
い
①
c
Q
な
ど
で
は
、
こ
の
三
身
を
む
し
ろ
二
身
の
考
え
方
に
引
き
も
ど
す
傾
向
が
あ
る
。
殊
に
藤
島
●
H
以
下
で
は
、
勝
義
身
・
世
俗
身
そ

　
　
の
他
の
工
身
の
対
立
で
論
を
進
め
て
い
る
。

（
2
9
）
　
そ
の
点
で
は
、
何
ほ
ど
か
む
し
ろ
ヒ
ソ
ド
ゥ
の
考
え
方
に
近
い
。
前
の
注
（
2
1
）
を
参
照
。

（
3
0
）
　
『
荘
厳
経
論
臨
ζ
Q
o
｝
頃
H
メ
特
に
そ
の
安
慧
駅
。

（
3
1
）
　
同
右
頃
國
■
鉱
．

（
3
2
）
　
旨
蓉
畿
冒
雷
過
瓢
（
高
崎
直
道
y
》
語
窺
δ
・
§
妹
、
ミ
沁
亀
妹
、
§
恥
ミ
藁
－
早
寒
衝
語
論
（
＄
、
ミ
ミ
塾
ミ
ミ
ソ
ψ
濠
9
㎞
窪
溜
⑦
カ
。
騨
蕾
×
×
×
臼
（
菊
。
彗
鋤

　
　
お
①
①
Y
同
著
者
に
は
こ
の
他
に
多
く
の
論
作
が
あ
り
、
そ
の
中
の
「
転
依
一
》
吟
9
醤
窟
瓢
く
触
銭
と
》
簿
蔓
鋤
嗣
峯
愚
く
藁
ご
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
臨

　
　
第
二
十
五
暑
、
昭
和
三
五
年
）
や
、
右
の
書
で
は
特
に
そ
の
団
⊃
¢
え
薮
凱
o
P
岡
固
H
◆
を
墨
磨
｛
せ
よ
。

（
3
3
）
　
『
荘
厳
経
論
』
竃
ω
鋭
H
く
■
G
。
メ

（
3
4
）
　
『
中
辺
分
別
論
』
H
卜
。
b
。
ρ

（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
仏
教
学
〕
名
誉
教
授
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

0貧the　Theory　of　8uddha－body　（Bzaddlza－fe～7ニソa）

by　Gadjin　M．　Nagao

　　The　problem　how　and　in　what　manner　the　Buddha　ls　to　be　concelved　was

dealt　with　in　what　is　called　the　“　Doetrine　of　Buddha－body　（Bnddha－kdya），”

wkich　was　variously　formulated　in　early　times　and　developed　itself　into

various　theories　during　the　course　of　Buddbist　history　ln　lndla．　Among

these　theories，　the　tri－ka－bla　or　triple－body　theory，　especially　the　one　whlch

was　brough重圭無to　complet圭on　by　the　Yog盃。護ra－vi服喪照schoo1，　may　be　the

most　systematic　and　perfect　one．　The　rel　ationE　hip　between　these　three

ledyas，　however，　is　not　necessarily　clear．　Tke　three　hatyas　enumerated　by

the　Yoga－cara－viifiana　school　are　：　1．　sva’bha“vifea－fea－ya　（essence－body；　almost

e蟻ual　to　dharma－body），2．ε反幼ん09漉α一五坦（enjoyment－body；or曽ψ励α5痂α・，

πf5ツanda一ろnddli．α），　and　　3．　παか辮4雇んα・ha一ツα　（apPar三t圭ona至　body）。　The　present

author　arg疑es　that　w三th三n出ese　three　the傭彫〃め9漉α一働γαoccupies　a　central

position；　it　combines　the　other　two　hayas　aRd　represents　the　chareteristics

of　them－the　supramttndane　and　noumenal　aspects　of　the　sva“bha－wiha－ha－ya　on

the　oRe　hand，　and　the　his£or呈ca三〇r　corporea至aspects　of　theη厩プ磁哲融・ん4ツα

on　the　other．　However，　it　does　not　mean　that　the　theory　of　one－body，　the

theory　wh三ch　recognives　only　the∫4禦品09最α一航ツα，　shG登ldもe鶏a圭nta三箔ed；

rather　the　other　two　舷ツα3　are　i正1dispensable　for　the　3あ㌘6ん08逸勉一舷ツa　i狙

tha亀it　depenδs　up。n　the　3励励伽・舷ツαas　i宅s　foundation　and　takes　the

nntrma－n．　ife．　a－ka－盾窒＝@as　its　source　of　actuality．　Thus，　the　system　of　the　triple－body

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



is　peτfect　and　s瓢壬ficient；the　o且e－body◎r　two－body　theories　are　i鵬fficient

for　the　purpose　of　explaining　the　essential　vlrtues　of　the　Buddhahood，

while　other　theoeries　that　observe　the　four　or　rnore　bodles　assume　more　bodies

than　are　required　for　the　s蹴e　p即ose．　The圭dea　of　the　5爵鋤・鱒盈嬢

is　deeply　associa’ted　Nvith　the　bodhisattva　career　altd　accordingly　it　ls　the

most　lmportant　kdya　｛rom　the　soteyiologlcal　viewpolnt．

　　Now，　Mahayana　Buddh．ism　declares　that　every　sentieRt　bein．o　shoulcl

f1nally　attain　the　Buddhahood，　whlch，　according　to　this　school，　will　be

reached　by‘‘the　turning　round　o至。且e’s　own　fo照dat圭。ガ’（δ翻αly腐μr鋤τ漉）．

Bttt　how　is　it　possib｝e？Probably　ln　answer　to　this，　2t　was　tau．crht　that

every　belng　is　the　tatha－gata－garbha　（the　embryo　of　tatha．crata）　and　thus　the

mind　of　tke　ordinary　being　is　ehe　germ　of　Buddhaliood．　Tke　tatha－gata－

garbha，　however，　is　a　fact　that　was　intuited　sole！y　through　the　Buddha’s

eye；　for　us，　the　ordinary　beings，　it　remains　a！ways　a　postttlate　a．nd　it

remains　to　be　realized　only　through　vigorous　pursuit．　This　is　the　xeasoR

why　the　Yogacara－vijfiana　school　pu’ts　emphasls　on　the　aRaly＄is　of　the

hUman　mind　Or窃ブ瓶襯　（knOW沁9，　CO鷺SC三〇USneSS）　a葺d　thrOugh　it◎n磁e

ana．Pys圭s　of　the　mundane　world，　The　Buddha’s　three吻as　axe　no　other

tha刀工he　result　o墾the　turniRg　rouRd　of宅hese瞬が認篇，　the　founδatio穏、　o董

belngs，　into　the　four　＄orts　ef　sRpreme　wisdom，　’the　esseltce　o£　the　’Suddha．

Inおhe　Tathagaねgarbha　the◎ry　lt　seems　that宅he　word誘rαッα一門漉山側or

－ParivTtti　denotes　turniRg　round　from　above，　i．　e．　the　emanatioR　of　the　world

from　the　Buddhah◎od呈tself，猛the　Yog護。激a－v櫛融a　sc蘇GO三it　means　t◎turn

the　contaminated　round　into　the　purified　and　consumrnated，　1．　e．　to　ttirn

round　from　be至ow．　Here，　the　wiフ飯襯5，　eight　in　number，　inclucle認αツa一η癖の．la

（receptacle・consciousness），隅棚zanas（stained　ego・gr・asping），　a難d　s量x　o宅h鍵

ordinary　sense－perceptions．　And　the　systern　of　the　three　Buddha－bodie＄　seems

to　reflect，　b就in　reverse，　th圭s　syste組。｛eight勿鑑海膨5．
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