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◇
は
じ
め
に

　

か
っ
て
宗
門
運
動
「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
の
基
本
大
綱
が
日
蓮
宗
中
央
伝
道
企
画
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
て
い
た
時
、

そ
の
基
本
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
「
近
年
と
み
に
生
命
（
い
の
ち
）
を
取
り
巻
く
状
況
が
悪
化
の
一
途
た
ど
っ
て
い
る
」
と
、
そ

れ
は
「
生
命
（
い
の
ち
）」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
現
在
は
、
そ
れ
を
受
け
「
ま
さ
に
今
『
立
正
安
国
』
奏
進
七
五
〇
年
、
宗
祖
ご
降
誕
八

〇
〇
年
の
慶
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
の
時
、
日
蓮
宗
は
、
法
華
経
に
説
か
れ
る
『
生
命
の
絶
対
尊
重
』
を
基
本
理
念
と
し
、『
立
正
安

国
の
実
現
』
を
眼
目
と
す
る
信
仰
運
動
の
第
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
宗
門
運
動
の
基
本
テ
ー
マ
も
生
命
（
い
の

ち
）
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
宗
内
に
お
い
て
、
こ
の
生
命
（
い
の
ち
）
な
る
も
の
が
、
い
ま
ま
で
具
体
的
に
問
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
仏

教
と
い
う
宗
教
か
ら
、「
生
命
（
い
の
ち
）
と
は
何
か
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

い
ま
敢
え
て
「
論
及
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
仏
教
と
い
う
宗
教
を
思
想
信
条
か
ら
論
及
す
る
こ
と
と
区
別
し
た

い
か
ら
で
あ
る
。
思
想
信
条
か
ら
の
論
及
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
言
え
ば
、「
臓
器
移
植
に
つ
い
て
は
、
自
己
決
定
に
よ
る
場
合
、
仏

研
究
ノ
ー
ト
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教
の
慈
悲
心
に
も
か
な
う
行
為
と
認
識
し
、
脳
死
段
階
か
ら
の
移
植
医
療
に
道
を
開
く
こ
と
に
は
反
対
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、「
仏

教
の
慈
悲
心
に
も
か
な
う
行
為
」
と
い
う
論
及
の
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
文
言
は
平
成
四
年
脳
死
臨
調
答
申
（
脳
死
患
者
か
ら
の
臓
器
移
植
の
容
認
）
を
受
け
て
行
っ
た
、
日
蓮
宗
勧
学
院
第
二
回
答
申
の

一
部
で
あ
る
。
以
下
に
全
文
を
挙
げ
よ
う
。

　

平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
八
月
、
日
蓮
宗
勧
学
院
は
宗
務
総
長
の
諮
問
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
答
申
を
し
た
。
①
脳
死
を
も
っ
て
人
の

死
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
、
未
だ
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
死
の
概
念
の
重
大
な
変
更
に
あ
た
っ
て
、
医
学
に
の
み
そ
れ
を
委
ね

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

　

②
臓
器
移
植
に
つ
い
て
は
、
自
己
決
定
に
よ
る
場
合
、
仏
教
の
慈
悲
心
に
も
か
な
う
行
為
と
し
て
認
識
し
、
脳
死
段
階
か
ら
の
移
植
医

療
に
道
を
開
く
こ
と
に
は
反
対
し
な
い
。
こ
と
は
、
宗
教
、
哲
学
、
倫
理
、
社
会
、
文
化
な
ど
に
幅
広
く
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
多
数

決
で
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
法
華
経
弘
通
者
の
立
場
か
ら
、
今
後
と
も
科
学
主
義
、
理
性
主
義
、
人
間
機
械
論
の
行
き

過
ぎ
を
監
視
し
な
が
ら
、
関
係
機
関
の
動
き
を
み
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。（
第
六
回
勧
学
院
研
修
会
議
講
演
録
参
照
）

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
論
及
が
具
体
的
で
は
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
が
医
療
と
し
て
の
論
及
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
「
臓
器

移
植
に
つ
い
て
は
、
自
己
決
定
に
よ
る
場
合
、
仏
教
の
慈
悲
心
に
も
か
な
う
行
為
と
し
て
認
識
し
、
脳
死
段
階
か
ら
の
移
植
医
療
に
道
を

開
く
こ
と
に
は
反
対
し
な
い
」
な
ど
は
、
仏
教
の
慈
悲
心
と
い
う
思
想
信
条
に
よ
っ
て
、
現
代
の
移
植
医
療
の
可
否
を
論
じ
よ
う
と
す
る

方
法
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
脳
死
段
階
に
お
け
る
移
植
医
療
へ
の
道
を
開
く
こ
と
は
、
現
代
医
学
の
治
療
の
限
界
が
そ
こ
に
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
移
植
医
療
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
、
い
ま
ま
で
私
た
ち
が
受
け
入
れ
て
き
た
「
心
臓
死
」（
心
臓
が
動
か
な
く
な
り
、
呼
吸
が
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止
ま
り
、
瞳
孔
が
散
大
し
て
光
に
反
応
し
な
い
状
態
）
の
死
か
ら
、「
脳
死
」（
脳
幹
を
含
む
の
脳
全
体
の
機
能
が
停
止
し
、
も
と
に
戻
ら

な
い
と
判
断
さ
れ
た
状
態
）
の
死
へ
と
、
死
の
判
定
基
準
を
変
更
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
現
代
医
学
の
治
療
の
限
界
が
臓
器
移
植
に
あ
っ
て
、
そ
の
移
植
医
療
が
効
果
的
に
行
わ
れ
る
た
め
に
、
死
の
判
定
基
準
を

心
臓
死
か
ら
脳
死
段
階
へ
と
変
更
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
仏
教
の
慈
悲
心
に
も
か
な
う
行
為
と
認
識
す
る
」
と

論
及
す
る
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
私
の
疑
問
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
あ
る
も
の
は
現
代
医
学
（
神
経
生
理
・
生
化
学
的
な
病
因
論
に
立
脚
し
た
医
科
学
）
の
限
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
界
に
対
応
す

る
答
え
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
仏
教
と
い
う
宗
教
が
過
去
に
医
療
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
文
化
史
的
な
事

例
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

と
く
に
近
年
は
、
仏
教
と
い
う
宗
教
を
思
想
信
条
と
し
て
論
ず
る
傾
向
が
強
い
た
め
、
医
療
や
環
境
問
題
、
さ
ら
に
は
平
和
と
戦
争
な

ど
の
社
会
問
題
へ
の
仏
教
者
の
提
言
は
、
医
療
問
題
な
ど
の
よ
う
に
生
命
（
い
の
ち
）
を
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
扱
う
分
野
で
は
、「
仏
教
の
そ

う
い
う
お
話
」
と
い
う
程
度
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
仏
教
が
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
生
命
（
い
の
ち
）
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ

て
き
た
か
を
そ
の
時
代
の
医
療
と
の
関
わ
り
か
ら
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
。

　

そ
の
た
め
一
昨
年
は
「
律
蔵
群
に
見
え
る
イ
ン
ド
仏
教
の
医
療
観
」
に
つ
い
て
と
題
し
て
、
律
蔵
群
に
見
え
る
イ
ン
ド
仏
教
の
医
療
観
、

そ
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
究
し
た
。
と
く
に
「
耆
婆
の
治
療
と
教
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
で
は
、
耆
婆
は
釈
尊
の

主
治
医
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
僧
た
ち
の
医
師
で
も
あ
り
、
そ
の
医
療
は
王
族
と
仏
教
教
団
内
の
僧
侶
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
一
般
の
民
衆
が
耆
婆
の
医
療
を
受
診
す
る
に
は
、
出
家
し
具
足
戒
を
た
も
ち
僧
侶
と
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
実
際
に
病
気
に
な
っ
た

者
が
耆
婆
の
医
療
を
受
け
る
た
め
に
出
家
し
、
こ
ん
ど
は
病
気
が
治
っ
て
し
ま
う
と
出
家
を
捨
て
て
還
俗
し
た
者
が
多
く
い
た
。
そ
こ
で

釈
尊
は
教
団
の
統
制
を
は
か
る
た
め
に
、
病
人
へ
と
出
家
具
足
戒
を
授
け
た
も
の
に
越
毘
尼
罪
を
設
け
、
こ
れ
を
禁
じ
た
。
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こ
れ
は
耆
婆
の
医
療
の
社
会
性
に
つ
い
て
の
事
例
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
釈
尊
が
世
間
的
に
病
気
を
治
す
こ
と
で
保
た
れ
る
生
命
（
い

の
ち
）
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
耆
婆
に
「
汝
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
医
療
を
施
し
な
さ
い
」
と
言
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
病
人
に
具
足
戒
を
授
け
た
僧
侶
に
越
毘
尼
罪
ま
で
設
け
て
病
人
の
出
家
を
禁
じ
た
。
つ
ま
り
、
釈
尊
は
世
間
的
な
生
命
（
い
の
ち
）

を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
生
命
（
い
の
ち
）
を
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
﹇
仏
教
教
団
の
治
療
法
の
受
容
に
つ
い
て
﹈
で
は
、
闡
陀
母
と
い
う
比
丘
尼
が
医
師
の
よ
う
に
よ
く
病
気
を
治
し
、
王
家
・
大

臣
家
・
居
士
家
か
ら
莫
大
な
供
養
を
受
け
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
、
釈
尊
は
「
僧
侶
が
病
気
を
治
す
こ
と
（
活
命
）」
を
禁
じ
て
い
る
。

と
く
に
「
医
師
の
よ
う
に
病
気
を
治
す
（
不
得
作
醫
師
活
命
）」
と
い
い
、、
比
丘
尼
の
場
合
は
波
夜
提
、
比
丘
の
場
合
は
越
毘
尼
罪
と
い

う
戒
法
ま
で
設
け
て
禁
止
し
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
釈
尊
は
「
医
学
（
医
方
）
と
は
外
道
の
教
え
で
あ
っ
て
、
出
家
の
法
で
は
な
い
」
か
ら
だ
と
い
い
、
加
え
て
出

家
の
法
と
は
大
愛
道
の
こ
と
で
あ
り
、
大
愛
道
と
は
釈
尊
が
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
仏
教
の
こ
と
だ
と
い
う
。
仏
教
教
団
の
目
的
は
、
僧
侶

自
ら
が
生
死
の
輪
廻
を
越
え
、
自
ら
実
践
し
た
そ
の
教
え
を
世
間
へ
と
伝
え
広
め
る
こ
と
に
あ
り
、
医
師
の
よ
う
に
活
命
す
る
こ
と
で
は

な
い
と
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
の
積
み
あ
げ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
生
命
（
い
の
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
生
命
は
、
病
気
を
治
す
こ
と
で

保
た
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
釈
尊
は
大
愛
道
（
仏
教
の
こ
と
）
に
よ
っ
て
生
死
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
生
命

（
い
の
ち
）
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
気
づ
い
て
み
る
と
、
仏
教
教
団
が
採
用
し
た
医
療
の
目
的
は
、
単
に
活
命
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
で
は
な
く
、

僧
た
ち
が
大
愛
道
を
歩
み
出
家
の
大
願
を
成
就
す
る
た
め
に
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
生
命
（
い
の
ち
）、
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身

（
い
の
ち
）
を
養
う
た
め
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。
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ま
た
昨
年
は
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
み
る
医
療
観
│
義
浄
三
蔵
が
み
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
ー
と
題
し
て
、
義
浄
三
蔵
が
報

告
し
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
観
、
そ
の
生
命
（
い
の
ち
）
に
つ
い
て
論
究
し
た
。

　

ま
ず
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
施
さ
れ
て
い
た
医
療
（
医
方
）
の
診
療
科
目
は
、
現
代
の
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ

ー
ダ
の
根
本
聖
典
と
な
っ
て
い
る
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』（suśuruta-sam

・hitā　

三
〜
四
世
紀
成
立
）『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ

タ
ー
』（charaka-sam
・hitā　

五
世
紀
成
立
）
の
イ
ン
ド
の
二
大
古
典
医
学
書
と
同
様
の
科
目
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
医
方
明
の
テ

キ
ス
ト
も
お
お
よ
そ
同
様
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
近
年
の
文
献
的
な
研
究
で
は
、
義
浄
を
し
て
「
斯
之
八
術
先
爲
八
部
。
近
日
有
人
略
爲
一
夾
」、
と
言
わ
し
め
た
こ
の
テ
キ

ス
ト
は
、
バ
ー
グ
バ
タ
（V

āgbhat・a

）
の
『
八
科
精
髄
集
』（Skt. A

st・・ān

・gā-hrd・
・aya-sam

・hitā T
ib. Y

an-lag brgyad-pahi sñin

・-po 

badus-pa shes-dya-ba

）
で
あ
り
、
さ
き
の
『
ス
シ
ュ
ル
タ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
と
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
に
含
ま
れ
る
医
学
的

知
識
を
七
世
紀
頃
に
集
大
成
し
た
文
献
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
『
八
科
精
髄
集
』
に
さ
き
の
医
学
書
を
加
え
て

三
大
医
学
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
『
八
科
精
髄
集
』
の
病
因
論
と
は
、
律
蔵
群
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
四
大
理
論
（
地
大
・
水
大
に
支
え
ら
れ
た
病
因
論
か

ら
、
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
（
地
大
を
除
い
た
三
大
）
に
支
え
ら
れ
た
病
因
論
へ
と
調
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
四
大
理
論
や
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
（
三
大
要
素
）
理
論
に
支
え
ら
れ
た
医
療
の
具
体
的
な
治
療
の
あ
り
方
が
ど
の
様

な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
基
本
的
に
は
未
病
を
癒
す
と
い
う
養
生
の
考
え
方
に
徹
し
て
お
り
、
身
体
の
不
調
を
感
じ
た
と
き
に
は
、

さ
き
の
よ
う
に
そ
の
ヒ
ト
の
体
質
に
適
し
た
食
事
と
、
季
節
や
時
間
帯
に
も
と
づ
い
た
生
活
に
よ
っ
て
癒
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
医
療
を
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
は
ど
の
様
に
受
容
さ
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
玄
奘
三
蔵
や

義
浄
三
蔵
が
見
聞
し
た
医
方
明
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
義
浄
は
「
そ
の
八
つ
の
診
療
科
目
（
八
術
）
は
、
八
部
の
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て

06　影山.indd   8106　影山.indd   81 10.6.4   2:34:29 PM10.6.4   2:34:29 PM



現代宗教研究　第43号（2009.3）　　82

い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
あ
る
人
が
そ
れ
を
要
約
し
、
一
冊
（
一
夾
）
の
テ
キ
ス
ト
に
し
た
。
イ
ン
ド
（
五
天
）
で
は
、
み
な
こ
の
医
学

を
な
ら
い
技
術
を
修
め
て
い
る
。
た
だ
こ
の
医
学
を
な
ら
い
修
め
る
と
、
そ
れ
を
生
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
西
イ
ン
ド
で
は
医
師
が
尊

ば
れ
、
か
ね
て
商
客
を
重
ず
る
の
で
殺
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
に
も
利
益
が
あ
り
、
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
の
医
方
明
の
功
学
を
用
い
て
人
を
救
っ
て
も
、
こ
れ
は
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
の
で
、
悩
ん
だ
末
に
こ
れ
を
棄
て
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
僧
院
で
実
施
さ
れ
て
い
た
医
療
に
つ
い
て
、
義
浄
は
医
方
明
の
功
学
が
、
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
と
し
て
、

そ
の
医
方
明
を
棄
て
た
と
い
う
。
そ
れ
は
先
に
律
蔵
群
の
中
で
闡
陀
母
比
丘
尼
が
活
命
の
目
的
で
医
療
を
施
し
釈
尊
に
禁
じ
ら
れ
た
話
し

を
挙
げ
た
よ
う
に
、
義
浄
三
蔵
が
学
ん
だ
医
方
明
を
棄
て
た
と
い
う
真
意
も
こ
こ
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

ま
た
「
七
晨
旦
觀
蟲
」
に
は
、
僧
侶
が
水
を
濾
し
て
か
ら
飲
む
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
水
の
中
の
虫
を
殺
さ
な
い
よ
う
に

し
て
い
て
も
、
虫
は
勝
手
に
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
単
純
に
虫
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
護
る
こ
と
が
大
切
と
い
う
の
で
は

な
く
、
護
生
と
い
う
戒
め
を
遵
守
し
た
と
し
て
も
、
虫
は
水
の
中
で
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
護
生
へ
の
努
力
を
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
護
命
す
る
心
を
養
い
な
が
ら
、
日
々
の
生
活
の
中
で
犯
し
そ
う
に
な
る
過
ち
を
師
弟
が
共
に
助
け
合
い
、

ブ
ッ
タ
の
教
え
を
護
り
伝
え
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
言
う
。
そ
の
護
命
す
る
心
を
養
う
こ
と
で
、
生
命
（
い
の
ち
）
の
何
た
る
か
に
気
づ

け
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
の
積
み
あ
げ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
実
施
さ
れ
て
い
た
医
療
は
、
僧
侶
た
ち
は
仏
道
の

大
願
を
成
就
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
四
大
、
ま
た
は
三
大
論
に
支
え
ら
れ
た
医
学
理
論
に
よ
っ
て
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
生
命
（
い
の
ち
）、

四
大
ま
た
は
三
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
い
の
ち
）
を
養
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
生
命
（
い
の
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
生
命
は
、
病
気
を
治
す
こ
と
で
保
た
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
律
蔵
群
で
釈
尊
は
大
愛
道
（
仏
道
修
行
）
に
よ
っ
て
生
死
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
生
命
（
い
の
ち
）
の
獲
得
を
目
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指
し
て
い
た
よ
う
に
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
の
目
的
も
、
単
に
活
命
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。「
二
十
七

先
體
病
源
」
で
義
浄
は
、
医
方
明
の
功
学
は
僧
侶
の
正
業
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
医
方
明
を
棄
て
た
（
於
此
醫
明
已
用
功
學
。
由
非
正

業
遂
乃
棄
之
。）
と
い
い
、
ま
た
先
の
「
七
晨
旦
觀
蟲
」
で
は
、
僧
侶
が
ど
れ
ほ
ど
護
生
に
努
め
て
も
虫
は
死
ん
で
し
ま
う
と
言
い
な
が

ら
、
そ
の
護
命
す
る
心
を
養
う
こ
と
で
、
生
命
（
い
の
ち
）
の
何
た
る
か
に
気
づ
け
る
（
無
心
護
命
日
日
招
愆
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
に
関
わ
る
事
例
を
拾
い
上
げ
て
ゆ
く
と
、
仏
教
の
救
済
の
あ
り
方
と
し
て
、
仏
教
と
い
う
宗
教

の
機
能
的
な
側
面
が
み
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
に
お
い
て
、
仏
教
は
四
大
ま
た
は
三
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

心
身
（
い
の
ち
）
の
救
済
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
生
死
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
超
え
た
生
命
の
気
づ
き
に
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

　

引
き
つ
づ
き
、
以
上
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
『
大
智
度
論
』
に
見
え
る
医
療
観
を
考
察
し
、
龍
樹
の
伝
え
る
イ
ン
ド
の
仏
教
医

療
、
そ
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
ど
の
様
に
捉
え
て
い
る
か
考
察
し
よ
う
。

１　
『
大
智
度
論
』
に
み
る
四
大
と
四
百
四
病
に
つ
い
て

　

さ
き
の
義
浄
三
蔵
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
で
は
、「
四
大
の
不
調
に
は
、
一
に
窶
嚕
（
く
ろ gulm

a 

地
大
）、

二
に
は
燮
跛
（
へ
ん
ぱ kapha 

水
大
）、
三
に
は
畢
哆
（
ひ
っ
た pitta 

火
大
）、
四
に
は
婆
哆
（
ば
た vāta 

風
大
）
の
四
つ
が
あ
り
、

一
は
地
大
が
増
大
し
て
身
体
が
肥
る
地
大
病
、
二
に
は
水
大
が
積
も
っ
て
下
痢
を
し
た
り
浮
腫
ん
だ
り
す
る
水
大
病
、
三
に
は
火
大
が
盛

ん
に
な
り
発
熱
や
頭
痛
、
ま
た
心
臓
循
環
器
系
の
火
大
病
、
四
に
は
風
大
が
動
い
て
呼
吸
器
系
の
病
気
や
、
身
体
の
各
部
が
痛
む
な
ど
の

風
大
病
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
中
国
で
は
沈
重
、
痰

、
熱
黄
、
気
発
と
呼
ば
れ
る
病
気
で
あ
る
」
と
、
四
大
の
病
因
論
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。

　

そ
し
て
、
治
療
の
臨
床
場
面
で
は
「
一
般
的
な
臨
床
の
現
場
で
は
、
四
大
に
地
大
を
加
え
な
い
、
風
大
（
風
）・
火
大
（
熱
）・
水
大
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（

）
の
病
因
論
に
よ
る
応
用
が
行
わ
れ
、
病
気
の
種
類
も
気
発
・
熱
黄
・
痰

の
三
種
と
し
て
、
地
大
の
沈
重
（
身
体
の
意
味
）
は
水

大
の
痰

と
同
様
に
考
え
、
別
に
地
大
を
数
え
な
い
」
と
い
う
三
大
の
治
療
理
論
で
施
療
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』

「
二
十
八
進
藥
方
法
」
大
正
五
四　

二
二
四
Ａ
）。

　

つ
ま
り
、
当
時
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
仏
教
医
学
は
、
正
し
く
は
四
大
要
素
の
理
論
（catur-dos・a theory

）
の
基
礎
概
念
に
よ
っ
て
病
気

の
原
因
と
治
療
を
考
え
、
四
大
に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
治
療
理
論
と
し
て
は
、
現
代
イ
ン
ド
の
ア
ー

ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
と
同
様
に
風
大
（vāta

：
以
下
は
ヴ
ァ
ー
タ
）・
火
大
（pitta

：
以
下
は
ピ
ッ
タ
）・
水
大
（kapha

：
以
下
は
カ
パ
）

の
三
大
要
素
の
理
論
（tri-dos・a theory

：
以
下
ト
リ
・
ド
ー
シ
ャ
理
論
）
に
よ
る
医
療
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
病
因
論
は
、『
大
智
度
論
』
に
ど
の
様
な
形
で
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑴　
『
大
智
度
論
』
初
品
中
放
光
釋
論
第
十
四
之
餘
（
卷
第
八
）

「
初
品
の
中
の
『
光
を
放
ち
た
も
う
』
の
余
を
釈
す
」

　

病
が
愈
え
る
こ
と
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
病
に
二
種
あ
り
、
先
世
の
行
業
が
報
い
る
た
め
に
種
々
の
病
を
得
る
。
今
世
に
冷
・
熱
・

風
が
発
る
た
め
に
、
ま
た
種
々
の
病
を
得
る
。
今
世
の
病
に
二
種
あ
り
、
一
に
は
内
（
因
）
病
。
五
藏
が
調
わ
な
い
、
結
堅
に
よ
る
宿
疾

な
ど
で
あ
る
。
二
に
は
外
（
因
）
病
、
奔
車
逸
馬
よ
り
堆
壓
墜
落
し
、
兵
刃
・
刀
杖
な
ど
の
種
々
の
諸
病
で
あ
る
。
問
曰
。
ど
の
よ
う
な

因
縁
に
よ
っ
て
病
を
得
る
の
か
。
答
曰
。
先
世
に
好
ん
で
鞭
杖
・
拷
掠
・
閉
繋
を
行
い
、
種
々
に
悩
ま
し
た
た
め
に
、
今
世
に
病
を
得
る
。

現
世
の
病
は
、
身
を
将
い
か
た
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
飲
食
が
不
節
（
制
）
に
な
り
、
臥
し
た
り
起
き
た
り
す
る
こ
と
が
定
ま
ら
な
い
た

め
に
、
種
々
の
諸
病
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
四
百
四
病
が
あ
る
。

（
病
者
得
愈
。
病
有
二
種
。
先
世
行
業
報
故
。
得
種
種
病
。
今
世
冷
熱
風
發
故
。
亦
得
種
種
病
。
今
世
病
有
二
種
。
一
者
内
病
。
五
藏
不

調
結
堅
宿
疹
。
二
者
外
病
。
奔
車
逸
馬
堆
壓
墜
落
。
兵
刃
刀
杖
種
種
諸
病
。
問
曰
。
以
何
因
縁
得
病
。
答
曰
。
先
世
好
行
鞭
杖
拷
掠
閉
繋
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種
種
惱
故
。
今
世
得
病
。
現
世
病
不
知
將
身
。
飲
食
不
節
臥
起
無
常
。
以
是
事
故
得
種
種
諸
病
。
如
是
有
四
百
四
病
。
大
正
二
五　

一
一

九
Ｃ
）

　

こ
こ
で
は
、
病
気
は
先
世
の
行
業
の
報
い
と
、
今
世
の
冷
・
熱
・
風
が
発
（
お
こ
）
る
た
め
の
、
二
種
類
の
病
気
が
あ
る
と
い
う
。
さ

ら
に
そ
の
今
世
の
病
気
を
、
五
藏
が
調
わ
な
い
こ
と
、
結
堅
に
よ
る
宿
疾
な
ど
の
内
因
病
と
、
奔
車
逸
馬
よ
り
堆
壓
墜
落
し
、
兵
刃
・
刀

杖
な
ど
事
件
事
故
な
ど
の
外
因
病
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
。

　

先
世
に
好
ん
で
鞭
杖
・
拷
掠
・
閉
繋
を
行
う
な
ど
の
諸
業
よ
っ
て
、
今
世
に
病
気
に
な
る
。
ま
た
現
世
の
病
は
、
日
常
生
活
の
誤
っ
た

考
え
方
に
よ
っ
て
飲
食
が
不
節
（
制
）
に
な
り
、
起
居
が
不
規
則
に
な
っ
て
、
種
々
の
諸
病
を
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
病
気
に
は

四
百
四
病
が
あ
る
と
い
う
。

⑵　
『
大
智
度
論
』
初
品
中
十
方
菩
薩
来
釋
論
第
十
五
之
餘
（
卷
第
十
）

「
初
品
の
中
の
『
十
方
の
諸
の
菩
薩
来
る
』
の
余
を
釈
す
」

　

問
曰
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
「
少
悩
少
患
な
り
や
否
や
」
と
問
う
の
か
。
答
曰
。
病
に
は
二
種
が
あ
る
。
一
に
は
外
因
縁
の
病
、
二
に

は
内
因
縁
の
病
で
あ
る
。
外
因
と
は
、
寒
熱
・
飢
渇
・
兵
刃
・
刀
杖
・
墜
落
・
推
壓
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
種
々
の
外
患
を
悩
と
名

づ
け
る
。
ま
た
内
因
と
は
、
飲
食
の
不
節
制
や
、
臥
し
た
り
起
き
た
り
す
る
こ
と
が
定
ま
ら
な
い
た
め
に
四
百
四
の
病
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
種
々
を
内
因
の
病
と
名
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
病
は
、
身
に
有
り
て
皆
苦
で
あ
る
。
こ
の
故
に
「
少
悩
少
患
な
り
や
否
や
」

と
問
う
た
の
で
あ
る
。

　

問
曰
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
「
悩
な
く
、
病
な
き
や
」
と
問
わ
ず
し
て
、
少
悩
少
患
と
問
う
の
か
。
答
曰
。
聖
人
は
実
に
、
身
は
苦
の

本
で
あ
り
病
ま
ざ
る
時
は
な
い
と
知
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
こ
の
四
大
が
合
し
て
身
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
地
（
大
）・
水
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（
大
）・
火
（
大
）・
風
（
大
）
の
性
は
相
宜
し
き
か
ら
ず
。
各
々
が
相
害
す
る
こ
と
は
、
譬
え
ば
、
疽
・
瘡
な
ど
で
痛
ん
で
仕
方
が
な
い

時
、
も
し
薬
を
塗
れ
ば
少
し
は
差
や
さ
れ
る
も
の
が
、
塗
ら
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
愈
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
身
も
ま
た
こ
の

よ
う
に
、
常
に
病
ん
で
常
に
治
す
。
治
す
た
め
に
活
る
こ
と
が
で
き
る
。
治
さ
な
け
れ
ば
則
ち
そ
れ
は
死
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
「
無
悩

無
病
」
と
問
わ
な
い
の
で
あ
る
。

（
問
曰
。
何
以
問
少
惱
少
患
不
。
答
曰
。
有
二
種
病
。
一
者
外
因
縁
病
。
二
者
内
因
縁
病
。
外
者
寒
熱
飢
渇
兵
刃
刀
杖
墜
落
堆
壓
。
如
是

等
種
種
外
患
名
爲
惱
。
内
者
飲
食
不
節
臥
起
無
常
四
百
四
病
。
如
是
等
種
種
名
爲
内
病
。
如
此
二
病
有
身
皆
苦
。
是
故
問
少
惱
少
患
不
。

問
曰
。
何
以
不
問
無
惱
無
病
。
而
問
少
惱
少
患
。
答
曰
。
聖
人
實
知
身
爲
苦
本
無
不
病
時
。
何
以
故
。
是
四
大
合
而
爲
身
。
地
水
火
風
性

不
相
宜
。
各
各
相
害
。
譬
如
疽
瘡
無
不
痛
時
。
若
以
藥
塗
可
得
少
差
。
而
不
可
愈
。
人
身
亦
如
是
。
常
病
常
治
。
治
故
得
活
。
不
治
則
死
。

以
是
故
不
得
問
無
惱
無
病
。
大
正
二
五　

一
三
一
Ｂ
）

　

こ
こ
で
は
、
病
気
に
は
外
因
縁
と
内
因
縁
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
い
、
外
因
と
は
寒
熱
・
飢
渇
・
兵
刃
・
刀
杖
・
墜
落
・
推
壓
な
ど
の

事
件
事
故
の
こ
と
、
ま
た
内
因
と
は
飲
食
の
不
節
制
や
、
起
居
の
不
摂
生
に
よ
っ
て
四
百
四
の
病
気
が
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
聖
人
は
身

体
は
苦
の
本
で
あ
り
病
気
に
な
ら
な
い
時
は
な
い
と
知
る
と
い
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
身
体
は
地
水
火
風
の
四
大
が
合
成
し
て
出
来
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
の
性
は
相
宜
し
き
か
ら
ず
。
各
々
が
相
害
し
て
い
る
か
ら
病
気
に
な
る
と
い
う
。

⑶　
『
大
智
度
論
』
釋
勸
受
持
品
第
三
十
四
（
卷
第
五
十
八
）

「
勧
受
持
品
第
三
十
四
を
釈
す
」

　

四
百
四
病
と
は
、
四
大
は
身
の
こ
と
で
、
相
い
侵
害
し
な
が
ら
、
一
々
の
大
に
百
一
病
が
起
こ
る
。
冷
病
に
二
百
二
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
水
（
大
）
と
風
（
大
）
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
熱
病
に
も
二
百
二
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
地
（
大
）
と
火
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（
大
）
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
火
（
大
）
は
熱
相
で
あ
り
、
地
（
大
）
は
堅
相
で
あ
る
。
堅
相
は
消
し
が
た
く
、
消
し
が
た
い
た
め
に
、

よ
く
熱
病
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
血
・
肉
・
筋
・
骨
・
骸
髓
な
ど
は
地
（
大
）
の
分
で
あ
る
。
そ
の
業
報
を
除
く
と
は
、
一
切
法
は
和
合

の
因
縁
に
よ
っ
て
、
作
者
と
い
う
も
の
は
な
い
。
作
者
が
な
い
た
め
に
、
必
ず
業
報
を
受
け
、
仏
が
救
う
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。

で
は
般
若
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
業
報
を
受
け
る
、
受
け
な
い
か
は
先
に
す
で
に
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
官
事
が
起
き
る
の
は
、

般
若
波
羅
蜜
を
誦
す
力
の
た
め
に
、
起
こ
る
に
し
た
が
っ
て
皆
滅
す
の
で
あ
る
。

（
四
百
四
病
者
。
四
大
爲
身
常
相
侵
害
。
一
一
大
中
百
一
病
起
。
冷
病
有
二
百
二
。
水
風
起
故
。
熱
病
有
二
百
二
。
地
火
起
故
。
火
熱
相

地
堅
相
。
堅
相
故
難
消
。
難
消
故
能
起
熱
病
。
血
肉
筋
骨
骸
髓
等
地
分
。
除
其
業
報
者
。
一
切
法
和
合
因
縁
生
無
有
作
者
。
無
有
作
者
故

必
受
業
報
。
佛
所
不
能
救
。
何
況
般
若
。
必
受
業
報
不
必
受
業
報
先
已
説
。
官
事
起
者
。
誦
般
若
波
羅
蜜
力
故
随
起
皆
滅
。
大
正
二
五　

四
七
〇
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
四
百
四
病
と
は
四
大
の
身
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
四
大
が
相
い
侵
害
す
る
た
め
に
、
四
大
の
各
に
百
一
病
が
起
こ
る
と

い
う
。
さ
ら
に
冷
病
に
二
百
二
が
あ
り
、
そ
れ
は
水
大
と
風
大
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
熱
病
に
も
二
百
二
が
あ
り
、
そ
れ
は
地
大
と
火
大
が

起
こ
る
と
い
う
。
火
大
は
熱
相
で
あ
り
、
地
大
は
堅
相
で
あ
る
。
堅
相
は
消
し
が
た
く
、
消
し
が
た
い
た
め
に
、
よ
く
熱
病
を
起
こ
す
の

で
あ
る
。
血
・
肉
・
筋
・
骨
・
骸
髓
な
ど
は
地
大
の
分
で
あ
る
な
ど
、
四
大
の
和
合
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

⑷　
『
大
智
度
論
』
釋
校
量
舎
利
品
第
三
十
七
（
卷
第
五
十
九
）

「
校
量
舎
利
品
第
三
十
七
を
釈
す
」

　

如
意
珠
は
よ
く
四
百
四
病
を
除
く
。
根
本
の
四
病
は
風
・
熱
・
冷
・
雑
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
は
ま
た
よ
く
八
萬
四
千
病
を
除
く
。
根

本
の
四
病
と
は
、
貪
・
瞋
・
癡
・
等
分
で
あ
る
。
婬
欲
（
貪
）
病
は
二
万
一
千
に
分
け
ら
れ
、
瞋
恚
病
も
二
万
一
千
に
分
け
ら
れ
、
愚
癡
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病
も
二
万
一
千
に
分
け
ら
れ
、（
貪
・
瞋
・
痴
の
）
等
分
病
も
二
万
一
千
に
分
け
ら
れ
る
。

（
如
寶
珠
能
除
四
百
四
病
。
根
本
四
病
風
熱
冷
雜
。
般
若
波
羅
蜜
亦
能
除
八
萬
四
千
病
。
根
本
四
病
貪
瞋
癡
等
分
。
婬
欲
病
分
二
萬
一
千
。

瞋
恚
病
分
二
萬
一
千
。
愚
癡
病
分
二
萬
一
千
。
等
分
病
分
二
萬
一
千
。
大
正
二
五　

四
七
八
Ｂ
）

　

こ
こ
で
は
、
根
本
の
四
病
は
風
大
・
熱
（
火
大
）・
冷
（
水
大
）・
雑
（
地
大
）
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
四
百
四
病
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ

が
ま
た
八
萬
四
千
の
病
で
あ
る
と
い
う
。

⑸　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
檀
波
羅
蜜
法
施
之
餘
（
卷
第
十
二
）

「
初
品
の
中
の
檀
波
羅
蜜
の
法
施
の
余
を
釈
す
」

　

仏
は
毒
蛇
喩
経
に
中
に
説
い
て
い
る
。「
人
あ
り
、
王
に
お
い
て
罪
を
得
る
。
王
は
一
つ
の
竹
の
箱
（
篋
）
を
掌
護
さ
せ
た
。
篋
に
中

に
は
四
匹
の
毒
蛇
が
お
り
、
王
は
罪
人
に
命
（
勅
）
じ
て
看
視
し
養
育
さ
せ
た
。
こ
の
人
は
思
惟
し
『
四
匹
の
蛇
に
は
近
づ
き
が
た
い
、

近
づ
け
ば
則
ち
人
を
害
し
、
一
匹
で
も
な
お
養
い
が
た
い
。
況
わ
ん
や
四
匹
で
は
尚
更
で
あ
る
』
と
。
す
な
わ
ち
、
竹
の
箱
を
棄
て
て
走

れ
ば
、
王
は
五
人
に
刀
を
抜
か
せ
て
そ
れ
を
追
わ
せ
た
。（
中
略
）
王
と
は
魔
王
で
あ
り
、
竹
の
箱
と
は
人
身
で
あ
る
。
四
の
毒
蛇
と
は

四
大
で
あ
り
、
五
の
抜
刀
の
賊
と
は
五
陰
（
衆
）、
一
人
の
口
善
に
し
て
心
悪
な
る
は
、
こ
れ
染
著
、
空
聚
は
こ
れ
六
情
、
賊
は
こ
れ
六

塵
、
一
人
愍
ん
で
こ
れ
を
語
れ
ば
善
師
と
な
し
、
大
河
は
こ
れ
愛
、
筏
は
こ
れ
八
正
道
、
手
足
を
も
っ
て
勤
め
て
渡
る
は
こ
れ
精
進
、
此

岸
は
こ
れ
世
間
、
彼
岸
は
こ
れ
涅
槃
、
度
る
は
漏
の
尽
き
た
阿
羅
漢
で
あ
る
。
菩
薩
の
法
の
中
も
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
如
佛
説
毒
蛇
喩
經
中
。
有
人
得
罪
於
王
。
王
令
掌
護
一
篋
。
篋
中
有
四
毒
蛇
。
王
敕
罪
人
令
看
視
養
育
。
此
人
思
惟
。
四
蛇
難
近
。
近

則
害
人
。
一
猶
叵
養
。
而
況
於
四
。
便
棄
篋
而
走
。
王
令
五
人
拔
刀
追
之
。
復
有
一
人
口
言
附
順
。
心
欲
中
傷
而
語
之
言
。
養
之
以
理
此

亦
無
苦
。
其
人
覺
之
馳
走
逃
命
。
至
一
空
聚
有
一
善
人
方
便
語
之
。
此
聚
雖
空
是
賊
所
止
處
。
汝
今
住
此
必
爲
賊
害
慎
勿
住
也
。
於
是
復
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去
至
一
大
河
。
河
之
彼
岸
即
是
異
國
。
其
國
安
樂
坦
然
清
淨
無
諸
患
難
。
於
是
集
衆
草
木
縛
以
爲
筏
進
。
以
手
足
竭
力
求
渡
。
既
到
彼
岸

安
樂
無
患
。
王
者
魔
王
。
篋
者
人
身
。
四
毒
蛇
者
四
大
。
五
拔
刀
賊
者
五
衆
。
一
人
口
善
心
惡
者
。
是
染
著
空
聚
是
六
情
。
賊
是
六
塵
。

一
人
愍
而
語
之
是
爲
善
師
。
大
河
是
愛
。
筏
是
八
正
道
。
手
足
懃
渡
是
精
進
。
此
岸
是
世
間
。
彼
岸
是
涅
槃
。
度
者
漏
盡
阿
羅
漢
。
菩
薩

法
中
亦
如
是
。
大
正
二
五　

一
四
五
Ｃ
）

　

こ
こ
で
は
、『
毒
蛇
喩
経
』
を
引
用
し
て
、
王
様
が
罪
人
に
「
竹
で
編
ん
だ
箱
の
中
に
四
匹
の
毒
蛇
を
入
れ
て
持
た
せ
る
」
と
い
う
罰

を
与
え
た
と
い
う
。
す
る
と
、
こ
の
罪
人
は
、
こ
の
箱
の
中
の
四
匹
の
蛇
を
恐
れ
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
毒
蛇
の
箱
を
棄
て
て
逃
げ
る
と
、

王
様
は
五
人
に
刀
を
抜
か
せ
て
そ
れ
を
追
わ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
王
様
と
は
魔
王
で
あ
り
、
箱
と
は
人
身
で
あ
り
、
四
の
毒
蛇
と
は
四
大

で
あ
り
、
五
の
抜
刀
の
賊
と
は
五
陰
（
衆
）
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

　

人
身
は
四
大
の
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
五
陰
に
よ
っ
て
苦
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

⑹　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
三
十
七
品
第
三
十
一
（
卷
第
十
九
）

「
初
品
の
中
の
三
十
七
品
を
釈
す
」

　

復
次
に
、
眼
等
の
五
情
を
内
身
、
色
等
の
五
塵
を
外
身
と
す
る
。
四
大
を
内
身
、
四
大
の
造
色
を
外
身
と
す
る
。
苦
楽
の
覚
る
処
を
内

身
、
苦
楽
の
覚
ら
な
い
処
を
外
身
と
す
る
。
自
身
や
眼
等
の
諸
根
を
内
身
、
妻
子
、
財
宝
、
田
宅
な
ど
所
用
の
物
は
外
身
と
す
る
。
そ
の

理
由
が
何
か
と
い
え
ば
、
一
切
の
色
法
は
、
尽
く
し
て
こ
れ
身
念
処
で
あ
る
。
行
者
は
こ
れ
内
身
の
浄
、
常
楽
の
我
あ
る
を
求
め
る
。
つ

ま
び
ら
か
に
悉
く
求
む
る
も
の
都
て
不
可
得
で
あ
る
。

（
復
次
眼
等
五
情
爲
内
身
。
色
等
五
塵
爲
外
身
。
四
大
爲
内
身
。
四
大
造
色
爲
外
身
。
覺
苦
樂
處
爲
内
身
。
不
覺
苦
樂
處
爲
外
身
。
自
身

及
眼
等
諸
根
是
爲
内
身
。
妻
子
財
寶
田
宅
所
用
之
物
。
是
爲
外
身
。
所
以
者
何
。
一
切
色
法
盡
是
身
念
處
故
。
行
者
求
是
内
身
有
淨
常
樂

06　影山.indd   8906　影山.indd   89 10.6.4   2:34:30 PM10.6.4   2:34:30 PM



現代宗教研究　第43号（2009.3）　　90

我
。
審
悉
求
之
都
不
可
得
。
大
正
二
五　

二
〇
二
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
眼
等
の
五
情
が
内
身
で
あ
り
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
苦
楽
を
覚
る
処
で
あ
る
。
色
等
の
五
塵
が
外
身
で
あ
り

四
大
の
造
色
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
苦
楽
の
覚
ら
な
い
処
で
あ
る
。
一
切
の
色
法
は
、
す
べ
て
が
身
念
処
で
あ
り
、
行
者
は
自
身

の
内
身
の
浄
、
常
楽
の
我
あ
る
を
求
め
る
と
、
四
大
和
合
の
精
神
性
（
内
心
）
と
、
四
大
和
合
の
造
色
の
身
体
性
（
外
身
）
に
つ
い
て
、

解
説
し
て
い
る
。

⑺　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
三
十
七
品
第
三
十
一
（
卷
第
十
九
）

「
初
品
の
中
の
三
十
七
品
を
釈
す
」

　

菩
薩
摩
訶
薩
は
、
四
念
処
を
行
じ
て
、
こ
の
内
身
を
観
ず
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
身
の
悪
露
を
観
ず
れ
ば
、
一
つ
と
し
て
浄
い
處

は
な
い
。
骨
幹
・
肉
塗
・
筋
纒
・
皮
裏
は
、
先
世
の
有
漏
業
の
因
縁
を
受
け
る
。
今
世
は
沐
浴
・
華
香
・
衣
服
・
飲
食
・
臥
具
・
医
薬
等

の
所
成
で
あ
る
。
車
の
両
輪
が
あ
っ
て
牛
力
が
牽
い
て
よ
く
至
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
世
の
因
縁
を
も
っ
て
身
車
を
成
じ
、
識
牛
に
牽
か

れ
て
周
旋
し
往
反
す
る
。
こ
の
身
は
四
大
和
合
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
水
沫
聚
が
虚
で
あ
る
よ
う
に
堅
固
で
は
な
い
。
こ
の
身
は
無
常
で
あ

り
、
久
し
く
し
て
必
ず
破
壊
し
、
こ
の
身
相
は
身
中
に
不
可
得
で
あ
る
。
ま
た
外
に
在
ら
ず
、
ま
た
中
間
に
在
ら
ず
。
身
は
自
ら
覚
ら
ず
、

無
知
無
作
で
あ
る
こ
と
は
、
薔
壁
瓦
石
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
菩
薩
摩
訶
薩
。
行
四
念
處
觀
是
内
身
無
常
苦
如
病
如
癰
。
肉
聚
敗
壞
不
淨
充
滿
九
孔
流
出
。
是
爲
行
廁
。
如
是
觀
身
惡
露
無
一
淨
處
。

骨
幹
肉
塗
筋
纒
皮
裹
。
先
世
受
有
漏
業
因
縁
。
今
世
沐
浴
華
香
衣
服
飲
食
臥
具
醫
藥
等
所
成
。
如
車
有
兩
輪
牛
力
牽
故
能
有
所
至
。
二
世

因
縁
以
成
身
車
。
識
牛
所
牽
周
旋
往
反
。
是
身
四
大
和
合
造
。
如
水
沫
聚
虚
無
堅
固
。
是
身
無
常
久
必
破
壞
。
是
身
相
身
中
不
可
得
。
亦

不
在
外
亦
不
在
中
間
。
身
不
自
覺
無
知
無
作
如
牆
壁
瓦
石
。
大
正
二
三　

二
〇
三
Ｂ
）
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こ
こ
で
は
、
四
大
和
合
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
身
体
は
、
水
の
飛
沫
の
よ
う
に
堅
固
で
は
な
く
、
必
ず
壊
れ
て
な
く
な
る
と
い
う
。

⑻　
『
大
智
度
論
』
初
品
中
十
想
釋
論
第
三
十
七
（
巻
第
二
十
三
）

「
初
品
の
中
の
十
想
を
釈
す
」

　

問
曰
。
諸
の
聖
人
あ
り
、
所
著
は
な
い
け
れ
ど
も
苦
し
み
は
あ
る
。
舎
利
弗
は
風
熱
病
に
苦
し
み
、
畢
陵
伽
婆
蹉
は
眼
痛
に
苦
し
み
、

羅
婆
那
跋
提
は
痔
病
に
苦
し
む
な
ど
で
あ
る
。
ど
の
様
な
こ
と
で
苦
し
み
が
な
い
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

答
曰
。
二
種
の
苦
が
あ
る
。
一
に
は
身
苦
、
二
に
は
心
苦
で
あ
る
。
こ
の
諸
の
聖
人
は
智
慧
の
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
憂
愁
・
嫉
妬
・
瞋
恚

な
ど
の
心
苦
は
な
い
が
、
す
で
に
先
世
の
業
と
因
縁
に
よ
っ
て
四
大
造
の
身
を
受
け
て
、
老
病
・
飢
渇
・
寒
熱
な
ど
の
身
苦
あ
り
、
身
苦

の
中
で
も
ま
た
薄
少
で
あ
る
。
人
の
了
了
に
他
に
債
を
負
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
こ
れ
を
償
い
も
っ
て
苦
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
人
が

債
を
負
う
こ
と
を
憶
は
な
け
れ
ば
、
債
主
に
彊
奪
さ
れ
て
瞋
り
悩
ん
で
苦
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
。

（
問
曰
。
有
諸
聖
人
。
雖
無
所
著
亦
皆
有
苦
。
如
舎
利
弗
風
熱
病
苦
。
畢
陵
伽
婆
蹉
眼
痛
苦
。
羅
婆
那
跋
提
痔
病
苦
。
云
何
言
無
苦
。
答

曰
。
有
二
種
苦
。
一
者
身
苦
。
二
者
心
苦
。
是
諸
聖
人
以
智
慧
力
故
。
無
復
憂
愁
嫉
妬
瞋
恚
等
心
苦
。
已
受
先
世
業
因
縁
四
大
造
身
。
有

老
病
飢
渇
寒
熱
等
身
苦
。
於
身
苦
中
亦
復
薄
少
。
如
人
了
了
知
負
他
債
償
之
不
以
爲
苦
。
若
人
不
憶
負
債
債
主
強
奪
瞋
惱
生
苦
。
大
正
二

五　

二
三
〇
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
舎
利
弗
の
風
熱
病
、
畢
陵
伽
婆
蹉
の
眼
痛
、
羅
婆
那
跋
提
の
痔
病
を
挙
げ
な
が
ら
、
苦
に
は
身
苦
と
心
苦
の
二
種
が

あ
り
、
聖
人
は
智
慧
の
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
憂
愁
・
嫉
妬
・
瞋
恚
な
ど
の
心
苦
は
な
い
が
、
す
で
に
先
世
の
業
と
因
縁
に
よ
っ
て
四
大
和

合
の
身
体
を
受
け
て
、
老
病
・
飢
渇
・
寒
熱
な
ど
の
身
苦
は
あ
る
と
い
う
。（
舎
利
弗
の
風
熱
病
、
秋
病
は
、
仏
教
教
団
が
イ
ン
ド
医
療

を
取
り
入
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。）

06　影山.indd   9106　影山.indd   91 10.6.4   2:34:30 PM10.6.4   2:34:30 PM



現代宗教研究　第43号（2009.3）　　92

⑼　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
四
縁
義
第
四
十
九
（
卷
第
三
十
二
）

「
初
品
の
中
の
四
縁
の
義
を
釈
す
」

　

復
た
あ
る
人
が
言
う
。
四
大
の
中
に
お
い
て
風
力
は
最
大
で
あ
る
。
色
香
味
が
な
い
た
め
に
動
相
は
最
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
虚

空
が
無
辺
で
あ
る
よ
う
に
、
風
も
ま
た
無
辺
で
あ
る
。
一
切
の
生
育
、
成
敗
は
皆
風
に
由
る
。
大
風
の
勢
い
は
三
千
大
千
世
界
の
諸
山
を

摧
破
す
。

（
復
有
人
言
。
於
四
大
中
風
力
最
大
。
無
色
香
味
故
動
相
最
大
。
所
以
者
何
。
如
虚
空
無
邊
風
亦
無
邊
。
一
切
生
育
成
敗
皆
由
於
風
。
大

風
之
勢
摧
碎
三
千
大
千
世
界
諸
山
。
大
正
二
五　

三
〇
〇
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
四
大
の
中
に
お
い
て
風
（
大
）
力
は
最
大
で
あ
る
。
そ
れ
は
色
香
味
が
な
い
た
め
に
動
相
が
最
大
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

以
上
の
九
の
事
例
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
病
気
の
種
類
に
は
先
世
の
行
業
の
報
い
と
、
今
世
の
冷
・
熱
・
風
が
発
る
た
め
に
二

種
類
の
病
気
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
今
世
の
病
気
に
は
、
内
因
と
外
因
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
病
気
に
は
四
百
四
病

の
種
類
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
内
因
に
よ
る
病
気
と
は
飲
食
の
不
節
制
や
起
居
の
不
摂
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
病
気
で
あ
り
、
外
因
に
よ
る

病
気
と
は
寒
熱
・
飢
渇
・
兵
刃
・
刀
杖
・
墜
落
・
推
壓
な
ど
の
事
件
事
故
に
よ
っ
て
生
ず
る
病
気
で
あ
る
。

　

ま
た
四
百
四
の
病
気
は
そ
の
ま
ま
私
た
ち
の
身
体
そ
の
も
の
、
地
水
火
風
の
四
大
が
和
合
し
て
出
来
て
い
る
と
、
四
大
の
和
合
に
よ
る

病
因
論
が
、「
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
の
性
は
相
宜
し
き
か
ら
ず
。
各
々
が
相
害
し
て
い
る
か
ら
病
気
に
な
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
四
大
の
中
で
堅
相
で
あ
る
地
大
は
身
体
組
織
そ
の
も
の
で
血
・
肉
・
筋
・
骨
・
骸
髓
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
他
の
水

大
・
火
大
・
風
大
の
三
大
は
働
く
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
風
大
・
熱
（
火
大
）・
冷
（
水
大
）・
雜
（
地
大
）
の
病
気
は
「
根
本

の
四
病
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
四
百
四
病
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
八
萬
四
千
の
病
気
が
あ
る
と
い
う
。
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さ
ら
に
病
気
に
な
る
原
因
と
し
て
、
地
（
大
）・
水
（
大
）・
火
（
大
）・
風
（
大
）
の
の
四
大
が
和
合
し
て
身
体
と
な
り
、
そ
の
四
大

が
和
合
し
た
身
体
の
四
大
の
性
質
が
同
じ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
身
体
は
四
大
の
各
々
が
互
い
に
相
害
す
る
こ
と
で
、
常
に
病
ん

で
常
に
治
っ
て
い
る
か
ら
活
き
て
い
る
。
ま
た
舎
利
弗
の
風
熱
病
、
畢
陵
伽
婆
蹉
の
眼
痛
、
羅
婆
那
跋
提
の
痔
病
を
挙
げ
な
が
ら
、
四
大

の
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
身
体
の
苦
し
み
は
五
陰
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
と
い
う
。

　

眼
等
の
五
情
が
内
身
で
あ
り
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
苦
楽
を
覚
る
処
で
あ
る
。
色
等
の
五
塵
が
外
身
で
あ
り
四
大
の
造
色

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
四
大
和
合
の
精
神
性
（
内
心
）
と
、
四
大
和
合
の
造
色
の
身
体
性
（
外
身
）
と
な
る
。
ま
た
地
水
火
風
の

四
大
の
中
で
は
風
（
大
）
力
は
最
大
で
、
そ
れ
は
色
香
味
が
な
い
た
め
に
動
相
が
最
大
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
今
世
の
病
気
に
は
、
内
因
と
外
因
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
病
気
に
は
四
百
四
病
の
種
類
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に

内
因
に
よ
る
病
気
と
は
飲
食
の
不
節
制
や
起
居
の
不
摂
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
病
気
で
あ
り
、
外
因
に
よ
る
病
気
と
は
寒
熱
・
飢
渇
・
兵

刃
・
刀
杖
・
墜
落
・
推
壓
な
ど
の
事
件
事
故
に
よ
っ
て
生
ず
る
病
気
で
あ
る
と
、
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
病
気
に
な
る
原
因
と
し
て
、
地
（
大
）・
水
（
大
）・
火
（
大
）・
風
（
大
）
の
の
四
大
が
和
合
し
て
身
体
と
な
り
、
そ
の
四
大

が
和
合
し
た
身
体
の
四
大
の
性
質
が
同
じ
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
身
体
は
四
大
の
各
々
が
互
い
に
相
害
す
る
こ
と
で
、
常
に
病
ん
で
常
に

治
っ
て
い
る
か
ら
活
き
て
い
る
。

　

ま
た
眼
等
の
五
情
が
内
身
で
あ
り
四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
苦
楽
を
覚
る
処
で
あ
る
。
色
等
の
五
塵
が
外
身
で
あ
り
四
大
の

造
色
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
四
大
和
合
の
精
神
性
（
内
心
）
と
、
四
大
和
合
の
造
色
の
身
体
性
（
外
身
）
と
な
る
。
ま
た
地
水
火

風
の
四
大
の
中
で
は
風
（
大
）
力
は
最
大
で
、
そ
れ
は
色
香
味
が
な
い
た
め
に
動
相
が
最
大
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

そ
し
て
ま
た
、
⑻
の
『
大
智
度
論
』
初
品
中
十
想
釋
論
第
三
十
七
（
巻
第
二
十
三
）
で
は
、「
舎
利
弗
は
風
熱
病
に
苦
し
み
、
畢
陵
伽
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婆
蹉
は
眼
痛
に
苦
し
み
、
羅
婆
那
跋
提
は
痔
病
に
苦
し
む
」
と
あ
る
。
こ
の
中
の
「
舎
利
弗
の
風
熱
病
」
の
記
述
は
、『
摩
訶
僧
祇
律
』

な
ど
に
、
舎
利
弗
尊
者
や
比
丘
た
ち
が
、
夏
安
居
が
終
わ
っ
た
秋
時
に
、
王
舎
城
に
在
住
し
て
い
た
何
人
か
の
僧
が
風
病
（
秋
病
）
に
な

っ
た
。
僧
た
ち
は
飲
食
し
た
米
粥
な
ど
の
食
べ
た
も
の
を
吐
い
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
は
消
耗
し
、
や
つ
れ
、
皮
膚
の
色
が
悪
く
、
だ
ん

だ
ん
蒼
白
（
黄
疸
色
）
に
な
り
、
手
足
の
血
管
が
浮
き
で
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
病
気
の
た
め
に
、
釈
尊
は
五
種
の
基
本
薬
を
許
し
た

（
次
佛
住
舎
衞
城
。
爾
時
有
比
丘
在
聚
落
中
夏
安
居
訖
。
来
詣
舎
衞
。
欲
禮
覲
世
尊
。
時
有
檀
越
。
在
聚
落
中
作
福
舎
。﹇
中
略
﹈
比
丘
食

已
。
而
出
風
病
發
動
。
大
正
二
二　

三
五
一
Ｃ
）
と
い
う
記
述
と
同
様
で
あ
り
、
初
期
仏
教
教
団
が
そ
の
時
代
の
イ
ン
ド
医
学
の
知
識
に

従
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
記
述
で
も
あ
る
。

２　
『
大
智
度
論
』
に
み
る
四
大
の
病
因
論
と
薬
効
食
な
ど
に
つ
い
て

　

さ
き
の
よ
う
に
風
病
は
イ
ン
ド
の
気
候
が
外
因
と
な
り
、
比
丘
た
ち
が
秋
病
に
な
っ
た
と
き
、
釈
尊
は
そ
の
時
代
の
イ
ン
ド
医
学
の
知

識
に
従
い
、
薬
効
食
の
規
定
を
律
藏
の
中
に
取
り
入
れ
、
発
病
し
た
梵
行
乞
食
の
僧
た
ち
の
秋
時
病
の
治
療
や
そ
の
予
防
を
積
極
的
に
行

っ
た
。

　
『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
は
「
七
日
薬
」
と
は
、
酥
・
油
・
蜜
・
石
蜜
・
脂
・
生
酥
の
基
本
薬
を
挙
げ
、
病
に
罹
っ
た
比
丘
が
七
日
間
服
用

す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。（
七
日
藥
者
。
酥
油
蜜
石
蜜
脂
生
酥
。
酥
者
。
牛
水
牛
酥

羊
・
羊
酥
駱
駝
酥
。﹇
中
略
﹈
此
諸
藥
清
淨
無
食

氣
。
一
時
頓
受
得
七
日
服
。
故
名
七
日
藥
。
大
正
二
二　

二
四
四
Ｃ
）

　

こ
の
よ
う
な
病
因
論
と
薬
効
食
は
、『
大
智
度
論
』
に
ど
の
様
な
形
で
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑴　
『
大
智
度
論
』
初
品
總
説
如
是
我
聞
釋
第
三
（
卷
第
二
）

「
初
品
の
中
の
総
説
の
『
是
の
如
く
我
聞
け
り
』
を
釈
す
」
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仏
は
羅

羅
に
問
い
か
け
た
。
ど
う
し
て
羸
痩
す
る
の
か
と
。
羅

羅
は
仏
に
答
え
た
。
若
し
人
が
油
を
食
べ
れ
ば
力
を
得
る
、
酥
を

食
べ
れ
ば
好
色
を
得
る
、
麻
と
滓
菜
を
食
べ
れ
ば
、
色
力
が
な
く
な
る
。

（
佛
問
羅

羅
。
何
以
羸
痩
。
羅

羅
説
偈
答
佛　

若
人
食
油
則
得
力　

若
食
酥
者
得
好
色　

食
麻
滓
菜
無
色
力　

大
正
二
五　

七
〇
Ｃ
）

　

こ
こ
で
は
、
薬
効
食
と
し
て
の
酥
を
食
べ
る
と
身
体
が
元
気
に
な
る
（
好
色
）
と
い
う
。

⑵　
『
大
智
度
論
』
初
品
總
説
如
是
我
聞
釋
第
三
（
卷
第
二
）

「
初
品
の
中
の
総
説
の
『
是
の
如
く
我
聞
け
り
』
を
釈
す
」

　

放
牛
譬
喩
經
の
中
に
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
摩
伽
陀
國
の
王
、
頻
婆
娑
羅
は
仏
及
五
百
の
弟
子
を
請
す
る
こ
と
三
ヶ
月
、
王
は
新
し
い

乳
・
酪
・
酥
を
須
い
て
、
仏
及
比
丘
僧
に
供
養
し
た
。
諸
の
放
牛
人
に
語
っ
た
。
近
所
に
来
た
っ
て
住
み
な
さ
い
と
。
日
日
新
し
い
乳
・

酪
・
酥
を
送
り
お
わ
る
こ
と
三
ヶ
月
。

（
如
放
牛
譬
喩
經
中
説
。
摩
伽
陀
國
王
頻
婆
娑
羅
請
佛
三
月
。
及
五
百
弟
子
。
王
須
新
乳
酪
酥
供
養
佛
及
比
丘
僧
。
語
諸
放
牛
人
来
近
處

住
。
日
日
送
新
乳
酪
酥
。
竟
三
月
。
大
正
二
五　

七
三
Ｂ
）

　

こ
こ
で
は
、
乳
・
酪
・
酥
の
薬
効
食
が
あ
る
と
い
う
。

⑶　
『
大
智
度
論
』
初
序
品
中
縁
起
義
釋
論
第
一
（
巻
第
一
）

　

譬
え
ば
、
重
熱
の
膩
・
酢
・
鹹
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
風
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
軽
・
冷
・
甘
・
苦

渋
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
熱
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
軽
・
辛
・
苦
渋
・
熱
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
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冷
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。

（
譬
如
重
熱
膩
酢
鹹
藥
草
飲
食
等
。
於
風
病
中
。
名
爲
藥
。
於
餘
病
非
藥
。
若
輕
冷
甘
苦
澀
藥
草
飲
食
等
。
於
熱
病
名
爲
藥
。
於
餘
病
非

藥
。
若
輕
辛
苦
澀
熱
藥
草
飲
食
等
。
於
冷
病
中
名
爲
藥
。
於
餘
病
非
藥
。
大
正
二
五　

六
〇
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
重
熱
の
膩
・
酢
・
鹹
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
風
（
大
）
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
軽
・

冷
・
甘
・
苦
渋
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
熱
（
火
大
）
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
軽
・
辛
・
苦
渋
・
熱
の
薬

草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
冷
（
水
大
）
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
と
、
具
体
的
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

⑷　
『
大
智
度
論
』
初
品
中
十
想
釋
論
第
三
十
七
（
卷
二
十
三
）

「
初
品
の
中
の
八
念
の
下
を
釈
す
」

　

譬
え
ば
、
一
婆
羅
門
の
浄
潔
の
法
を
修
し
、
事
の
縁
が
あ
っ
て
不
浄
の
国
に
至
り
、
自
ら
思
っ
た
。「
我
れ
ま
さ
に
、
こ
の
不
浄
を
免

れ
る
こ
と
を
得
る
か
」
と
。
唯
だ
ま
さ
に
こ
れ
を
乾
食
す
れ
ば
、
清
浄
な
る
こ
と
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
老
母
は
白
髓
の
餅
を
売
る

の
を
見
て
、
こ
れ
に
語
っ
て
言
っ
た
。「
我
れ
は
因
縁
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
百
日
住
ん
で
い
る
。
常
に
こ
の
餅
を
作
っ
て
送
り
来
た
り
、

ま
さ
に
多
く
の
価
い
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
老
母
は
日
日
に
餅
を
作
り
こ
れ
を
送
る
。
婆
羅
門
は
貪
著
し
て
飽
食
し
歓
喜
す
る
。

老
母
は
餅
を
作
り
初
め
て
の
時
は
白
浄
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
無
色
無
味
に
転
じ
た
。
す
な
わ
ち
、「
老
母
に
何
の
縁
に
よ
っ
て
問
う
何

の
縁
に
よ
っ
て
爾
る
や
」
と
。（
老
）
母
は
言
う
。「
癰
瘡
が
差
え
る
た
め
に
」
と
。
婆
羅
門
が
問
う
。「
こ
の
言
は
何
の
謂
な
の
だ
ろ
う
」

と
。（
老
）
母
は
言
う
。「
大
家
の
夫
人
が
隠
処
の
癰
は
生
じ
た
。
我
は
麺
酥
、
甘
草
を
も
っ
て
そ
れ
に
拊
け
た
ら
、
癰
は
熟
し
膿
が
出
て
、

酥
餅
を
和
合
す
る
こ
と
、
日
日
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
餅
を
作
っ
て
汝
に
与
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
餅
は
好
い
の
で
あ

る
。
今
や
夫
人
の
癰
は
差
え
た
。
我
れ
ま
さ
に
何
処
で
更
に
得
べ
き
か
」
と
。
婆
羅
門
こ
れ
を
聞
い
て
、
両
拳
で
頭
を
打
っ
て
、
胸
を
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い
て
吁
嘔
し
、「
我
れ
ま
さ
に
こ
の
浄
法
を
破
っ
て
、
我
れ
了
ら
ん
と
す
」
と
。
縁
事
を
棄
捨
し
て
本
国
に
馳
せ
還
え
る
。

（
譬
如
一
婆
羅
門
修
淨
潔
法
。
有
事
縁
故
到
不
淨
國
。
自
思
我
當
云
何
得
免
此
不
淨
。
唯
當
乾
食
可
得
清
淨
。
見
一
老
母
賣
白
髓
餅
而
語

之
言
。
我
有
因
縁
住
此
百
日
。
常
作
此
餅
送
来
當
多
與
價
。
老
母
日
日
作
餅
送
之
。
婆
羅
門
貪
著
飽
食
歡
喜
。
老
母
作
餅
初
時
白
淨
。
後

轉
無
色
無
味
。
即
問
老
母
何
縁
爾
耶
。
母
言
癰
瘡
差
故
。
婆
羅
門
問
。
此
言
何
謂
。
母
言
。
我
大
家
夫
人
隱
處
生
癰
。
以
麺
酥
甘
草
拊
之
。

癰
熟
膿
出
和
合
酥
餅
。
日
日
如
是
。
以
此
作
餅
與
汝
。
是
以
餅
好
。
今
夫
人
癰
差
。
我
當
何
處
更
得
。
婆
羅
門
聞
之
兩
拳
打
頭

胸
吁
嘔
。

我
當
云
何
破
此
淨
法
我
爲
了
矣
。
棄
捨
縁
事
馳
還
本
國
。
大
正
二
五　

二
三
一
Ｃ
）

　

こ
こ
で
は
、
病
気
に
な
っ
た
婆
羅
門
と
老
母
の
薬
効
食
の
話
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
老
母
の
作
る
白
髓
の
餅
に
病
気
に
薬
効
が
あ
る
と

い
う
の
で
、
癰
瘡
な
ど
の
皮
膚
病
の
婆
羅
門
が
そ
の
餅
を
食
べ
て
い
る
と
、
始
め
の
う
ち
は
白
浄
の
餅
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
無
色
無

味
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
を
聞
く
と
、
老
母
は
皮
膚
病
を
癒
す
た
め
だ
と
言
う
。
さ
ら
に
老
母
は
、
大
家
の
夫
人
が
隠
処
に

出
来
た
癰
に
麺
酥
と
甘
草
を
拊
け
た
ら
、
癰
は
熟
し
膿
が
出
て
治
っ
た
と
い
う
。
酥
餅
を
和
合
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
婆
羅
門
の
皮
膚
病
の
状
態
に
よ
っ
て
餅
を
作
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

⑸　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
善
根
供
養
義
第
四
十
六
（
卷
第
三
十
）

「
初
品
の
中
の
善
根
供
養
の
義
を
釈
す
」

　

飲
食
に
は
、
略
説
し
て
麁
・
細
の
二
種
、
餅
飯
等
の
百
味
の
食
で
あ
る
。
経
に
は
四
食
の
衆
生
が
久
し
く
住
す
る
と
い
っ
て
も
、
こ
こ

に
は
た
だ
搏
食
の
み
を
説
く
。
余
は
形
が
な
い
（
無
色
）
の
で
、
そ
の
よ
う
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
も
し
搏
食
を
施
せ
ば
則
ち
三
食
を
与

え
る
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
、
搏
食
に
よ
っ
て
三
食
の
増
益
が
あ
る
の
か
。
経
の
所
説
の
よ
う
に
、
檀
越
が
食
を
施
せ
ば
、
則
ち
受
者
に

与
え
る
に
は
五
事
の
利
益
が
あ
る
。
飲
に
は
総
説
し
て
二
種
が
あ
る
。
一
に
は
草
木
の
酒
、
い
わ
ゆ
る
蒲
桃
、
甘
蔗
等
及
諸
の
穀
酒
で
あ
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る
。
二
に
は
草
木
の
液
状
の
も
の
（
漿
）、
甘
蔗
漿
、
蒲
桃
漿
、
石
蜜
漿
、
安
石
榴
漿
、
梨
奈
漿
、
波
盧
沙
果
漿
等
及
諸
の
穀
漿
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
和
合
は
人
中
の
飲
食
及
天
飲
食
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
修
陀
の
甘
露
味
、
天
果
食
等
、
摩
頭
摩
陀
婆
漿
等
で
あ
る
。
衆
生
の
各

各
が
食
す
る
と
こ
ろ
は
、
或
い
は
穀
を
食
す
者
あ
り
、
或
い
は
肉
を
食
す
者
あ
り
、
或
い
は
浄
な
る
も
の
を
食
す
者
あ
り
、
ま
た
不
浄
の

者
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
来
た
っ
て
皆
飽
満
す
る
。

（
飲
食
者
略
説
麁
細
二
種
。
餅
飯
等
百
味
之
食
。
經
雖
説
四
食
衆
生
久
住
。
而
此
但
説
揣
食
。
餘
者
無
色
不
可
相
與
。
若
施
揣
食
則
與
三

食
。
何
以
故
因
揣
食
故
増
益
三
食
。
如
經
所
説
。
檀
越
施
食
則
與
受
者
五
事
利
益
。
飲
總
説
二
種
。
一
者
草
木
酒
。
所
謂
蒲
桃
甘
蔗
等
及

諸
穀
酒
。
二
者
草
木
漿
。
甘
蔗
漿
蒲
桃
漿
石
蜜
漿
安
石
榴
漿
梨
奈
漿
波
盧
沙
果
漿
等
及
諸
穀
漿
。
如
是
和
合
人
中
飲
食
及
天
飲
食
。
所
謂

修
陀
甘
露
味
天
果
食
等
。
摩
頭
摩
陀
婆
漿
等
。
衆
生
各
各
所
食
。
或
食
穀
者
或
食
肉
者
或
食
淨
者
不
淨
者
来
皆
飽
滿
。
大
正
二
五　

二
七

八
Ｃ
）

　

こ
こ
で
は
、
飲
食
に
は
麁
・
細
の
二
種
、
餅
飯
等
の
百
味
の
食
が
示
さ
れ
、
と
く
に
形
の
あ
る
搏
食
の
効
用
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た

飲
に
は
草
木
の
酒
、
い
わ
ゆ
る
蒲
桃
、
甘
蔗
等
及
諸
の
穀
酒
な
ど
、
ま
た
草
木
の
液
状
の
も
の
、
甘
蔗
漿
、
蒲
桃
漿
、
石
蜜
漿
、
安
石
榴

漿
、
梨
奈
漿
、
波
盧
沙
果
漿
等
及
諸
の
穀
漿
な
ど
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
う
。

⑹　
『
大
智
度
論
』
釋
幻
人
無
作
品
第
十
一
（
卷
第
四
十
四
）

　

譬
え
ば
、
薬
師
諸
薬
を
和
合
し
て
、
冷
病
に
は
熱
薬
を
与
え
る
が
、
熱
病
の
中
に
は
非
薬
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
譬
如
藥
師
和
合
諸
藥
。
冷
病
者
與
熱
藥
。
於
熱
病
中
爲
非
藥
。
大
正
二
五　

三
七
八
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
冷
病
に
は
熱
薬
を
与
え
る
が
、
熱
病
の
中
に
は
非
薬
と
な
る
と
い
う
薬
効
の
記
述
が
あ
る
。
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⑺　
『
大
智
度
論
』
釋
燈
喩
品
第
五
十
七
之
餘
（
卷
七
十
五
）

「
夢
中
入
三
昧
品
第
五
十
八
を
釈
す
」

　

復
次
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
衆
生
の
諸
の
善
根
を
離
れ
る
の
を
見
て
、
ま
さ
に
こ
の
願
を
作
す
べ
し
。

我
れ
仏
と
作
る
時
、
我
が
国
土
の
中
の
衆
生
を
し
て
、
諸
の
善
根
を
成
就
し
、
こ
の
福
徳
を
も
っ
て
、
よ
く
諸
仏
を
供
養
せ
し
め
ん
と
。

乃
至
一
切
の
種
智
に
近
づ
く
。

　

復
次
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
六
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
衆
生
に
三
毒
、
四
病
あ
る
を
見
て
、
ま
さ
に
こ
の
願
を
作
す
べ
し
。
我

れ
仏
と
作
す
時
、
我
が
国
土
の
中
の
衆
生
を
し
て
、
四
種
の
病
、
冷
・
熱
・
風
病
の
三
種
と
雜
病
、
及
び
三
毒
の
病
な
か
ら
し
め
ん
と
、

乃
至
一
切
の
種
智
に
近
づ
く
。

（
復
次
須
菩
提
。
菩
薩
摩
訶
薩
行
六
波
羅
蜜
時
。
見
衆
生
離
諸
善
根
。
當
作
是
願
。
我
作
佛
時
令
我
國
土
中
衆
生
諸
善
根
成
就
。
以
是
福

徳
供
養
諸
佛
。
乃
至
近
一
切
種
智
。
復
次
須
菩
提
。
菩
薩
摩
訶
薩
行
六
波
羅
蜜
時
。
見
衆
生
有
三
毒
四
病
。
當
作
是
願
。
我
作
佛
時
令
我

國
土
中
衆
生
無
四
種
病
。
冷
熱
風
病
三
種
雜
病
及
三
毒
病
。
乃
至
近
一
切
種
智
。
大
正
二
五　

五
九
二
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
四
種
の
病
、
冷
・
熱
・
風
病
の
三
種
と
雜
病
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

⑻　
『
大
智
度
論
』
初
品
中
布
施
随
喜
心
過
上
釋
論
第
四
十
四
之
餘
（
卷
二
十
九
）

　

復
次
に
、
菩
薩
は
仏
法
の
中
の
本
生
の
因
縁
を
聞
い
た
。「
少
施
に
し
て
果
報
の
多
を
得
る
こ
と
は
多
い
」
と
。
薄
拘
羅
（vakkula

）

阿
羅
漢
は
、
一
つ
の
訶
梨
勒
果
薬
を
も
っ
て
布
施
し
、
九
十
一
劫
悪
道
に
墮
せ
ず
し
て
、
天
人
の
福
楽
を
受
け
、
身
に
は
常
に
病
い
な
く
、

末
後
の
身
に
阿
羅
漢
道
を
得
た
と
い
う
。

（
復
次
菩
薩
聞
佛
法
中
本
生
因
縁
。
少
施
得
果
報
多
。
如
薄
拘
羅
阿
羅
漢
。
以
一
訶
梨
勒
果
藥
布
施
。
九
十
一
劫
不
墮
惡
道
。
受
天
人
福
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樂
身
常
不
病
。
末
後
身
得
阿
羅
漢
道
。
大
正
二
五　

二
七
一
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
訶
梨
勒
果
（harītakī

）
の
薬
の
記
述
が
あ
る
。

⑼　
『
大
智
度
論
』
初
品
中
十
喩
釋
論
第
十
一
（
第
六
卷
）

「
初
品
の
中
の
十
喩
を
釈
す
」

　

復
次
に
、
譬
え
ば
病
を
治
す
よ
う
な
も
の
だ
。
苦
薬
と
針
灸
と
は
痛
ん
で
差
す
こ
と
を
得
る
。
妙
薬
が
あ
る
、
名
づ
け
て
蘇
陀
扇
陀
と

名
づ
け
る
も
の
は
、
病
人
が
眼
に
見
れ
ば
衆
の
病
い
は
皆
愈
え
た
。

（
復
次
譬
如
治
病
苦
藥
針
炙
痛
而
得
差
。
如
有
妙
藥
名
蘇
陀
扇
陀
。
病
人
眼
見
衆
病
皆
愈
。
大
正
二
五　

一
〇
七
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
眼
病
薬
と
し
て
、
蘇
陀
扇
陀
（asudhasyanda

）
と
い
う
妙
薬
の
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、
針
灸
の
記
述
は
イ
ン
ド
医

学
に
は
な
く
、
中
国
医
学
の
特
徴
で
あ
る
。

⑽　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中

提
波
羅
蜜
法
忍
義
第
二
十
五
（
卷
第
十
五
）

　

復
次
に
一
切
の
衆
事
は
、
も
し
は
精
進
が
な
け
れ
ば
、
則
ち
成
ず
る
こ
と
は
な
い
。
譬
え
ば
、
下
薬
は
巴
豆
を
も
っ
て
主
と
な
し
、
も

し
巴
豆
を
除
い
て
し
ま
え
ば
、
則
ち
下
力
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
復
次
一
切
衆
事
。
若
無
精
進
則
不
能
成
。
譬
如
下
藥
以
巴
豆
爲
主
。
若
除
巴
豆
則
無
下
力
。
大
正
二
十
五　

百
七
十
三
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
下
薬
の
巴
豆
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
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以
上
一
〇
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
薬
効
食
と
し
て
の
酥
（
乳
・
酪
・
酥
）
を
食
べ
る
と
身
体
が
元
気
に
な
る
（
好
色
）
こ
と
。

さ
ら
に
重
熱
の
膩
・
酢
・
鹹
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
風
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
ま
た
軽
・
冷
・
甘
・
苦

渋
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
熱
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
軽
・
辛
・
苦
渋
・
熱
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、

冷
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
に
記
述
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
病
気
に
な
っ
た
婆
羅
門
と
老
母
の
薬
効
食
の
話
で
は
、
白
髓
の
餅
に
病
気
に
薬
効
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
癰
瘡
な
ど
の
皮
膚
病

の
婆
羅
門
が
そ
の
餅
を
食
べ
て
い
る
と
、
始
め
の
う
ち
は
白
浄
の
餅
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
無
色
無
味
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

理
由
を
聞
く
と
、
老
母
は
皮
膚
病
を
癒
す
た
め
だ
と
言
う
。
さ
ら
に
老
母
は
、
大
家
の
夫
人
が
隠
処
に
出
来
た
癰
に
麺
酥
と
甘
草
を
拊
け

た
ら
、
癰
は
熟
し
膿
が
出
て
治
っ
た
と
い
う
。
酥
餅
を
和
合
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
婆
羅
門
の
皮
膚

病
の
状
態
に
よ
っ
て
餅
を
作
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
記
述
が
あ
る
。

　

ま
た
飲
食
に
は
麁
・
細
の
二
種
、
餅
飯
等
の
百
味
の
食
が
示
さ
れ
、
と
く
に
形
の
あ
る
搏
食
の
効
用
、
ま
た
飲
に
は
草
木
の
酒
、
い
わ

ゆ
る
蒲
桃
、
甘
蔗
等
及
諸
の
穀
酒
な
ど
、
ま
た
草
木
の
漿
、
甘
蔗
漿
、
蒲
桃
漿
、
石
蜜
漿
、
安
石
榴
漿
、
梨
奈
漿
、
波
盧
沙
果
漿
等
及
諸

の
穀
漿
な
ど
の
二
種
類
の
記
述
が
あ
る
。

　

冷
病
に
は
熱
薬
を
与
え
る
が
、
熱
病
の
中
に
は
非
薬
と
な
る
と
い
う
薬
効
や
、
冷
・
熱
・
風
病
の
三
種
と
雜
病
な
ど
四
種
の
病
気
の
記

述
が
あ
る
。
訶
梨
勒
果
（harītakī

）
の
薬
の
、
眼
病
薬
と
し
て
、
蘇
陀
扇
陀
（asudhasyanda

）
と
い
う
妙
薬
、
下
薬
の
巴
豆
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
る
。

　

お
よ
そ
『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
見
ら
れ
た
四
大
の
病
因
論
と
薬
効
食
（
七
日
薬
）
の
関
係
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
㈢

の
「
薬
効
食
と
し
て
の
酥
（
乳
・
酪
・
酥
）
を
食
べ
る
と
身
体
が
元
気
に
な
る
（
好
色
）
こ
と
。
さ
ら
に
重
熱
の
膩
・
酢
・
鹹
の
薬
草
を

飲
食
す
る
こ
と
は
、
風
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
ま
た
軽
・
冷
・
甘
・
苦
渋
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
熱
病

に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
非
薬
で
あ
る
。
軽
・
辛
・
苦
渋
・
熱
の
薬
草
を
飲
食
す
る
こ
と
は
、
冷
病
に
は
薬
で
あ
る
が
、
余
病
で
は
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非
薬
で
あ
る
」
こ
と
、
㈥
「
冷
病
に
は
熱
薬
を
与
え
る
が
、
熱
病
の
中
に
は
非
薬
と
な
る
」
こ
と
が
具
体
的
に
記
述
さ
れ
、
あ
る
程
度
は

四
大
の
病
因
論
と
薬
効
食
の
因
果
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

３　

四
大
の
生
命
（
い
の
ち
）
は
無
常
で
あ
る
こ
と

⑴　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
檀
波
羅
蜜
法
施
之
餘
（
卷
第
十
二
）

「
初
品
の
中
の
檀
波
羅
蜜
の
法
施
の
余
を
釈
す
」

　

復
次
に
も
し
不
作
な
ら
、
云
何
ぞ
閻
羅
王
は
罪
人
に
む
か
っ
て
、「
誰
か
汝
を
し
て
、
こ
の
罪
を
作
さ
し
む
る
者
ぞ
」
と
問
え
る
に
、

罪
人
答
え
て
、「
こ
れ
は
我
が
自
か
ら
作
せ
る
な
り
」
と
言
う
。
こ
れ
を
も
っ
て
の
故
に
自
作
に
あ
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
る
。
も

し
神
は
色
相
な
ら
ば
こ
の
事
は
然
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
一
切
の
色
は
無
常
な
る
を
も
っ
て
な
り
。

　

問
曰
。
人
は
云
何
ぞ
、「
色
は
こ
れ
我
相
」
と
言
う
。
答
曰
。
あ
る
人
は
言
う
。「
神
は
心
中
に
在
っ
て
、
微
細
な
る
こ
と
芥
子
の
如
く
、

清
浄
な
る
を
名
づ
け
て
浄
色
身
と
な
す
」
と
。
更
に
あ
る
人
は
「
麦
の
如
し
」
と
言
う
。
あ
る
が
言
う
「
豆
の
如
し
」
と
。
あ
る
が
言
う

「
半
寸
」
と
、
あ
る
が
言
う
「
一
寸
に
し
て
、
初
め
て
身
を
受
け
る
時
、
最
も
さ
き
に
在
っ
て
受
け
る
。
譬
え
ば
像
の
骨
の
如
く
、
そ
の

身
に
成
る
に
及
ん
で
は
、
像
は
す
で
に
荘
な
る
が
如
し
」
と
。
あ
る
が
言
う
。「
大
小
は
人
身
に
随
う
。
死
し
壊
す
る
時
、
こ
れ
も
ま
た

前
に
出
ず
」
と
。
か
く
の
如
き
は
皆
爾
ら
ざ
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
一
切
の
色
は
四
大
の
所
造
に
し
て
、
因
縁
よ
り
生
じ
、
無
常
な
る
を

も
っ
て
な
り
。
も
し
神
こ
れ
色
な
ら
ば
、
色
は
無
常
な
る
を
も
っ
て
、
神
も
ま
た
無
常
な
り
。
も
し
無
常
な
ら
ば
、
上
に
説
と
こ
ろ
の
如

し
。

　

問
曰
。
身
に
二
種
あ
り
。
麁
身
及
細
身
な
り
。
麁
身
は
無
常
な
れ
ど
も
、
細
身
は
こ
れ
神
に
し
て
、
世
世
常
に
去
っ
て
五
道
の
中
に
入

る
。
答
曰
。
こ
の
細
身
は
不
可
得
な
り
。
も
し
細
身
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
處
の
得
べ
き
所
に
あ
る
べ
し
。
五
蔵
四
体
の
如
き
、
一
一
處
中
に

求
め
て
も
皆
不
可
得
な
り
。
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問
曰
。
こ
の
細
身
は
微
細
に
し
て
、
初
め
死
す
る
時
す
で
に
去
り
、
も
し
活
す
る
時
は
則
ち
求
め
得
べ
か
ら
ず
、
汝
よ
く
見
ん
。
ま
た

こ
の
細
身
は
五
情
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
の
五
根
）
の
よ
く
見
、
よ
く
知
る
と
こ
ろ
に
非
ず
。
唯
、
神
通
の
聖
人
あ
っ
て
、
乃
ち
よ
く

見
こ
と
を
得
る
。

　

答
曰
。
も
し
爾
ら
ば
無
と
異
な
る
こ
と
な
し
。
人
の
死
す
る
時
の
如
き
は
、
こ
の
生
陰
を
捨
て
て
中
陰
の
中
に
入
る
。
こ
の
時
、
今
世

の
身
滅
し
、
中
陰
の
身
を
受
け
る
。
こ
れ
に
前
後
な
く
、
滅
す
る
時
は
即
ち
生
ず
。
譬
え
ば
、
蝋
印
を
泥
に
印
し
て
も
、
泥
の
中
の
受
印

の
印
は
即
時
に
壊
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
成
と
壊
と
は
一
時
の
こ
と
で
あ
っ
て
前
後
は
な
い
。
こ
の
時
に
中
陰
・
中
有
を
受

け
、
こ
の
中
陰
を
捨
て
て
生
陰
の
有
を
受
け
る
。
汝
が
言
う
細
身
と
は
即
ち
こ
の
中
陰
で
あ
る
。
中
陰
の
身
に
は
出
な
く
入
も
な
い
。

（
復
次
若
不
作
者
。
云
何
閻
羅
王
問
罪
人
。
誰
使
汝
作
此
罪
者
。
罪
人
答
言
。
是
我
自
作
。
以
是
故
知
非
不
自
作
。
若
神
色
相
者
是
事
不

然
。
何
以
故
。
一
切
色
無
常
故
。
問
曰
。
人
云
何
言
色
是
我
相
。
答
曰
。
有
人
言
。
神
在
心
中
微
細
如
芥
子
。
清
淨
名
爲
淨
色
身
。
更
有

人
言
如
麥
。
有
言
如
豆
。
有
言
半
寸
。
有
言
一
寸
。
初
受
身
時
最
在
前
受
。
譬
如
像
骨
及
其
成
身
如
像
已
莊
。
有
言
大
小
随
人
身
。
死
壞

時
此
亦
前
出
。
如
此
事
皆
不
爾
也
。
何
以
故
。
一
切
色
四
大
所
造
。
因
縁
生
故
無
常
。
若
神
是
色
色
無
常
神
亦
無
常
。
若
無
常
者
如
上
所

説
。
問
曰
。
身
有
二
種
。
麁
身
及
細
身
。
麁
身
無
常
細
身
是
神
。
世
世
常
去
入
五
道
中
。
答
曰
。
此
細
身
不
可
得
。
若
有
細
身
應
有
處
所

可
得
。
如
五
藏
四
體
。
一
一
處
中
求
皆
不
可
得
。
問
曰
。
此
細
身
微
細
。
初
死
時
已
去
。
若
活
時
則
不
可
求
得
汝
云
何
能
見
。
又
此
細
身

非
五
情
能
見
能
知
。
唯
有
神
通
聖
人
乃
能
得
見
。
答
曰
。
若
爾
者
與
無
無
異
。
如
人
死
時
。
捨
此
生
陰
入
中
陰
中
。
是
時
今
世
身
滅
受
中

陰
身
。
此
無
前
後
滅
時
即
生
。
譬
如
蝋
印
印
泥
。
泥
中
受
印
印
即
時
壞
。
成
壞
一
時
亦
無
前
後
。
是
時
受
中
陰
中
有
。
捨
此
中
陰
受
生
陰

有
。
汝
言
細
身
即
此
中
陰
。
中
陰
身
無
出
無
入
。
大
正
二
十
五　

一
四
九
Ｂ
〜
一
五
〇
Ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
死
者
の
国
を
支
配
す
る
閻
羅
王
と
罪
人
の
会
話
で
、
罪
人
は
現
世
で
は
罪
を
犯
し
た
が
、
こ
の
私
が
罪
を
犯
し
た
の
で
は

な
い
。
も
し
神
が
色
相
で
あ
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
切
の
色
は
無
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
切
の
色
は
四
大
の
所
造
で
あ
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り
、
因
縁
よ
り
生
じ
て
、
無
常
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
身
体
に
は
麁
身
と
細
身
の
二
種
類
が
あ
り
、
麁
身
は
無
常
だ
が
細
身
は
神

に
し
て
、
世
世
常
に
去
っ
て
五
道
の
中
に
入
る
。
こ
の
細
身
は
不
可
得
で
あ
っ
て
、
五
蔵
四
体
（
四
大
）
の
中
に
求
め
て
も
不
可
得
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
細
身
は
微
細
で
あ
っ
て
、
死
す
る
時
に
死
体
か
ら
去
り
、
も
し
活
す
る
時
に
は
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
細
身
は
五
情

（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
の
五
根
）
の
よ
く
見
、
よ
く
知
る
と
こ
ろ
に
非
ず
。
唯
、
神
通
の
聖
人
だ
け
が
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
細

身
は
無
と
同
様
で
あ
っ
て
、
人
が
死
す
る
時
は
、
こ
の
生
陰
を
捨
て
て
中
陰
の
中
に
入
る
。
こ
の
時
、
今
世
の
身
体
は
滅
し
て
、
中
陰
の

身
体
を
受
け
る
。
こ
れ
に
前
後
な
く
、
滅
す
る
時
は
即
ち
生
ず
と
い
う
。
こ
の
中
陰
・
中
有
を
受
け
、
こ
の
中
陰
を
捨
て
て
生
陰
の
有
を

受
け
る
。
こ
れ
が
細
身
で
あ
り
、
即
ち
中
陰
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
中
陰
の
身
に
は
出
な
く
入
も
な
い
。

　

明
ら
か
に
四
大
（
五
蔵
四
体
）
の
生
命
（
い
の
ち
）
で
あ
る
麁
身
の
他
に
、
五
情
に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
、
中
陰
の
身
体
が
あ
り
、
こ

れ
が
神
（
こ
こ
ろ
）
で
あ
る
と
い
う
。

⑵　
『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
三
十
七
品
第
三
十
一
（
卷
第
十
九
）

「
初
品
の
中
の
三
十
七
品
を
釈
す
」

　

問
曰
、
摩
訶
衍
に
説
い
て
い
る
三
十
七
品
義
は
云
何
。
答
曰
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
、
四
念
處
を
行
じ
て
、
こ
の
内
身
を
観
ず
る
。
無
常
は

苦
で
病
の
よ
う
に
、
癰
の
よ
う
に
、
肉
聚
は
敗
壊
し
不
淨
は
充
滿
し
て
、
九
孔
よ
り
流
出
す
る
。
こ
れ
を
行
厠
と
な
す
。
こ
の
よ
う
に
身

の
悪
露
を
観
ず
れ
ば
、
一
つ
と
し
て
浄
い
處
は
な
い
。
骨
幹
・
肉
塗
・
筋
纒
・
皮
裏
は
、
先
世
の
有
漏
業
の
因
縁
を
受
け
る
。
今
世
は
沐

浴
・
華
香
・
衣
服
・
飲
食
・
臥
具
・
医
薬
等
の
所
成
で
あ
る
。
車
の
両
輪
が
あ
っ
て
牛
力
が
牽
い
て
よ
く
至
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
世
の

因
縁
を
も
っ
て
身
車
を
成
じ
、
識
牛
に
牽
か
れ
て
周
旋
し
往
反
す
る
。
こ
の
身
は
四
大
和
合
し
て
造
り
、
水
沫
聚
は
虚
で
あ
り
堅
固
で
は

な
い
。
こ
の
身
は
無
常
で
あ
り
、
久
し
く
し
て
必
ず
破
壊
し
、
こ
の
身
相
は
身
中
に
不
可
得
で
あ
る
。
ま
た
外
に
在
ら
ず
、
ま
た
中
間
に

在
ら
ず
。
身
は
自
ら
覚
ら
ず
、
無
知
無
作
で
あ
る
こ
と
は
、
薔
壁
瓦
石
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
身
中
に
は
定
め
て
身
相
は
な
い
。
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こ
の
身
は
作
る
者
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
作
ら
せ
る
者
も
な
い
。
こ
の
身
は
先
際
・
後
際
・
中
際
は
皆
不
可
得
で
あ
る
。
八
萬
の
戸

虫
は
無
量
の
諸
病
、
及
び
諸
飢
渇
・
寒
熱
・
刑
殘
等
な
ど
は
常
に
こ
の
身
を
悩
ま
す
。

（
問
曰
摩
訶
衍
所
説
。
三
十
七
品
義
云
何
。
答
曰
菩
薩
摩
訶
薩
。
行
四
念
處
觀
是
内
身
無
常
苦
如
病
如
癰
。
肉
聚
敗
壞
不
淨
充
滿
九
孔
流

出
。
是
爲
行
廁
。
如
是
觀
身
惡
露
無
一
淨
處
。
骨
幹
肉
塗
筋
纒
皮
裹
。
先
世
受
有
漏
業
因
縁
。
今
世
沐
浴
華
香
衣
服
飲
食
臥
具
醫
藥
等
所

成
。
如
車
有
兩
輪
牛
力
牽
故
能
有
所
至
。
二
世
因
縁
以
成
身
車
。
識
牛
所
牽
周
旋
往
反
。
是
身
四
大
和
合
造
。
如
水
沫
聚
虚
無
堅
固
。
是

身
無
常
久
必
破
壞
。
是
身
相
身
中
不
可
得
。
亦
不
在
外
亦
不
在
中
間
。
身
不
自
覺
無
知
無
作
如
牆
壁
瓦
石
。
是
身
中
無
定
身
相
。
無
有
作

是
身
者
。
亦
無
使
作
者
。
是
身
先
際
後
際
中
際
皆
不
可
得
。
八
萬
戸
虫
無
量
諸
病
。
及
諸
飢
渇
寒
熱
刑
殘
等
常
惱
此
身
。
大
正
二
三　

二

〇
三
Ｂ
）

　

こ
こ
で
は
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
四
念
処
を
行
じ
て
、
内
身
を
観
し
て
い
る
。
骨
幹
・
肉
塗
・
筋
纒
・
皮
裏
は
、
先
世
の
有
漏
業
の
因
縁
を

受
け
る
。
今
世
は
沐
浴
・
華
香
・
衣
服
・
飲
食
・
臥
具
・
医
薬
等
の
所
成
で
あ
る
。
車
の
両
輪
が
あ
っ
て
牛
力
が
牽
い
て
よ
く
至
る
こ
と

が
出
来
る
。
二
世
の
因
縁
を
も
っ
て
身
車
を
成
じ
、
識
牛
に
牽
か
れ
て
周
旋
し
往
反
す
る
。
こ
の
身
は
四
大
和
合
し
て
造
り
、
水
沫
聚
は

虚
で
あ
り
堅
固
で
は
な
い
。
こ
の
身
は
無
常
で
あ
り
、
久
し
く
し
て
必
ず
破
壊
し
、
こ
の
身
相
は
身
中
に
不
可
得
で
あ
る
と
い
う
。

　

前
世
と
現
世
の
二
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
四
大
和
合
し
て
こ
の
身
体
が
出
来
上
が
り
、
意
識
（
識
牛
）
に
動
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
四

大
和
合
の
身
体
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
。

⑶　
『
大
智
度
論
』
釋
四
念
處
品
第
十
九
（
卷
第
四
十
八
）

「
四
念
処
品
第
十
九
を
釈
す
」

　

復
次
須
菩
提
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
身
の
四
大
を
観
じ
て
、
こ
の
念
を
作
す
。「
身
中
に
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
あ
り
」
と
。
譬
え
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ば
屠
牛
師
、
も
し
は
屠
牛
（
師
）
弟
子
に
、
刀
を
も
っ
て
牛
を
殺
し
、
分
け
て
四
分
と
作
し
、
四
分
と
作
し
お
わ
っ
て
、
も
し
は
立
ち
、

も
し
は
坐
し
、
こ
の
四
分
を
観
じ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
菩
薩
摩
訶
薩
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
、
ま
た
こ
の
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、

身
の
四
大
、（
乃
ち
）
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
を
観
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
内
身
中
、
身
に
循
っ
て
観
じ

る
。
不
可
得
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

復
次
に
、
須
菩
提
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
内
身
を
観
じ
て
、
足
よ
り
頂
に
い
た
る
ま
で
、
薄
皮
を
周
匝
し
、
種
種
の
不
浄
、
身
中
に
充
滿

す
る
。
こ
の
念
を
作
す
。
身
中
に
髪
毛
、
爪
歯
、
薄
皮
、
厚
皮
、
筋
肉
、
骨
髓
、
脾
腎
、
心
胆
、
肝
肺
、
小
腸
、
大
腸
、
胃

、
屎
尿
、

垢
汗
、
目
涙
、
涕
唾
、
膿
血
、
黄
白
、
痰
陰
、
肪
﹇
月
＋
冊
﹈、
腦
膜
あ
り
と
。
譬
え
ば
、
田
夫
の
倉
中
に
隔
て
て
雑
穀
を
盛
り
、
種
種

の
稲
・
麻
・
黍
・
粟
・
豆
・
麦
を
充
満
す
れ
ば
、
明
眼
の
人
が
倉
を
開
け
ば
、
即
ち
、
こ
れ
は
麻
、
こ
れ
は
黍
、
こ
れ
は
稲
、
こ
れ
は
粟
。

こ
れ
は
麦
、
こ
れ
は
豆
と
知
り
、
分
別
し
て
悉
く
知
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
菩
薩
摩
訶
薩
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
足
か
ら
頂
に
至
る

ま
で
、
薄
皮
を
周
匝
し
て
、
種
種
に
不
浄
、
身
中
に
充
満
す
る
。
髪
毛
爪
歯
よ
り
乃
至
悩
膜
を
観
る
。
こ
の
よ
う
に
須
菩
提
よ
、
菩
薩
摩

訶
薩
は
内
身
を
観
て
、
勤
め
て
精
進
し
、
一
心
に
世
間
の
貪
憂
を
除
く
。
そ
れ
は
不
可
得
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
復
次
須
菩
提
。
菩
薩
摩
訶
薩
觀
身
四
大
作
是
念
。
身
中
有
地
大
水
大
火
大
風
大
。
譬
如
屠
牛
師
若
屠
牛
弟
子
。
以
刀
殺
牛
分
作
四
分
。

作
四
分
已
若
立
若
坐
觀
此
四
分
。
菩
薩
摩
訶
薩
亦
如
是
行
般
若
波
羅
蜜
時
。
種
種
觀
身
四
大
。
地
大
水
大
火
大
風
大
。
如
是
須
菩
提
。
菩

薩
摩
訶
薩
内
身
中
循
身
觀
。
以
不
可
得
故
。
復
次
須
菩
提
。
菩
薩
摩
訶
薩
觀
内
身
。
從
足
至
頂
周
匝
薄
皮
。
種
種
不
淨
充
滿
身
中
。
作
是

念
。
身
中
有
髪
毛
爪
齒
薄
皮
厚
皮
筋
肉
骨
髓
脾
腎
心
肝
肺
小
腸
大
腸
胃
胞
屎
尿
垢
汗
目
涙
涕
唾
膿
血
黄
白
痰
陰
肪
﹇
月
＋
冊
﹈
腦
膜
。
譬

如
田
夫
倉
中
隔
盛
雜
穀
。
種
種
充
滿
稻
麻
黍
粟
豆
麥
。
明
眼
之
人
開
倉
即
知
。
是
麻
是
黍
是
稻
是
粟
是
麥
是
豆
。
分
別
悉
知
。
菩
薩
摩
訶

薩
亦
如
是
觀
是
身
。
從
足
至
頂
周
匝
薄
皮
。
種
種
不
淨
充
滿
身
中
。
髪
毛
爪
齒
乃
至
腦
膜
。
如
是
須
菩
提
。
菩
薩
摩
訶
薩
觀
内
身
。
勤
精

進
一
心
除
世
間
貪
憂
。
以
不
可
得
故
。
大
正
二
五　

四
〇
三
Ｂ
）
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こ
こ
で
は
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
身
体
の
四
大
を
観
て
、「
身
中
に
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
あ
り
」
と
思
う
。
こ
の
般
若
波
羅
蜜
を
行

ず
る
時
、
身
体
の
四
大
、
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
を
観
る
。
内
身
中
、
身
に
循
っ
て
観
る
。
そ
れ
は
不
可
得
だ
か
ら
と
い
う
。

　

菩
薩
摩
訶
薩
が
身
体
の
四
大
を
観
る
の
は
不
可
得
だ
か
ら
だ
と
い
う
。

　

以
上
の
三
つ
の
事
例
の
積
み
上
げ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ま
た
身
体
に
は
麁
身
と
細
身
の
二
種
類
が
あ
り
、
麁
身
は
無
常
だ
が
細
身
は

神
に
し
て
、
世
世
常
に
去
っ
て
五
道
の
中
に
入
る
と
い
い
、
麁
身
と
し
て
の
四
大
（
五
蔵
四
体
）
の
生
命
（
い
の
ち
）
の
他
に
、
五
情
に

知
覚
さ
れ
な
い
細
身
、
中
陰
の
身
体
が
あ
り
、
こ
れ
が
神
で
あ
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
前
世
と
現
世
の
二
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
四
大
和
合
し
て
こ
の
身
体
が
出
来
上
が
り
、
意
識
（
識
牛
）
に
動
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
四
大
和
合
の
身
体
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
菩
薩
摩
訶
薩
が
身
体
の
四
大
、
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
を
内
身
中
、
身
に
循

っ
て
観
る
の
は
、
四
大
が
不
可
得
だ
か
ら
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
四
大
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
身
体
、
四
大
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
を
離
れ
て
、
五
情

に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
の
生
命
（
い
の
ち
）、
中
陰
の
生
命
（
い
の
ち
）
が
『
大
智
度
論
』
に
見
え
る
生
命
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

４　

こ
れ
ま
で
の
事
例
を
総
括
す
る
と

　
﹇
１
『
大
智
度
論
』
に
み
る
四
大
と
四
百
四
病
に
つ
い
て
﹈、﹇
２
『
大
智
度
論
』
に
み
る
四
大
の
病
因
論
と
薬
効
食
な
ど
に
つ
い
て
﹈

の
事
例
の
積
み
あ
げ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
私
た
ち
が
日
常
の
中
で
生
命
（
い
の
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
生
命
は
、
身
体
の
病

気
を
治
す
こ
と
で
保
た
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）、
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
の
四
大
和
合
に
支
え
ら
れ
た
身
体
的
な
生
命
（
い
の
ち
）

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
は
あ
く
ま
で
養
生
医
療
の
考
え
方
、
病
気
に
な
り
に
く
い
生
活
の
維
持
と
、
病
気
に
な
っ
た
場
合
に
は
治
り
や
す
い
生
活
の
維
持
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の
考
え
方
で
あ
る
。
内
因
と
し
て
は
着
衣
喫
飯
に
わ
た
る
日
常
生
活
を
四
大
の
病
因
論
に
則
っ
て
節
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
外
因
と
し
て

は
生
活
環
境
の
中
で
突
如
と
し
て
起
こ
る
事
件
事
故
に
注
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
見
え
る
イ
ン
ド
の
仏
教
医
療
の
あ
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
摩
訶
僧
祇
律
』
な
ど
の
律
蔵
群
や
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
医
療
事

情
を
伝
え
る
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
と
比
較
し
て
、
か
な
り
未
熟
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
見
え
る
医
療
観
は
単
に
活
命
に
よ

っ
て
生
き
な
が
ら
え
る
た
め
で
は
な
く
、
僧
た
ち
が
大
愛
道
を
歩
み
出
家
の
大
願
を
成
就
す
る
た
め
に
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
生
命
（
い
の
ち
）、

四
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
い
の
ち
）
を
養
う
た
め
で
あ
る
と
分
か
る
。

　
﹇
３　

四
大
の
生
命
（
い
の
ち
）
は
無
常
で
あ
る
こ
と
﹈
の
三
つ
の
事
例
の
積
み
上
げ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ま
た
身
体
に
は
麁
身
と

細
身
の
二
種
類
が
あ
り
、
麁
身
は
無
常
だ
が
細
身
は
神
に
し
て
、
世
世
常
に
去
っ
て
五
道
の
中
に
入
る
と
い
い
、
麁
身
と
し
て
の
四
大

（
五
蔵
四
体
）
の
生
命
（
い
の
ち
）
の
他
に
、
五
情
に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
、
中
陰
の
身
体
が
あ
り
、
こ
れ
が
神
（
こ
こ
ろ
）
で
あ
る
と

い
う
。

　

さ
ら
に
前
世
と
現
世
の
二
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
、
四
大
和
合
し
て
こ
の
身
体
が
出
来
上
が
り
、
意
識
（
識
牛
）
に
動
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
四
大
和
合
の
身
体
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
菩
薩
摩
訶
薩
が
身
体
の
四
大
、
地
大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
を
内
身
中
、
身
に
循

っ
て
観
る
の
は
、
四
大
が
不
可
得
だ
か
ら
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
四
大
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
身
体
、
四
大
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
を
離
れ
て
、
五
情

に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
の
生
命
（
い
の
ち
）、
中
陰
の
生
命
（
い
の
ち
）
が
『
大
智
度
論
』
に
見
え
る
生
命
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
仏
教

の
救
済
の
あ
り
方
と
し
て
、
四
大
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
い
の
ち
）
を
救
済
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
の
生
死

の
生
命
（
い
の
ち
）
を
超
え
た
生
命
の
気
づ
き
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
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５　

生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る

　

さ
き
の
総
括
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
整
理
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
仏
教
の
医
療
観
に
見
え
る
生
命
（
い
の

ち
）
に
は
、
四
大
ま
た
は
三
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心
身
（
い
の
ち
）
と
、
そ
の
よ
う
な
生
死
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
超
え
た
生

命
へ
の
気
づ
き
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
切
れ
ば
血
の
出
る
肉
体
と
し
て
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
、
肉
体
と
し
て
の
生
命
（
い
の

ち
）
に
内
在
す
る
生
死
を
超
え
た
生
命
と
い
う
二
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　

と
く
に
『
大
智
度
論
』
に
は
、
四
大
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
身
体
と
、
四
大
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命
（
い
の

ち
）
を
離
れ
て
、
五
情
に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
の
生
命
（
い
の
ち
）、
中
陰
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
二
つ
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
日
本
語
と
し
て
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
整
理

し
て
み
よ
う
。
ま
ず
広
辞
苑
に
「
生
命
」
と
は
、「
①
生
物
が
生
物
と
し
て
存
在
し
得
る
ゆ
え
ん
の
本
源
的
属
性
と
し
て
、
栄
養
摂
取
・

感
覚
・
運
動
・
生
長
・
増
殖
の
よ
う
な
生
活
現
象
か
ら
抽
象
さ
れ
る
一
般
概
念
。
い
の
ち
。」（
広
辞
苑
第
五
版
）
と
い
い
、
ま
た
国
語
辞

典
に
は
「
①
生
物
が
生
き
て
い
る
限
り
持
続
し
て
い
る
肉
体
や
精
神
の
活
動
を
支
え
る
根
源
の
包
括
的
な
呼
称
。」（
新
明
解
国
語
辞
典
）

と
い
い
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
語
辞
典
で
は
「
い
の
ち
」
を
「
生
命
・
寿
命
」（
旺
文
社　

全
訳
古
語
辞
典
）
と
い
う
。

　

以
上
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
と
し
て
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
は
、
あ
る
肉
体
の
上
で
認
め
ら
れ
る
形

の
生
命
現
象
を
支
え
て
い
る
も
の
、
乃
至
、
そ
の
よ
う
な
生
命
現
象
を
現
出
せ
し
め
る
潜
勢
的
な
働
ら
き
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
理
解

で
き
る
。
と
く
に
古
語
の
「
い
の
ち
」
で
は
、
寿
命
と
い
う
「
命
の
あ
る
長
さ
、
齢
（
よ
わ
い
）」
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
語

の
生
命
（
い
の
ち
）
と
は
生
死
を
前
提
と
し
た
肉
体
的
な
生
命
現
象
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

　

こ
こ
で
イ
ン
ド
学
的
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
お
け
る
「
生
命
・
い
の
ち
」
に
対
応
す
る
言
葉
を
模
索
す
る
た
め
に
「O

X
FO
RD

『SA
N
SK
RIT
-EIN

GLISH
 D
ICT
T
IO
N
A
RY

』SIR M
O
N
IER-W

ILLIA
M
S　

一
九
六
四
年
、
鈴
木
学
術
財
団
『
梵
漢
訳
対
照
梵
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和
大
辞
典
』
昭
和
五
四
年
」
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
漢
訳
を
対
比
さ
せ
理
解
し
て
つ
く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
医
療
文
化
史
の
視
点
か
ら
、
イ
ン
ド
伝
統
医
学
を
総
称
し
て
ア
ー
ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
（Ā

yur-veda

）
と
言
う
。
こ
の
ア
ー

ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
は
、
生
命
の
科
学
（
知
識
）
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
生
命
を
意
味
す
る
ア
ー
ユ
ス
（āyus

）
に
つ
い
て
、『
モ
ニ
エ
ル
辞

書
』
で
は
「Life, V

ital pow
er, V

igour, H
ealth, D

uration of life, Long life

」
等
と
あ
り
、
ま
た
漢
訳
で
は
「
命
、
壽
、
壽
命
、

壽
量
」
と
な
る
。
こ
れ
は
日
本
語
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
同
様
の
意
味
で
あ
る
。
医
学
が
病
気
の
治
療
を
目
的
と
し
、
身
体
の
生
命
を
扱

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
お
け
る
「
生
命
・
い
の
ち
」
に
対
応
す
る
語
を
模
索
す
れ
ば
、「jīva, prāna, ātom

an

」
な
ど
、
ま

た
そ
の
派
生
語
に
ほ
ぼ
妥
当
す
る
と
見
て
よ
い
。

　

ま
ず
ジ
ー
ヴ
ァ
（jīva

）
に
つ
い
て
『
モ
ニ
エ
ル
辞
書
』
で
は
、「Living, Existing, A

live, H
eathy

（blood

）」
等
と
あ
り
、
漢
訳

で
は
「
命
、
命
者
、
存
命
、
活
命
、
壽
、
壽
者
、
壽
命
」
と
な
る
。

　

プ
ラ
ー
ナ
（prāna

）
に
つ
い
て
『
モ
ニ
エ
ル
辞
書
』
で
は
、「Breath of life, Breath, respiration, Spirit, V

itality

」
等
と
あ
り
、

漢
訳
で
は
「
生
、
命
、
生
命
、
性
命
、
身
命
、
壽
、
壽
命
」
と
な
る
。

　

ア
ー
ト
マ
ン
（ātom

an

）
に
つ
い
て
『
モ
ニ
エ
ル
辞
書
』
で
は
、「T

he breath

（
気
息
）、T

he soul

（
霊
魂
）、Principle of life 

and sensation

（
生
命
と
感
性
の
支
配
者
）、T

he individual soul

（
分
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
魂
）、Self

（
自
身
）、A

bstract 

individual

（
分
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
抽
象
的
な
概
念
）」
等
と
あ
り
、
漢
訳
で
は
「
我
、
我
者
、
己
、
自
、
性
、
自
性
、
身
、
自
身
、

体
、
体
性
、
己
体
、
自
体
、
神
、
神
識
」
と
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
整
理
す
れ
ば
、
ジ
ー
ヴ
ァ
と
プ
ラ
ー
ナ
は
、
さ
き
の
ア
ー
ユ
ス
と
同
様
に
日
本
語
の
生
命
（
い
の

ち
）
と
同
様
の
言
葉
だ
と
分
か
る
。
と
く
に
ジ
ー
バ
の
漢
訳
「
生
、
命
、
生
命
、
性
命
、
身
命
、
壽
、
壽
命
」、
プ
ラ
ー
ナ
の
漢
訳
「
生
、

命
、
生
命
、
性
命
、
身
命
、
壽
、
壽
命
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
説
明
で
は
、
漢
訳
の
場
合
で
も
、
種
々
の
生
命
現
象
の
奥
底
に
生
命
現
象
を
生
命
現
象
と
し
て
成
り
立
た

せ
る
根
本
的
な
原
理
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
原
理
が
個
人
的
存
在
の
根
拠
で
も
あ
り
、
ま
た
個
人
の
精
神
あ
る
い
は
霊
魂
、
さ
ら
に
は
宇
宙

的
な
精
霊
、
根
本
原
理
と
い
え
る
も
の
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
に
お
け
る
生
命
（
い
の
ち
）
等
に
対
応
す
る
諸
語
は
、
個
人
的
な
生
命
（
い
の
ち
）
の
営
み
、
切
れ
ば
血
の
出
る

生
死
の
生
命
と
、
そ
の
生
命
（
い
の
ち
）
に
内
在
す
る
生
死
を
超
え
た
生
命
の
二
つ
の
あ
り
方
の
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
イ
ン
ド
仏
教
の
医
療
観
に
見
え
る
生
命
（
い
の
ち
）
に
も
、
四
大
ま
た
は
三
大
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
心

身
（
い
の
ち
）
と
、
そ
の
よ
う
な
生
死
の
生
命
（
い
の
ち
）
を
超
え
た
生
命
へ
の
気
づ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
切
れ
ば
血
の
出
る
肉

体
と
し
て
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
、
肉
体
と
し
て
の
生
命
（
い
の
ち
）
に
内
在
す
る
生
死
を
超
え
た
生
命
と
い
う
二
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
大
智
度
論
』
で
は
、
四
大
和
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
身
体
と
、
四
大
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命
（
い
の

ち
）
を
離
れ
て
、
五
情
に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
の
生
命
（
い
の
ち
）、
中
陰
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
二
つ
あ
り
方
が
示
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
さ
き
の
律
蔵
群
の
事
例
も
、『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
の
事
例
も
、
こ
の
『
大
智
度
論
』
の
事
例
も
、
仏
教
と
い
う
宗
教
が
求

め
て
い
る
生
命
（
い
の
ち
）
の
あ
り
方
は
、
四
大
（
三
大
）
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）
を
離
れ
て
、
五
情
に
知

覚
さ
れ
な
い
細
身
の
生
命
（
い
の
ち
）、
中
陰
の
生
命
（
い
の
ち
）、
生
死
の
生
命
を
離
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

◇
お
わ
り
に

　

こ
こ
で
こ
れ
ま
で
を
ふ
り
返
っ
て
、
生
命
（
い
の
ち
）
と
い
う
言
葉
を
整
理
す
れ
ば
、
宗
門
運
動
で
い
う
「
法
華
経
に
説
か
れ
る
『
生

命
の
絶
対
尊
重
』
を
基
本
理
念
と
し
、『
立
正
安
国
の
実
現
』
を
眼
目
と
す
る
信
仰
運
動
の
第
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
場
合
、
基
本
テ
ー
マ
の
生
命
（
い
の
ち
）
と
は
、
お
気
づ
き
の
よ
う
に
「
四
大
（
三
大
）
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命

（
い
の
ち
）
を
離
れ
て
、
五
情
に
知
覚
さ
れ
な
い
細
身
の
生
命
（
い
の
ち
）、
中
陰
の
生
命
（
い
の
ち
）」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
生
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死
の
生
命
を
離
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
成
立
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
信
条
に
よ
っ
て
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
し
て
扱
え
る
も
の
で
は
な

い
。

　

さ
ら
に
平
成
四
年
脳
死
臨
調
答
申
（
脳
死
患
者
か
ら
の
臓
器
移
植
の
容
認
）
な
ど
現
代
医
療
の
諸
問
題
を
扱
う
場
合
に
は
、
現
代
医
療

は
仏
教
の
い
う
四
大
（
三
大
）
の
病
因
論
に
則
っ
て
活
命
さ
れ
る
生
命
（
い
の
ち
）、
有
限
な
壽
命
を
扱
う
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
と
い
う

宗
教
が
目
的
と
す
る
も
の
は
、
生
死
の
生
命
を
超
え
た
の
生
命
（
い
の
ち
）
の
気
づ
き
で
あ
り
、
仏
教
の
慈
悲
心
と
い
う
思
想
信
条
に
よ

っ
て
そ
の
可
否
を
論
じ
て
は
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

　

最
後
に
さ
き
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「
ア
ー
ユ
ス
、
ジ
ー
ヴ
ァ
、
プ
ラ
ー
ナ
、
ア
ー
ト
マ
ン
」
の
英
訳
を
読
ん
で
、
こ
れ
ら
に
共
通
す

る
英
訳
の
中
に
、
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｔ
Ｈ
も
し
く
は
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｔ
Ｈ
Ｙ
（
日
本
語
で
は
健
康
や
健
全
な
等
と
訳
さ
れ
る
）
が
散
見
で
き
る
。
こ
の
Ｈ
Ｅ

Ｌ
Ｔ
Ｈ
に
相
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
『
モ
ニ
エ
ル
辞
書
』
で
あ
た
る
と
、
ス
ヴ
ァ
・
ス
タ
（sva-stha

）
と
い
う
単
語
に
出
会
う
。

ス
ヴ
ァ
（sva

）
は
私
・
そ
の
も
の
の
意
味
で
、
ス
タ
（stha

）
は
存
在
す
る
・
住
す
る
の
意
味
で
、
ス
ヴ
ァ
・
ス
タ
は
自
己
に
安
住
す
る
、

悩
ま
さ
れ
て
い
な
い
状
態
（
自
己
存
在
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ス
ヴ
ァ
・
ス
タ
を
漢
訳
で
示
せ
ば
法
華
経
の
「
安
穏
快

楽
、
無
復
衆
患
」
等
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

法
華
経
の
教
え
で
は
、
こ
の
生
死
の
病
に
冒
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
が
、「
安
穏
快
楽
、
無
復
衆
患
」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
は
学
問
的
な
理
解
だ
が
、
こ
れ
を
宗
教
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
の
お
言
葉
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
さ
に
「
設
ひ
諸
経
の
中
に
、
処
処
に
六
道
並
び
に
四
聖
を
載
す
と
雖
も
、
法
華
経
並
び
に
天
台
大
師
所
述
の
摩
訶
止
観
等
の
明
鏡
を

見
ざ
れ
ば
、
自
具
の
十
界
、
百
界
千
如
、
一
念
三
千
を
知
ら
ざ
る
な
り
」（
観
心
本
尊
抄
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
観
心
に
よ
っ
て
、「
安
穏

快
楽
、
無
復
衆
患
」
の
生
命
（
い
の
ち
）
に
気
づ
く
こ
と
、
こ
こ
に
仏
教
の
生
命
（
い
の
ち
）
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
こ
の
小
論
は
、
第
六
十
一
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
で
発
表
し
た
論
考
を
整
理
加
筆
し
た
も
で
あ
る
。）
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