
源
信
に
お
け
る
善
と
悪

島

義
高
田
短
期
大
学

仏
教
に
お
け
る
善
と
悪
と
い
う
問
題
を

え
る
場
合
、
二
つ
の
見
方
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
善
悪
を
世
間
的
、
倫
理
的
な

立
場
か
ら
見
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
善
悪
を
出
世
間
的
、
第
一
義
的
な
立
場
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
。
世
間
的
な
倫
理
的
善
悪
は

相
対
的
な
善
悪
で
あ
り
、
困
果
業
報
説
の
上
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
未
来
に
幸
福
の
果
報
を
も
た
ら
す
も
の
が

善
で
あ
り
、
反
対
に
未
来
に
非
福
不
幸
の
果
を
引
く
も
の
が
悪
と
さ
れ
る
。
そ
の
善
悪
は
有
漏
の
輪
廻
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
第
一
義
的
な
善
悪
は
、
相
対
的
な
善
悪
を
超
え
て
絶
対
的
な
最
高
の
善
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
輪
廻
を
超
え
た
、
無
漏
出
世

間
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悟
り
と
い
う
理
想
の
涅
槃
に
向
う
も
の
は
善
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
悪
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
相
対
的
な
世
俗
善
は
輪
廻
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
悟
り
に
向
う
も
の
で
な
い
か
ら
第
一
義
的
な
立
場
か
ら
は
善
と
は
い
え
な
く

１
な
る
。

善
悪
を
世
間
的
、
倫
理
的
な
立
場
か
ら
説
い
た
も
の
と
し
て
七
仏
通

２
誡

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
て
の
悪
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
、
善
い
こ
と
を
行
な
い
自
己
の
心
を
浄
め
る
こ
と
、
こ
れ
が
諸
の
仏
の
教
え
で
あ
る

（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
八
三
）

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
〇
三



原
始
仏
教
の
教
え
る
実
践
は
道
徳
的
に
悪
い
行
為
を
行
わ
な
い
で
心
を
浄
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
は

悪
修
善
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

悪
い
こ
と
を
し
た
人
は
、
こ
の
世
で
憂
え
、
来
世
で
も
憂
え
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
憂
え
る
。
か
れ
は
自
分
の
行
為
が
汚
れ

て
い
る
の
を
見
て
、
憂
え
悩
む
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
五
）

善
い
こ
と
を
し
た
人
は
こ
の
世
で
喜
び
、
来
世
で
も
喜
び
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
喜
ぶ
。
か
れ
は
自
分
の
行
為
が
浄
ら
か
な

の
を
見
て
、
喜
び
、
楽
し
む
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
六
）

善
悪
の
業
因
が
楽
苦
の
業
果
を
も
た
ら
す
。

悪
い
こ
と
を
な
す
者
は
、
こ
の
世
で
は
悔
い
に
悩
み
、
来
世
で
も
悔
い
に
悩
み
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
悔
い
に
悩
む
。

わ
た
く

し
は
悪
い
こ
と
を
し
ま
し
た

と
い
っ
て
悔
い
に
悩
み
、
苦
難
の
と
こ
ろ
（＝

地
獄
な
ど
）
に
お
も
む
い
て
（
罪
の
む
く
い
を
受
け

て
）
さ
ら
に
悩
む
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
七
）

善
い
こ
と
を
な
す
者
は
、
こ
の
世
で
歓
喜
し
、
来
世
で
も
歓
喜
し
、
ふ
た
つ
の
と
こ
ろ
で
共
に
歓
喜
す
る
。

わ
た
し
は
善
い
こ

と
を
し
ま
し
た

と
い
っ
て
歓
喜
し
、
幸
あ
る
と
こ
ろ
（＝

天
の
世
界
）
に
お
も
む
い
て
、
さ
ら
に
喜
ぶ
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
八
）

さ
ら
に
、
善
悪
の
超
越
が
説
か
れ
て
い
る
。

心
が
煩
悩
に
汚
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
お
も
い
が
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
善
悪
の
は
か
ら
い
を
捨
て
て
、
目
ざ
め
て
い
る
人
に
は
何
も

恐
れ
る
こ
と
が
な
い
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

三
九
）

こ
の
世
の
禍
福
の
い
ず
れ
に
も
執
着
す
る
こ
と
な
く
憂
い
な
く
、
汚
れ
な
く
、
清
ら
か
な
人
、

か
れ
を
わ
れ
わ
れ
は

バ
ラ

モ
ン

と
呼
ぶ
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

四
一
二
）

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
〇
四



最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
は
執
着
を
離
れ
、
相
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
ぬ
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
善
悪
の
対

立
を
も
超
え
る
と

え
ら
れ
て
い
た
。

悪
修
善
の
教
説
が
世
間
的
、
倫
理
的
な
立
場
で
説
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
出
世
間
的
、
宗
教

的
な
立
場
か
ら
こ
れ
を
超
え
る
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

或
る
人
々
は
（
人
の
）
胎
に
宿
り
、
悪
を
な
し
た
者
ど
も
は
地
獄
に
堕
ち
、
行
な
い
の
良
い
人
々
は
天
に
お
も
む
き
、
汚
れ
の
無

い
人
々
は
全
き
や
す
ら
ぎ
（
涅
槃
）
に
入
る
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
二
六
）

こ
こ
に
は
世
間
的
立
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
善
は
出
世
間
的
立
場
に
お
い
て
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
有
漏
の
善
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
説

か
れ
て
い
る
。
善
悪
を
善
悪
相
対
の
も
の
と
す
る
見
方
で
は
な
く
、
善
悪
を
超
え
た
最
高
の
善
（
悟
り
）
が
求
め
ら
れ
い
る
。
こ
の

ダ

ン
マ
パ
ダ

一
二
六
に
は
、
あ
る
人
々
は
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、
悪
行
者
は
地
獄
に
、
善
行
者
は
天
界
に
お
も
む
く
と
い
う
輪
廻
の
世
界

と
、
無
漏
の
者
は
涅
槃
に
い
た
る
と
い
う
悟
り
の
世
界
と
の
、
二
つ
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
世
界
は
、

源
信
が

往
生
要
集

の
厭
離
穢
土

欣
求
浄
土
に
論
じ
て
い
る
六
道
輪
廻
の
世
界
と
極
楽
浄
土
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

往
生
要
集

大
文
第
一
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

３
い
る
。

厭
離
穢
土
と
は
、
そ
れ
三
界
は
安
き
こ
と
な
し
、
最
も
厭
離
す
べ
し
。
今
そ
の
相
を
明
さ
ば
、
惣
べ
て
七
種
あ
り
。
一
に
は
地
獄
、

二
に
は
餓
鬼
、
三
に
は
畜
生
、
四
に
は
阿
修
羅
、
五
に
は
人
、
六
に
は
天
、
七
に
は
惣
結
な
り
。
（
一
一
頁
）

源
信
は

往
生
要
集

十
門
の
ま
ず
最
初
に
六
道
輪
廻
の
世
界
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
現
実
の
世
界
を
厭
い
離
れ
よ
う
と

さ
せ
る
た
め
に
、
い
か
に
地
獄
か
ら
は
じ
ま
る
六
道
と
か
六
悪
趣
と
よ
ば
れ
る
世
界
が
苦
し
く
、
汚
な
く
、
い
や
な
世
界
で
あ
る
か
が
説

か
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
界
に
執
着
し
て
い
る
限
り
、
極
楽
に
往
生
し
た
い
と
い
う

え
を
起
こ
す
は
ず
が
な
い
か

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
〇
五



ら
で
あ
る
。

イ
ン
ド
仏
教
か
ら
中
国
の
天
台
教
学
に
至
る
ま
で
の
伝
統
に
お
い
て
は
地
獄
と
極
楽
と
を
特
別
に
対
比
す
る
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
間
で
は
地
獄
と
極
楽
を
対
比
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
地
獄
と
極
楽
が

よ
く
対
に
さ
れ
る
の
は
、
恐
ら
く

往
生
要
集

の
影
響
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て

４
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
源
信
自
身
は
六
道
の
一
つ
と
し
て

地
獄
を
詳
細
に
語
っ
て
お
り
、
そ
の
凄
惨
な
描
写
は
初
め
て
読
む
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

往
生
要
集

に
は
一
般
的

に
い
っ
て
地
獄
・
極
楽
を
説
い
た
書
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
厭
離
穢
土
か
ら
受
け
る
地
獄
描
写
の
鮮
烈
な
印
象
、
欣
求
浄
土
で
説
か

れ
る
浄
土
の
楽
し
み
の
数
々
、
そ
う
し
た
も
の
が
地
獄
と
極
楽
を
対
置
的
に
捉
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。

六
道
よ
り
も
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
間
・
天
上
の
五
つ
の
生
存
領
域
（
五
道
ま
た
は
五
趣
）
を
立
て
る
説
の
方
が
そ
の
成
立
が
古

く
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
生
存
領
域
を
五
つ
に
ま
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
原
始
仏
教
聖
典
に
お
い
て
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る

と
さ

５
れ
る
。
先
述
の

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
二
六
に
見
ら
れ
る
説
は
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
段
階
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

往
生
要
集

は
六
道
の
中
の
第
一
に
最
も
下
の
世
界
と
さ
れ
る
地
獄
か
ら
述
べ
て
い
る
。

第
一
に
、
地
獄
に
も
ま
た
分
ち
て
八
と
な
す
。
一
に
は
等
活
、
二
に
は
黒
縄
、
三
に
は
衆
合
、
四
に
は
叫
喚
、
六
に
は
焦
熱
、
七

に
は
大
焦
熱
、
八
に
は
無
間
な
り
。
（
一
一
頁
）

こ
こ
に
は
八
熱
地
獄
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
名
が
列
挙
さ
れ
、
以
下
そ
の
一
つ
一
つ
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
源
信
は
八
熱
地
獄
の

ほ
か
に
八
寒
地
獄
が
あ
る
こ
と
を
地
獄
の
説
明
の
終
り
の
部
分
で
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
語
っ
て
い
な
い
。

地
獄
と
は
地
下
の
牢
獄
の
意
で
、
悪
人
が
死
後
に
生
ま
れ
て
苦
し
み
を
受
け
る
場
所
で
あ
る
。
地
獄
の
排
列
の
仕
方
に
お
い
て
、
そ
の

位
置
が
地
中
深
く
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
の
広
さ
と
受
け
る
苦
し
み
の
量
が
増
大
し
、
か
つ
罪
人
が
そ
こ
に
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
も

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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増
大
す
る
。
地
獄
と
そ
こ
に
堕
ち
る
罪
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

等
活
地
獄
は
殺
生
の
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
、
黒
縄
地
獄
は
殺
生
と

盗
の
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
、
衆
合
地
獄
は
殺
生
・

盗
・
邪

淫
の
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
る
。
叫
喚
地
獄
は
殺
生
・

盗
・
邪
淫
・
飲
酒
の
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
、
大
叫
喚
地
獄
は
殺
生
・

盗
・

邪
淫
・
飲
酒
・
妄
語
の
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
る
。
焦
熱
地
獄
は
大
叫
喚
地
獄
の
五
つ
の
罪
に
邪
見
を
加
え
、
大
焦
熱
地
獄
は
さ
ら
に
浄

戒
の
尼
を
汚
し
た
罪
を
加
え
て
い
る
。
最
後
の
無
間
地
獄
に
つ
い
て
は

八
に
阿
鼻
地
獄
と
は
、
大
焦
熱
の
下
、
欲
界
の
最
底
の
処
に
あ
り
。
（
二
三
頁
）
と
し
て

五
逆
罪
を
造
り
、
因
果
を
撥
無
し
（
因
果
の
道
理
を
否
定
す
る
）、
大
乗
を
誹
謗
し
、
四
重
（
殺
・
盗
・
淫
・
妄
の
罪
）
を
犯
し
、
虚

し
く
信
施
を
食
へ
る
者
（
不
当
に
受
け
た
信
者
の
布
施
を
食
し
た
者
）、
こ
の
中
に
堕
つ
。
（
二
六
頁
）

と
こ
の
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
罪
は
そ
の
他
の
地
獄
の
場
合
と
比
べ
て
罪
の
数
の
多
さ
に
お
い
て
突
出
し
て
お
り
、
最
大
の
極
重
悪
人
が
堕

ち
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
八
熱
地
獄
の
各
々
に
十
六
の
付
属
の
地
獄
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
堕
ち
る
罪
に
つ
い
て
も
さ
ら
に

具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

往
生
要
集

に
表
現
さ
れ
て
い
る
地
獄
の
状
景
は
、
空
想
的
で
、
作
り
話
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
源
信
自
身
、
地
獄
の
実

在
を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
判
ら
な
い
が
、
地
獄
は
わ
れ
わ
れ
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
現
実
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の

生
き
て
い
る
す
が
た
を
如
実
に
表
現
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ

６
う
か
。

厭
離
穢
土

は
六
道
全
体
を
扱
っ
て
い
る
が
、
地
獄
を
説
く
こ
と
だ
け
で
そ
の
大
半
の
役
割
を
終
え
た
と
言
え
よ
う
。
地
獄
を
来
世

と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
獄
か
極
楽
か
、
そ
の
二
者
択
一
を
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
い
る
。

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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次
に

餓
鬼

と
は
仏
教
で
は
一
般
に
飢
え
て
食
物
を
待
つ
死
者
の
こ
と
で
あ
る
と

え
ら
れ
た
。
六
道
の
一
つ
で
あ
る
餓
鬼
道
に
住

む
。
彼
ら
は
悪
業
の
報
い
と
し
て
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
亡
者
で
あ
り
、
飢
渇
に
苦
し
む
。
す
な
わ
ち
、
福
徳
の
な
い
者
が
陥
り
、
常
に
飢
え
、

渇
き
、
苦
し
み
に
悩
ま
さ
れ
て
、
た
ま
た
ま
食
物
を
得
て
も
こ
れ
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
炎
が
発
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

餓
鬼
は
い
わ
ば
欲
求
不
満
の
人
間
の
姿
を
表
現
し
て

７
い
る
。

往
生
要
集

に
は
、
餓
鬼
の
世
界
に
は
二
つ
の
住
所
が
あ
り
、
一
つ
は
地
の
下
五
百
由
旬
の
地
点
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
閻
魔
王
の
国

で
あ
る
。
今
一
つ
は
人
間
界
と
天
界
と
の
間
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
餓
鬼
と
は
何
で
あ
る
か
の
説
明
は
無
い
。

こ
の
相
、
甚

だ
多
し

（
三
〇
頁
）
と
、
餓
鬼
の
種
類
を
数
え
た
て
て
、

身
、
食
吐
、
食
気
、
食
法
、
食
水
、

望
、
海
渚
、
食
火
炭
、
樹
中

住
な

ど
の
餓
鬼
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
餓
鬼
世
界
は
人
間
の
世
の
一
ケ
月
が
一
昼
夜
に
あ
た
る
。
年
月
を
重
ね
、
五
百
年
を
も
っ
て

そ
の
寿
命
と
す
る
。

昔
、
名
利
を
貪
ら
ん
が
為
に
不
浄
に
説
法
せ
し
者

（
三
〇
頁
）
と
、
生
前
、
名
誉
や
利
益
を
む
さ
ぼ
っ
て
、
よ
こ

し
ま
な
気
持
を
持
っ
て
教
え
を
説
い
た
者
と
か
、
妻
子
に
食
べ
さ
せ
ず
に
自
分
だ
け
が
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
夫
、
人
が
苦
労
し
て
手

に
入
れ
た
も
の
を
だ
ま
し
て
取
っ
た
者
、
牢
獄
の
看
守
長
を
し
て
、
罪
人
の
食
べ
も
の
を
取
っ
た
者
な
ど
、

慳
貪
と
嫉
妬
の
者

（
三
二

頁
）
が
そ
の
報
い
と
し
て
こ
の
餓
鬼
の
世
界
に
堕
ち
る
と
述
べ
て
い
る
。

往
生
要
集

は
畜
生
の
世
界
に
も
二
つ
の
住
所
が
あ
り
、
主
な
も
の
は
海
中
に
住
み
、
一
部
は
人
間
界
や
天
界
に
住
ん
で
い
る
。
細

か
く
分
け
る
と
三
十
四
億
も
の
種
類
が
あ
り
、
大
き
く
分
け
る
と
鳥
類
、
獣
類
、
虫
類
の
三
種
類
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
畜
生
た

ち
は
一
中
劫
も
の
間
、
数
限
り
な
い
苦
を
受
け
、
ま
た
色
々
と
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
殺
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
苦
し
み
の
数
は
多
す
ぎ

て
数
え
き
れ
な
い
。
お
ろ
か
で
反
省
す
る
心
が
な
く
、
信
者
か
ら
施
し
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
施
し
に
対
し
て
お
返
し
を
し
な
か
っ
た
者

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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が
こ
の
よ
う
な
報
い
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
畜
生
は
浅
ま
し
い
存
在
で
あ
り
、
互
い
に
殺
し
合
っ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
源
信
の
説
明
は
極
め
て
簡
単
で
、
い
か
な
る
経
論
も
引
用
し
て
い

８
な
い
。

阿
修
羅
に
関
す
る

往
生
要
集

の
説
明
も
簡
単
で
、
阿
修
羅
の
中
で
も
す
ぐ
れ
た
者
は
人
間
界
の
中
心
に
あ
る
須
弥
山
の
北
の
大
き

な
海
に
住
み
、
劣
っ
た
一
部
の
者
は
、
四
大
州
の
間
に
あ
る
山
厳
の
中
に
住
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
し
む
あ
り
さ
ま
だ
け
が
述
べ

ら
れ
て
い
て
、
い
か
な
る
報
い
で
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

次
に

往
生
要
集

は
人
間
界
を
説
明
す
る
。

第
五
に
、
人
道
を
明
さ
ば
、
略
し
て
三
の
相
あ
り
。
審
か
に
観
察
す
べ
し
。
一
に
は
不
浄
の
相
、
二
に
は
苦
の
相
、
三
に
は
無
常

の
相
な
り
。
（
三
四
頁
）

源
信
は
人
間
の
身
体
を
こ
ま
か
に
観
察
、
分
析
し
て
い
る
。
不
浄
と
苦
と
無
常
の
三
つ
の
見
方
か
ら
充
分
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
る
こ
の
人
間
そ
の
も
の
が
決
し
て
執
着
す
る
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

人
道
か
く
の
如
し
、
実
に
厭
離
す
べ
し
。
（
四
一
頁
）

源
信
は
無
常
を
説
明
す
る
中
で

大
般
涅
槃
経

を
引
用
し
て
い
る
。

大
経
の

に
云
く
、

諸
行
は
無
常
な
り

こ
れ
生
滅
の
法
な
り

生
滅
の
滅
し
已
れ
ば

寂
滅
を
楽
と
な
す

と
。
雪
山
の
大
士
は
全
身
を
捨
て
て
こ
の

を
得
た
り
。
（
四
八
頁
）

雪
山
童
子
は
、
こ
の

を
得
る
た
め
に
、
羅
刹
に
自
分
の
肉
体
を
投
げ
出
し
た
こ
と
か
ら
、
雪
山

と
言
わ
れ
て

９
い
る
。

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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さ
ら
に

ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ

の
系
統
の
漢
訳

出
曜
経

を
引
用
す
る
。

こ
の
日
已
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば

命
即
ち
減
少
す

小
水
の
魚
の
如
し

こ
れ
何
の
楽
か
あ
ら

10
ん

（
三
九
頁
）

ま
た
、

ダ
ン
マ
パ
ダ

の
系
統
の
漢
訳

法
句
譬
喩
経

を
も
引
用
す
る
。

空
に
も
あ
ら
ず
海
の
中
に
も
あ
ら
ず

山
石
の
間
に
入
る
に
も
あ
ら
ず

地
の
方
処
と
し
て

脱
れ
止
ま
り
て
死
を
受
け
ざ
る
も

の
あ
る
こ
と
な

11
し

（
四
〇
頁
）

源
信
は
人
間
そ
の
も
の
を
見
つ
め
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
は
死
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
生
あ
る
も
の
は
心
ず
死
な
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
死
は
人
々
の
欲
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
死
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
生
存
は
苦
し
み
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
真
実
の
す
が
た
は
無
常
で
あ
り
、
苦
し
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
厭
わ
し
い
す
が
た
か
ら
脱
れ
る
に
は
ひ
と
え
に
仏

の
教
え
に
帰
依
す
べ
き
で
あ
る
と

12
い
う
。

穢
土
の
中
の
最
後
に
天
界
が
述
べ
ら
れ
る
。

第
六
に
、
天
道
を
明
さ
ば
三
あ
り
。
一
に
は
欲
界
、
二
に
は
色
界
、
三
に
は
無
色
界
な
り
。
そ
の
相
既
に
広
く
し
て
、
具
さ
に
は

述
ぶ
べ
き
こ
と
難
し
。
（
四
一
頁
）

天
界
は
あ
く
ま
で
も
輪
廻
の
世
界
で
あ
っ
て
、
人
間
界
よ
り
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
、
は
る
か
に
苦
が
少
な
く
楽
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

決
し
て
理
想
の
世
界
で
も
、
願
い
求
む
べ
き
世
界
で
も
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
世
界
で
の
楽
し
さ
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
そ
こ
を
離

れ
る
と
き
の
苦
し
み
は
大
き
く
、
そ
の
苦
は
地
獄
の
苦
の
十
六
倍
以
上
に
も
な
る
。
ま
た
、
無
色
界
の
最
高
天
に
い
る
天
人
で
あ
っ
て
も
、

阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
に
も
な
る
。

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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当
に
知
る
べ
し
、
天
上
も
ま
た
楽
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。
（
四
二
頁
）

第
七
に
惣
じ
て
厭
相
を
結
ぶ
。
（
四
二
頁
）

と
し
て
、
以
上
、
地
獄
か
ら
天
界
ま
で
の
一
つ
一
つ
を
つ
ぶ
さ
に
眺
め
て
き
た
上
で
、
最
後
に
、
全
体
と
し
て
こ
う
い
っ
た
穢
土
を
厭
う

べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

源
信
は

大
般
涅
槃
経

を
引
用
す
る
。

人
趣
に
生
る
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
如
し
。
三
途
に
堕
つ
る
者
は
十
方
の
土
の
如
し
。
（
四
四
頁
）

人
間
世
界
に
生
ま
れ
る
者
の
数
は
、
爪
の
上
に
の
せ
た
土
の
よ
う
に
少
な
く
、
三
つ
の
悪
世
界
に
生
ま
れ
る
者
の
数
は
、
世
界
中
の
土

を
集
め
た
ほ
ど
教
知
れ
ぬ
く
ら
い
多
い
。

さ
ら
に
、

法
華
経

の

に
云
く
と
し
て
、

無
量
無
数
劫
に
も

こ
の
法
を
聞
く
こ
と
ま
た
難
し

能
く
こ
の
法
を
聴
く
者
あ
ら
ば

こ
の
人
も
亦
ま
た
難
し

（
四
四
頁
）

限
り
な
い
時
間
の
中
に
お
い
て
も
、
こ
の
教
え
を
聞
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
こ
の
教
え
を
充
分
に
理
解
す
る
の
は
、
さ
ら
に
む
ず
か

し
い
。

こ
の
よ
う
な
は
か
り
知
れ
な
い
生
死
の
間
に
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
は
な
は
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
よ
し
ん
ば
人
間
と

し
て
生
ま
れ
得
て
も
仏
の
教
え
に
出
会
う
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
た
と
え
仏
の
教
え
に
出
会
っ
て
も
、
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
は
さ
ら
に
む

ず
か
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
今
、
た
ま
た
ま
こ
れ
等
の
縁
を
具
せ
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
苦
海
を
離
れ
て
浄
土
に
往
生
す
べ
き
は
、
た
だ
今
生
の
み

に
あ
る
こ
と
を
。
（
四
四
頁
）。

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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と
こ
ろ
が
幸
い
に
も
、
今
上
に
述
べ
た
よ
う
な
機
会
が
や
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
苦
し
い
世
界
を
離
れ
て
浄
土
に
往
生
す
る
の
は
、
今
の

世
こ
そ
絶
好
の
機
会
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

願
は
く
は
も
ろ
も
ろ
の
行
者
、
疾
く
厭
離
の
心
を
生
じ
て
速
か
に
出
要
の
路
に
随
へ
。
宝
の
山
に
入
り
て
手
を
空
し
く
し
て
帰
る

こ
と
な
か
れ
。
（
四
四
頁
）

ど
う
か
、
す
べ
て
の
修
行
者
た
ち
は
、
一
日
も
早
く
こ
の
迷
い
の
世
界
を
離
れ
て
、
悟
り
に
向
か
う
心
を
起
こ
す
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

せ
っ
か
く
宝
の
山
に
入
れ
な
が
ら
、
何
も
持
た
ず
に
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
源
信
の
率
直
な
心
情
で
あ
ろ
う
。

往
生
要
集

の
製
作
の
意
図
が
こ
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

往
生
要
集

は
大
文
第
五
に
助
念
の
方
法
、
念
仏
を
修
す
る
た
め
の
手
助
け
と
な
る
方
法
を
説
く
。

助
念
の
方
法
と
は
、
一
目
の
羅
は
鳥
を
得
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
、
万
術
も
て
観
念
を
助
け
て
、
往
生
の
大
事
を
成
ず
る
な
り
。

（
一
四
三
頁
）

念
仏
を
す
る
と
き
の
助
け
と
な
る
手
段
と
い
う
の
は
、
目
が
一
つ
し
か
な
い
網
で
は
鳥
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る

手
段
で
観
察
を
助
け
て
、
極
楽
往
生
と
い
う
最
も
大
切
な
こ
と
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。

助
念
の
方
法
は
七
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
止
悪
修
善
と
懺
悔
衆
罪
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

止
悪
修
善
と
は
悪
を
と
ど
め
て
善
を
な
す
こ
と
で
あ
り
、
七
仏
通
誡

を
連
想
さ
せ
る
。
戒
律
を
た
も
つ
こ
と
が
善
で
あ
り
、
犯
す
こ

と
が
悪
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
立
場
と
し
て
、
十
善
、
六
波
羅
蜜
な
ど
を
は
じ
め
、
諸
経
典
に
説
か
れ
る
種
々
な
善
と
悪
と
が
問
答
の
中

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）
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で
述
べ
ら
れ
て

13
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
。

第
四
に
、
止
悪
修
善
と
は
、
観
仏
三
昧
経
に
云
く
、

こ
の
念
仏
三
昧
、
も
し
成
就
せ
ん
に
は
五
の
因
縁
あ
り
。
一
に
は
戒
を
持
ち
て
犯
さ
ず
。
二
に
は
邪
見
を
起
さ
ず
。
三
に
は

慢

を
生
ぜ
ず
。
四
に
は
恚
ら
ず
嫉
ま
ず
。
五
に
は
勇
猛
精
進
に
し
て
頭
燃
を
救
ふ
が
如
く
す
。
こ
の
五
事
を
行
じ
て
正
し
く
諸
仏
の
微

妙
の
色
身
を
念
じ
、
心
を
し
て
不
退
な
ら
し
め
、
ま
た
当
に
大
乗
経
典
を
読
誦
す
べ
し
。
こ
の
功
徳
を
以
て
仏
力
を
念
ず
る
が
故
に
、

速
疾
に
無
量
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
。
（
一
七
三
頁
）

こ
の
念
仏
三
昧
を
完
成
し
た
い
者
は
、
次
の
五
つ
の
こ
と
を
や
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
に
は
戒
律
を
ま
も
っ
て
犯
さ
ず
、
二
つ
に
は
誤

っ
た
思
想
を
起
こ
さ
ず
、
三
つ
に
は
お
ご
り
た
か
ぶ
ら
ず
、
四
つ
に
は
怒
ら
ず
ね
た
ま
ず
、
五
つ
に
は
勇
力
を
出
し
て
頭
上
で
燃
え
て
い

る
火
を
消
す
よ
う
に
一
生
懸
命
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
を
実
践
し
、
正
し
く
仏
た
ち
の
す
ぐ
れ
た
お
姿
を
心
に
想
い
、
心
の

状
態
を
そ
れ
よ
り
下
げ
な
い
よ
う
に
し
て
、
大
乗
の
経
典
を
読
誦
す
る
の
で
す
。
す
る
と
こ
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
仏
の
力
を
念
ず
る
こ
と

に
な
る
の
で
、
速
や
か
に
無
数
の
仏
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
懺
悔
衆
罪
と
は
犯
し
た
罪
を
悔
い
改
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
懺
悔
と
は
罪
を
悔
い
告
白
し
て
許
し
を
請
う
こ
と
で
悔
過
と

も
い
わ
れ
る
が
、
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
懺
悔
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
原
始
仏
教
以
来
行
わ
れ
て
い
る
。
自
恣
と
か
布
薩
と
い
う

儀
礼
が
そ
れ
で
あ
る
。
自
恣
と
は
雨
安
居
が
終
っ
た
最
終
の
日
に
、
修
行
僧
ら
が
互
い
に
自
己
の
犯
し
た
罪
を
告
白
し
、
懺
悔
し
て
許
し

を
乞
う
こ
と
で
あ
る
。
比
丘
の
布
薩
と
は
毎
月
二
回
、
満
月
の
日
と
新
月
の
日
に
僧
伽
の
比
丘
全
員
が
一
堂
に
集
り
、
波
羅
提
木
叉
と
い

う
比
丘
の
守
る
べ
き
戒
律
の
箇
条
を
読
み
あ
げ
て
罪
を
懺
悔
す
る
も
の
で
あ
る
。
懺
悔
に
よ
る
罪
の
消
滅
は
大
乗
仏
教
に
も
う
け
つ
が
れ

て
い
る
。源

信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
一
三



第
五
に
、
懺
悔
衆
罪
と
は
、
も
し
煩
悩
の
為
に
そ
の
心
を
迷
乱
し
て
禁
戒
を
毀
ら
ん
に
は
、
応
に
日
を
過
さ
ず
し
て
、
懺
悔
を
営

み
修
す
べ
し
。
大
経
の
十
九
に
云
ふ
が
如
し
。

も
し
罪
を
覆
へ
ば
、
罪
則
ち
増
長
す
。
発
露
懺
悔
す
れ
ば
、
罪
即
ち
消
滅
す
。
（
一
八
五
頁
）

も
し
煩
悩
の
た
め
に
心
を
乱
し
て
戒
律
を
破
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
日
の
う
ち
に
懺
悔
す
べ
き
で
す
。

涅
槃
経

の
巻

十
九
に
、

も
し
罪
を
か
く
す
と
罪
は
い
よ
い
よ
大
き
く
な
る
け
れ
ど
も
、
さ
ら
け
出
し
て
懺
悔
す
れ
ば
罪
は
き
え
る

と
あ
る
。

涅
槃
経

に
よ
れ
ば
、
父
王
を
殺
す
と
い
う
五
逆
罪
の
一
つ
を
犯
し
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
が
間
違
い
の
な
い
阿

世
王
が
救

わ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
懺
悔
で
あ
り
、
慚
愧
で
あ
っ
た
。
罪
を
つ
く
っ
て
隠
す
人
に
は
煩
悩
が
つ
き
ま
と
う
が

隠
さ
な
い
人
に
は
煩
悩
は
つ
き
ま
と
わ
な
い
。
告
白
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
り
煩
悩
が
つ
か
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
罪
を
つ
く
っ
た
ら
、
そ

れ
を
隠
し
て
は
い
け
な
い
。
隠
さ
ず
に
懺
悔
す
れ
ば
罪
は
微
薄
に
な
る
、
軽
く
な
る
。
さ
ら
に
慚
愧
を
懐
く
な
ら
ば
罪
は
消
滅
す
る
。
そ

れ
故
、
阿

世
王
の
重
罪
も
、
心
に
慚
愧
を
い
だ
き
、
発
露
懺
悔
す
れ
ば
罪
が
消
滅
す
る
と
説
か
れ
て

14
い
る
。

源
信
は

往
生
要
集

大
文
第
九
、
往
生
の
諸
行
に
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
修
行
と
し
て
念
仏
以
外
の
行
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。

大
文
第
九
に
、
往
生
の
諸
行
を
明
さ
ば
、
謂
く
、
極
楽
を
求
む
る
者
は
、
必
ず
し
も
念
仏
を
専
ら
に
せ
ず
。
す
べ
か
ら
く
余
行
を

明
し
て
お
の
お
の
の
楽
欲
に
任
す
べ
し
。
（
二
五
四
頁
）

極
楽
を
求
め
る
者
は
、
必
ず
し
も
念
仏
す
る
だ
け
で
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
他
の
修
行
も
行
な
っ
て
、
各
人
の
望
む
よ
う
に
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
。

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
一
四



源
信
自
身

往
生
の
業
に
は
念
仏
を
本
と
な
す

（
一
九
四
頁
）
と
念
仏
一
途
の
往
生
を
説
い
て
き
た
の
に
、
諸
行
に
よ
る
往
生
の
可

能
性
を
説
く
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
こ
の
あ
た
り
に
か
れ
の
生
き
た
時
代
の
限
界
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て

15
い
る
。

源
信
は
往
生
の
諸
行
を
説
明
す
る
中
で

観
無
量
寿
経

の
九
品
往
生
の
文
を
挙
げ
て
い
る
。
下
品
三
生
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
。

下
品
上
生
と
は
、
あ
る
い
は
衆
生
あ
り
て
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
業
を
作
ら
ん
。
方
等
経
典
を
誹
謗
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
か
く
の
如
き

愚
人
、
多
く
も
ろ
も
ろ
の
悪
法
を
造
り
て
慚
愧
あ
る
こ
と
な
け
ん
。
臨
終
に
十
二
部
経
の
首
題
の
名
字
を
聞
き
、
及
び
合
掌
し
て
南

無
阿
弥
陀
仏
と
称
ふ
。

下
品
中
生
と
は
、
或
は
衆
生
あ
り
て
、
五
戒
・
八
戒
及
び
具
足
戒
を
毀
り
犯
さ
ん
。
か
く
の
如
き
愚
人
、
命
終
ら
ん
と
す
る
時
、

地
獄
の
衆
火
、
一
時
に
倶
に
至
ら
ん
。
善
知
識
の
、
大
慈
悲
を
以
て
、
為
に
阿
弥
陀
仏
の
十
力
・
威
徳
を
説
き
、
広
く
か
の
仏
の
光

明
の
神
力
を
説
き
、
ま
た
戒
・
定
・
慧
・
解
脱
・
知
見
を
讃
ふ
る
に
遇
は
ん
。
こ
の
人
聞
き
已
り
て
、
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除

く
。
下
品
下
生
と
は
、
或
は
衆
生
あ
り
て
、
不
善
業
を
作
り
、
五
逆
・
十
悪
、
も
ろ
も
ろ
の
不
善
を
具
せ
ん
。
か
く
の
如
き
の
愚
人
、

悪
業
を
以
て
の
故
に
、
応
に
悪
道
に
堕
す
べ
し
。
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
善
知
識
に
遇
ひ
、
仏
を
念
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
と
い
へ
ど

も
、
た
だ
至
心
に
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
無
量
寿
仏
と
称
へ
ん
。
仏
の
名
を
称
ふ
る
が
故
に
、
念
々
の

中
に
於
て
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。
（
二
五
八
頁
）

な
ぜ
こ
こ
に
下
品
三
生
の
み
を
取
り
上
げ
た
か
と
い
う
と
、

下
品
の
三
生
に
は
別
の
階
位
な
し
。
た
だ
こ
れ
具
縛
造
悪
の
人
な
り
。

明
ら
け
し
、
往
生
の
人
は
そ
の
階
に
限
り
あ
る
こ
と
を
。
い
づ
く
ん
ぞ
、
な
ほ
こ
れ
わ
れ
等
が
分
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ん
や
。

（
二
七
四
頁
）

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
一
五



と
、
源
信
が
下
品
の
三
生
を
も
っ
て
、
わ
れ
等
が
分
な
り
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

源
信
伝

に
も
、
源
信
が
生
前
望
む
と
こ
ろ
は

下
品
の
蓮
台
で
、
そ
れ
を
己
の
分
と

え
る
か
ら
だ
と
説
明
し
た
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
源
信
は
そ
の
願
い
の
通
り
、
下
品
に
生
ま
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
定
し
て

16
い
る
。

ま
た
、

往
生
要
集

往
生
の
諸
行
、
第
二
、
惣
じ
て
諸
業
を
結
ぶ
の
文
中
に
源
信
は
往
生
の
行
業
に
十
三
の
相
を
立
て
て
い
る
。
注

目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
最
後

十
三
に
は
利
養
に
染
ま
ざ
る
な
り

（
二
五
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
利
養
を
求
め
る
こ
と

の
誤
り
を

大
集
月
蔵
分

や

仏
蔵
経

に
教
証
を
求
め
、
い
か
に

利
養
に
染
ま
ざ
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
か
を
強
調
し
て
い
る
。

ち
な
み
に

涅
槃
経

に
も
と
づ
い
て
、
一

提
と
は

利
養
を
貪
著
す
る
者

の
謂
で
あ
る
と
の
説
が
出
さ
れ
て

17
い
る
。

源
信
は

往
生
要
集

を
完
成
し
た
後
、
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
年
）
五
月
、
権
少
僧
都
に
叙
せ
ら
れ
る
も
、
翌
年
十
二
月
、
こ
れ
を

辞
退
し
、
元
の
一
介
の
隠
遁
僧
に
戻
っ
て

18
い
る
。

注１

水
野
弘
元

社
会
悪

（

仏
教
思
想
２

悪

）
三
八
七
頁

２

諸
悪
莫
作

衆
善
奉
行

自
浄
其
意

是
諸
仏
教

ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ

第
二
八
章

悪

第
一

に
対
応
す
る
。（

ダ
ン
マ
パ

ダ

ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ

は
中
村

元
訳

真
理
の
こ
と
ば

感
興
の
こ
と
ば

岩
波
書
店
を
参
照
し
た
。）

sa
rv
a
p
a
p
a
sy
a
k
a
ra
n
a
m
 
k
u
sa
la
sy
o
p
a
sa
m
p
a
d
a
h
/

sv
a
ctitta

p
a
ry
a
v
a
d
a
n
a
m
 
eta

d b
u
d
d
h
a
sy
a sa

sa
n
a
m
//
1

３

往
生
要
集

の
本
文
は
石
田
瑞
麿

日
本
思
想
大
系
６

源
信

（
岩
波
書
店
）
を
引
用
し
た
。
現
代
語
訳
に
は
、
花
山
勝
友
訳

往
生

要
集

（
徳
間
書
店
）、
及
び
川
崎
庸
之
編

源
信

（
中
央
公
論
社

日
本
の
名
著

４
）
所
収
を
参
照
し
た
。

４

中
村
元

往
生
要
集

一
頁

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
一
六



５

中
村
元

同

一
七
頁

６

中
村
元

同

五
二
頁

７

中
村
元

同

六
三
頁

８

中
村
元

同

八
四
頁

９

無
常

と
も
呼
ぶ
。

マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
ス
ッ
タ
ン
タ

に
は
釈
尊
入
滅
の
際
に
帝
釈
天
が
こ
の

を
詠
じ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
中
村
元
訳

ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅

岩
波
文
庫
一
六
〇
、
一
六
一
頁
）。

ダ
ン
マ
パ
ダ

に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ

第
一
章
の
第
三

に
あ
る
。

a
n
ity
a
b
a
ta sa

m
sk
a
ra

u
tp
a
d
a
v
y
a
y
a
d
h
a
rm
in
a
h
/

u
tp
a
d
y
a h

i n
iru
d
h
y
a
n
te
 
tesa

m
 
v
y
u
p
a
sa
m
a
h su

k
h
a
m
//
3

10

ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ

第
一
章
第
三
三

ひ
と
び
と
の
命
は
昼
夜
に
過
ぎ
去
り
、
ま
す
ま
す
滅
っ
て
行
く
。

水
の
少
な
い
所
に

い
る
魚
の
よ
う
に
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
何
の
楽
し
み
が
あ
ろ
う
か
。

11

大
空
の
中
に
い
て
も
、
大
海
の
中
に
い
て
も
山
の
中
の
洞
窟
に
入
っ
て
も
、
お
よ
そ
世
界
の
ど
こ
に
い
て
も
死
の
脅
威
の
な
い
場
所
は

無
い
。
（

ダ
ン
マ
パ
ダ

一
二
八
）

源
信
は

ダ
ン
マ
パ
ダ

系
統
の
漢
訳
、
維
祇
難
等
訳

法
句
経

二
巻
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

往
生
要
集

に

法
句
経

に
云
く

（
九
五
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
題
名
の

仏
説
法
句
経

の
こ
と
で
あ
る
（
中
村
元

往
生
要
集

一
四
〇
、
一
四
一

頁
）。

出
曜
経

法
句
譬
喩
経

を
読
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
も
、
源
信
が
恐
ろ
し
く
博
学
な
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

12

中
村
元

往
生
要
集

九
一
頁

13

花
山
勝
友

往
生
要
集

四
三
三
頁

14

拙
稿

涅
槃
経
と
親
鸞
聖
人

（

高
田
学
報

七
十
九
輯
、
一
七
、
一
八
頁
）

15

石
田
瑞
麿

浄
土
仏
教
の
思
想

第
六
巻
、
三
〇
七
頁

16

右
に
同
じ
、
二
四
八
、
二
四
九
頁

17

望
月
良
晃

大
乗
涅
槃
経
の
研
究

一
三
頁

18

石
田
瑞
麿

浄
土
仏
教
の
思
想

第
六
巻
、
二
三
〇
頁

源
信
に
お
け
る
善
と
悪
（
島

義

）

一
一
七
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