
生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
吉

津

宜

英

駒

澤

大

学

Ⅰ

問
題
の
所
在

生
死
一
如

（
以
下
、
本
文
中
で
は
括
弧
は
付
け
な
い
）
と
い
う
四
字
成
句
は
気
に
な
る
言
葉
で
あ
る
。
私
も
い
つ
も
気
に
し
て
い
た
。

そ
れ
を
正
面
に
据
え
る
き
っ
か
け
は
意
外
な
方
向
か
ら
の
刺
激
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
公
刊
さ
れ
て
い
る

死
生

学

の
第
一
巻
所
収
の
島
園

進

死
生
学
と
は
何
か

日
本
で
の
形
成
過
程
を
顧
み
て

を
一
読
し
た
こ
と
に
よ
る
。
当
初
、

立
正
大
学
で
の
日
本
仏
教
学
会
学
術
大
会
で
の
発
表
題
目
は

死
生
学
の
視
点
よ
り
み
た
仏
教
の
生
死
観

と
し
て
い
た
。
こ
の
小
論
で

は
題
名
を
変
更
し
た
こ
と
を
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

そ
こ
で
、
私
は
生
死
一
如
の
検
討
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
先
学
の
論
文
を
読
み
、
ま
た
最
近
の
著
書
に
も
出
会
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
す

ま
す
生
死
一
如
の
問
題
性
を
認
識
し
た
。

ま
た
、
生
死
一
如
の
仏
教
典
籍
や
現
代
の
用
例
は
ど
う
か
と
の
確
認
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
結
論
の
先
取
り
に
な
る
が
、
生
死
一
如
の
用

例
は
現
存
の
仏
教
文
献
か
ら
は
日
本
の
も
の
だ
け
に
特
定
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
何
万
と
い
う
検
索
結
果
が
出
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
ま
す
ま
す
、
生
死
一
如
の
言
葉
へ
の
不
気
味
さ
を
感
じ
た
。

一

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



そ
こ
で
、
こ
の
生
死
一
如
の
四
字
成
句
形
成
の
背
景
を
探
る
検
討
を
試
み
た
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
は
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
説
得
あ
る
論

述
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
生
死
一
如
に
関
わ
る
諸
問
題
の
入
り
口
に
た
ど
り
着
い
た
だ
け
で
あ
る
。
生
死
一
如
が
仏
教
用
語
の

を
越
え

て
、
世
間
に
飛
翔
し
、
一
般
の
言
葉
と
し
て
流
布
し
て
お
り
、
そ
の
成
立
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
日
本
思
想
史
の
一
つ
の
重
要
な
課

題
に
な
り
う
る
と
問
題
提
起
す
る
。

Ⅱ

死
生
学

を
め
ぐ
っ
て

東
京
大
学
教
授
島
園

進
氏
を
拠
点
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ

死
生
学
の
展
開
と
組
織
化

の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
そ

の
成
果
を
東
京
大
学
出
版
会
か
ら

死
生
学

五
冊
の
書
物
と
し
て
公
刊

１
し
た
。
本
来
はT

h
a
n
a
to
lo
g
y

、D
ea
th
 
S
tu
d
ies

と
い
う
原

語
で
あ
り
、
文
字
通
り
な
ら
ば

死
学

あ
る
い
は

臨
死
学

と
訳
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て

死
生
学

と

生

の
一

字
を
入
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
島
園

進
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
欧
米
で

死

だ
け
を
主
題
と
し
て
デ
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
よ
ば
れ
て
発
展
し
て
き
た
も
の
が
、

東
ア
ジ
ア
で
は

死
生
学

と
か

生
死
学

と
い
う
よ
う
に
、

死

と

生

を
セ
ッ
ト
に
し
て
主
題
と
す
べ
き
だ
と

え
ら

れ
て
き
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
れ
に
は
儒
教
や
道
教
や
仏
教
の
伝
統
の
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

死
生

は
儒
教
の
伝
統
で
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
り
、
加
藤
咄
堂
が

死
生
観

の
語
を
用
い
る
に
つ
い
て
は
、
加
藤
の
儒
学

や
武
士
道
の
素
養
が
作
用
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

論
語

に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。

司
馬
牛
憂
い
て
曰
わ
く
、
人
皆
な
兄
弟
有
り
。
我
れ
独
り
亡
し
。
子
夏
曰
わ
く
、
商
之
れ
を
聞
く
。
死
生
命
有
り
。
富
貴
天
に
在

り
。
君
子
は
敬
し
て
失
う
無
く
、
人
と
与
わ
る
に
恭
し
く
し
て
礼
有
ら
ば
、
四
海
の
内
、
皆
な
兄
弟
也
。
君
子
何
ん
ぞ
兄
弟
無
き
を

二
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憂
え
ん
や
（
顔
淵
第
十
二
）

中
略
）

他
方
、

生
死

は
仏
教
の
根
本
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
人
間
の
あ
り
方
、
罪
や
煩
悩
に
苦
し
み
続
け
る
苦

の
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
。
生
死
の
連
鎖
を
脱
す
る
こ
と
が
涅
槃
で
あ
る
が
、
後
に
は
煩
悩
即
菩
提
・
生
死

即
涅
槃
と
い
う
よ
う
に
煩
悩
に
苦
し
む
現
世
的
人
間
の
あ
る
が
ま
ま
の
あ
り
方
の
な
か
に
悟
り
や
救
い
の
可
能
性
を
見
よ
う
と
す
る

見
方
も
育
っ
て
く
る
。

生

と

死

が
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
す
る

生
死
一
如

と
い
っ
た
語
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

と
も
あ
れ
、

生
死

と
い
う
語
に
お
い
て
、
死
は
生
が
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
根
源
的
な
限
界
で
あ
り
、
生
と
切
り
離
さ
れ
た
特
殊

な
領
域
の
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
生
と
死
は
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
（
二
五
〜
二
六
頁
）

さ
て
、
当
初
私
の
発
表
で
は
こ
の

死
生
学

シ
リ
ー
ズ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
と
関
連
付
け
て
仏
教
の
生
死
観
の

現
代
的
展
開
を
論
じ
た
い
と

え
て
い
た
。
図
ら
ず
も
こ
の
島
園

進
教
授
の

付
き
で
用
い
て
い
る
生
死
一
如
の
用
語
に
出
会
い
、

こ
れ
は
一
度

察
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
気
付
い
た
。
さ
ら
に
、
次
節
で
検
討
す
る
平
川

彰
氏
や
丹
治
昭
義
氏
の
論
文
に
出

会
い
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
の
結
果
、

生
死
一
如

に
関
し
て
多
く
の
用
例
、
し
か
も
肯
定
的
用
例
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

さ
ら
に
解
明
の
必
要
性
を
感
じ
た
。

問
題
提
起
と
し
て
は
、
島
園
氏
が
言
う
よ
う
に
生
死
が
仏
教
の
根
本
概
念
で
あ
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
が
、
結
論
的
に
は
私
は
こ
の
生

死
一
如
の
用
語
に
つ
い
て
は
仏
教
思
想
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
。

三
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Ⅲ

生
死
一
如

に
つ
い
て
の
論

の
検
討

ⅰ

平
川

彰
論
文

平
川

彰
氏
の

仏
教
よ
り
見
た
生
と
死
の
問
題

と
い
う

２
論
文
は

一

合
理
主
義
の
死
の
解
釈

、

二

医
学
の
立
場
か
ら
見
た

生
と
死

、
そ
し
て

三

仏
教
よ
り
見
た
生
死
の
意
味

の
三
節
よ
り
な
る
。
最
初
の
合
理
主
義
か
ら
の
死
の
解
釈
で
は
、
生
は
実
在

で
あ
り
、
死
は
虚
無
で
あ
り
、
生
と
死
と
を
截
然
と
分
け
る
こ
の

え
方
は
納
得
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
合
理
主
義
が
ど
ん
な
哲
学

で
あ
る
か
は
人
名
が
出
て
い
な
い
の
で
判
断
は
で
き
な
い
が
、
平
川
氏
が
生
死
一
如
を
仏
教
の
理
想
的
生
死
観
と

え
て
い
る
こ
と
か
ら

想
像
す
る
と
、
こ
れ
は
仏
教
以
外
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

さ
て
、
第
二
節
の

医
学
の
立
場
よ
り
見
た
生
と
死

で
は
、

心
臓
死
の
問
題

、

植
物
人
間

、

脳
死
の
問
題
点

の
三
項
に
分

け
て
論
じ
て
い
る
。
特
に
脳
死
の
項
が
詳
し
い
の
で
、
こ
の
論
文
が
脳
死
へ
の
対
応
を
要
請
さ
れ
た
時
代
背
景
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
平
川
氏
は
い
か
に
日
本
人
が
本
来
的
な
生
死
観
と
し
て
脳
死
へ
の
理
解
が
難
し
い
か
に
も
言
及
し
つ
つ
、
結
論
的
に
は
脳
死
の

基
準
が
し
っ
か
り
し
て
、
脳
死
の
判
定
が
明
ら
か
に
な
り
、
臓
器
提
供
者
の
意
志
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
場
合
に
は
脳
死
と
心
臓
移
植
を

否
定
は
し
な
い
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

問
題
は
次
の
第
三
節

仏
教
よ
り
見
た
生
死
の
意
味

で
あ
る
。
第
一
項
の

生
死

で
は
第
一
節
の
合
理
主
義
の
生
死
観
が
生
と
死

と
を
截
然
と
区
別
す
る
の
と
対
照
的
に
、
仏
教
の
生
死
観
が
生
死
を
区
別
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
氏
は

倶
舎
論

を
援
用
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

四

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



倶
舎
論

の
冒
頭
に

衆
生
を
抜
い
て
、
生
死
の
泥
を
出
で
し
む

と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

生
死

の
原
語
は

サ
ン
サ
ー

ラ

（sa
m
sa
ra

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

輪
廻

と
も
訳
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
存
は
、
生
死
を
く
り
返
し
つ
つ
連
続
し
て
い
く

の
で
あ
り
、
こ
の
生
死
を
く
り
返
す
こ
と
を

輪
廻

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
の
生
存
は
、

生

で
あ
る
が
如

く
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
中
に

死

を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
生
と
死
と
は
本
質
的
に
別
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
洞
察
す

る
と
こ
ろ
に
、
両
者
を
一
つ
に
理
解
す
る

生
死

の
用
語
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
生
を
望
ん
で
、
死
を
避
け
よ

う
と
す
る
が
、
し
か
し
生
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
死
が
あ
る
の
で
あ
り
、
両
者
が
一
具
で
あ
る
こ
と
を
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
一
八
頁
）

こ
の
一
文
か
ら
も
生
死
一
如
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
第
二
項
が

生
死
一
如

と
題
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
長
い
引
用
に
な
る
が
、
検

討
し
て
み
よ
う
。

２

生
死
一
如

仏
教
で
は
、
自
己
の
現
実
を

生

と
し
て
受
け
と
め
ず
、

生
死

と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
生
の
中

に
死
が
あ
り
、
死
の
中
に
も
生
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で

勝
鬘
経

に
よ
る
分
段
生
死
と
変
易
生
死
の
二
種
生
死
と
、
生
有
・
本
有
・
死
有
・
中
有
の
四
有
の
説
明
が
あ
る
が
、

引
用
を
割
愛
す
る
。）

こ
れ
は

決
死
の
覚
悟

と
て
、
人
間
が
死
を
覚
悟
す
れ
ば
、
死
の
怖
れ
は
な
く
な
る
と
い
う

え
と
共
通
性
が
あ
ろ
う
。
戦
場

に
臨
ん
だ
戦
士
が
、
自
ら
死
を
覚
悟
し
て
、
千
に
一
つ
も
生
還
は
な
い
と
観
念
し
て
し
ま
え
ば
、
死
の
怖
れ
は
無
く
な
る
と
い
う
。

そ
れ
は
生
で
あ
る
自
己
が
、
自
覚
的
に
死
と
一
つ
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
死
を
自
己
以
外
の
と
こ
ろ
に
認
め
て
い
る
間
は
、
死
は

五

生
死
一
如
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句
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恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
自
己
と
死
と
は
同
じ
で
あ
る
と
観
じ
て
し
ま
え
ば
、
死
が
自
己
で
あ
る
か
ら
、
自
己
が
自
己
を
怖
れ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
、
本
来
、
生
と
死
と
は
一
つ
で
あ
る
が
、
自
ら
自
覚
的
に
こ
の
状
態
に
な
り
切
っ

た
境
地
で
あ
る
。

こ
こ
に
老
と
病
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
が
、
引
用
を
割
愛
す
る
。）

死
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
死
を
対
象
化
し
て
見
る
か
ら
、
死
は
自
己
を
ほ
ろ
ぼ
す
も
の
と
し
て
、
恐
怖
の
ま
と

に
な
る
。
し
か
し
死
は
人
生
の
最
後
に
あ
る
一
回
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
日
常
の
生
活
が
、
生
と
死
と
の
か
ら
み
か
ら
成
立
し
て

い
る
。
む
し
ろ
生
と
死
と
い
う
二
つ
の
観
念
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
格
的
で
流
動
的
な
存
在
が
、
自
己
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

死
は
生
の
反
面
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
虚
無
と
い
う
見
方
は
消
失
す
る
。
こ
れ
は
、
浄
土
教
の
信
者
が
、
死
を
阿
弥
陀
如

来
の

お
迎
え

と
受
け
と
め
る
よ
う
な
死
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
死
の
解
釈
は
、
肯
定
・
積
極
性
を
裏
に
含
ん
だ
否
定
・
消
極
性

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
二
○
〜
二
二
頁
）

こ
の
一
段
の
冒
頭
で
、
平
川
氏
は

勝
鬘
経

の
二
種
生
死
義
、
分
段
生
死
と
変
易
生
死
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
二
種
生
死
義
は
イ
ン

ド
の
生
死
観
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
輪
廻
転
生
を
前
提
と
し
て
い
る
。
平
川
氏
は

倶
舎
論

の
一
期
の
生
死
と
刹
那
の
生
死
を
対
応
さ
せ
、

転
生
に
言
及
し
な
い
。
し
か
し
、
次
に
生
有
・
本
有
・
死
有
・
中
有
の
四
有
説
に
言
及
す
る
の
で
、
転
生
を

え
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
死
を

死
有

と
呼
ぶ
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
死
を
虚
無
と
は
見
な
い
で
、
存
在
の
一
つ
の
あ
り
方
と
認
識
し
、
一
気
に
生
死
一
如

の
強
調
に
進
ん
で
い
く
。

こ
こ
で
戦
場
に
臨
む
戦
士
の
譬
え
は
強
烈
で
あ
る
。

本
来
、
生
と
死
は
一
つ
で
あ
る
が
、
自
ら
自
覚
的
に
こ
の
状
態
に
な
り
切
っ
た

境
地
で
あ
る

と
は
、
こ
の
境
地
の
礼
讃
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
言
う
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
、

浄
土
教
の
信
者
が
、
死
を
阿
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弥
陀
如
来
の

お
迎
え

と
受
け
と
め
る
よ
う
な
死
で
あ
る

と
述
べ
る
が
、
浄
土
へ
の
往
生
を
生
死
一
如
と
言
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ

う
か
。

ⅱ

丹
治
昭
義
論
文

丹
治
昭
義

生
死
即
涅
槃

中
論
、
特
に
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
を
中
心
に
し
て

３

で
は
論
文
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

課
せ
ら
れ
た
論
題
は

生
死
一
如

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
ば
は
禅
門
に
お
け
る
生
死
観
を
表
し
、
特
に
武
士
の
心
構
え
を
教

え
諭
す
も
の
と
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
生
き
な
が
ら
死
人
と
成
り
果
て
る
と
か
、
大
死
一
番
乾
坤
新

な
り
、
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
生
と
死
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
自
然
的
な
生
死
に
つ

い
て
は
言
い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
通
常
、
生
は
あ
く
ま
で
も
生
で
あ
っ
て
死
で
は
な
く
、
死
は
生
を
生
き
た
後
に
生
の
終

り
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
生
は
先
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
前
際
を
な
し
、
死
は
後
際
と
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

日
常
の
立
場
で
は
生
と
死
は
全
く
相
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
同
時
で
は
あ
り
得
な
い
。
生
死
が
一
如
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、
自
然

的
な
生
死
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
死
と
宗
教
的
な
生
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宗
教
的
に
死
ぬ
こ
と
は
甦
る
こ
と
で
あ
る
。
否
、

寧
ろ
真
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
仏
教
で
は
生
死
と
い
う
語
は
自
然
的
な
生
と
死
の
意
味
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
同
時
性
の
追
求
は
生
死
と
い
う
語
を
用
い
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
思
想
が
説
か
れ
て
い
な
い

訳
で
は
な
い
。
中
観
派
が
そ
の
空
の
立
場
の
結
論
と
し
て
主
張
す
る
生
死
即
涅
槃
と
い
う
即
一
性
は
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
な
か
で

最
も
明
快
に
端
的
に
生
死
の
一
如
性
を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
涅
槃
（n

irv
a
n
a

）
は
原
始
仏
教
で
は
苦
そ
の
も

の
で
あ
る
人
間
存
在
の
滅
の
境
地
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
小
乗
仏
教
に
な
る
と
、
輪
廻
（sa

m
sa
ra

）
か
ら
の
完
全
な
出
離
と
解
釈
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さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
輪
廻
か
ら
の
解
脱
は
そ
の
立
場
で
は
、
日
常
的
な
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
輪
廻
転
生
し
た
後
に
、
未
来
に

人
間
存
在
を
形
成
す
る
心
身
の
全
き
絶
滅
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
日
常
我
々
が
漠
然
と
認
め
る
自
然
的
な
死
、

自
己
の
無
の
完
全
な
実
現
に
他
な
ら
な
い
。
や
が
て
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
涅
槃
は
宗
教
的
な
死
と
い
う
そ
の
本
来
の
意
味
を
取
り

戻
す
。
或
る
意
味
で
は
大
乗
仏
教
の
成
立
の
根
拠
を
こ
の
涅
槃
の
真
意
の
再
発
見
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
唯
識
思
想

な
ど
は
不
住
涅
槃
（a

p
ra
tisth

ita
n
irv
a
n
a

）
を
説
く
。
真
の
涅
槃
は
却
っ
て
涅
槃
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
死
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言

う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
涅
槃
否
定
（
不
住
）
は
涅
槃
の
概
念
が
未
だ
小
乗
仏
教
的
な
意
味
を
と
ど
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
反
し
て
中
観
派
が
生
死
即
涅
槃
と
説
い
た
と
き
、
却
っ
て
小
乗
仏
教
的
概
念
の
残
滓
を
断
ち
切
り
、
本
格
的
に
截
然
と
大
乗
仏

教
の
涅
槃
観
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
涅
槃
は
真
の
宗
教
的
死
と
し
て
生
死
の
絶
対
的
肯
定
と
な
る
。
月
称
は
中
論

第
二
十
五
章
第
十
九

の
注
釈
の
な
か
で

世
尊
に
よ
っ
て

生
老
死
の
輪
廻
は
無
終
（
無
）
始
（a

n
a
v
a
ra
g
ra

）
で
あ
る

と
説

か
れ
た
こ
と
も
、
正
に
こ
の
こ
と
（
生
死
即
涅
槃
）
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

（p
r.,
P
.
535

）
と
説
く
。
生
死
が
無
終
無
始
で
あ
る
の
は

い
わ
ゆ
る
悪
無
限
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
永
遠
の
現
在
と
し
て
生
死
が
真
に
生
死
す
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で

生
死
一
如
と
い
う
思
想
は
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
の
禅
宗
的
展
開
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
イ
ン
ド
で
は
涅
槃
は
直
接

的
に
は
死
の
追
求
、
死
の
徹
底
の
結
果
で
は
な
い
。
宗
教
が
一
般
的
に
滅
び
の
生
を
捨
て
永
遠
の
生
を
求
め
る
と
い
う
宗
教
的
要
求

に
基
づ
く
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
、
イ
ン
ド
思
想
史
の
な
か
で
見
る
な
ら
ば
、
涅
槃
は
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
死
で
は
な
く

不
死
の
探
究
の
仏
教
的
結
論
で
あ
る
。
（
一
三
七
〜
八
頁
）

こ
こ
で
丹
治
氏
は
生
死
一
如
が
禅
門
の
生
死
観
で
あ
り
、
武
士
の
心
構
え
を
教
え
諭
す
も
の
と
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
言
え
な

い
こ
と
は
、
後
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
で
分
か
る
。
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丹
治
氏
は

自
然
的
な
生
と
死

と

宗
教
的
な
死
と
宗
教
的
な
生

と
に
分
け
、
前
者
で
は
生
死
一
如
と
言
い
得
な
い
と
し
て
い
る

こ
と
は
理
解
で
き
る
。
そ
し
て

イ
ン
ド
仏
教
で
は
生
死
と
い
う
語
は
自
然
的
な
生
と
死
の
意
味
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る

と
明
言
す

る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
四
諦
に
つ
い
て
苦
諦
の
内
容
が
四
苦
八
苦
で
あ
る
と
い
う
時
の
、
生
老
病
死
こ
そ
が
ま
さ
に
自
然
的
な
生
死
の

丁
寧
な
言
い
方
で
あ
る
。

た
だ
、
丹
治
氏
が

宗
教
的
生
と
宗
教
的
死

に
よ
る
生
死
一
如
の
思
想
が
イ
ン
ド
仏
教
で
説
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
言
い
、

中
観
派
が
そ
の
空
の
立
場
か
ら

生
死
即
涅
槃

と
主
張
す
る
こ
と
を

生
死
の
一
如
性

を
表
す
と
言
っ
て
良
い
と
判
断
す
る
の
は
い

か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が

生
死
の
絶
対
的
肯
定

と
な
る
と
言
う
が
、
こ
れ
は
理
解
で
き
な
い
。

生
死
即
涅
槃

と
は

中
論

涅
槃
品
第
二
十
五

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
切
皆
空
の
も
と
で
の
み
言
い
う
る
の
で
あ
り
、
涅
槃
の
絶
対
的
肯
定
で
も
な
い
と
同
時

に
、
生
死
の
絶
対
的
肯
定
で
も
な
い
。

結
果
的
に
、
丹
治
氏
は

生
死
一
如
と
い
う
思
想
は
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
禅
宗
的
展
開
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い

と
断
定
す
る
が
、

大
蔵
経
の
検
索
の
結
果
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
単
独
の
成
句
と
し
て
の
生
死
一
如
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
比
叡
山
仏
教
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
の
集
大
成
で
あ
る

渓
嵐
拾
葉
集

に
三
例
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
丹
治
氏
は
自
然
的
生
死
の
み
が
イ
ン
ド

仏
教
の
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
生
死
一
如
な
ど
は
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
実
は
、
中
国

で
も
、
単
独
で
の
生
死
一
如
な
ど
は
用
例
と
し
て
出
て
い
な
い
。
も
し
も
丹
治
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
生
死
一
如
が
大
乗
仏
教
の
禅
宗

的
展
開
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
国
の
禅
宗
文
献
に
一
回
く
ら
い
は
用
例
が
出
て
い
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
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ⅲ

田
村
芳
朗
論
文

日
本
の
天
台
本
覚
法
門
の
研
究
者
で
あ
る
田
村
芳
朗
氏
の

鎌
倉
新
仏
教
に
お
け
る
生
死
観

と
い
う

４
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
生

死
不
二
、
生
死
一
如
に
つ
い
て
論
及
す
る
。

二

生
死
不
二
と
生
死
即
涅
槃

大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
空
の
立
場
か
ら
改
め
て
相
対
・
対
立
の
超
越
が
説
か
れ
て
く
る
。
生
死
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
も
に
空
と

し
て
、
固
執
さ
れ
る
べ
き
生
も
死
も
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
不
生
不
滅
（
無
生
無
滅
）
が
主
張
さ
れ
る
。
は
じ
め
に
か
か
げ
た

法
華
経

如
来
寿
量
品
第
十
五
（
第
十
六
）
の

生
ぜ
ず
、
死
せ
ず

（
無
有
生
死
）
と
い
う
こ
と
ば
も
、
久
遠
釈
迦
が
空
を
基
盤

と
す
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
空
と
い
う
こ
と
か
ら
不
生
不
滅
を
主
張
し
た
典
型
が
竜
樹
の

中
論

で
観
因
縁
品
第
一
に

不
生
亦
不
滅

（a
n
iro
d
h
a
m
 
a
n
u
tp
a
d
a
m

）（
第
一

）、
観
法
品
第
十
八
に

無
生
亦
無
滅

（a
n
u
tp
a
n
n
a
a
n
iru
d
d
h
a

）（
第
七

）、
観
涅
槃
品
第
二
十
五
に

無
生
無
滅

（u
d
a
y
o n

a
sti n

a v
y
a
y
a
h

）（
第
一

）、

不
生
亦
不
滅

（a
n
iru
d
d
h
a
m
 
a
n
u
tp
a
n
n
-

a
m

）（
第
三

）
な
ど
と
い
う
。
な
お
、

維
摩
経

入
不
二
法
門
品
第
九
で
は
、
相
対
・
対
立
す
る
二
者
が
と
も
に
空
と
い
う
こ

と
を
関
係
の
上
に
の
せ
て
、

不
二

（a
d
v
a
y
a

）
と
表
現
し
た
。
生
死
に
つ
い
て
は
、
生
死
不
二
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

空
に
基
づ
い
て
の
不
生
不
滅
（
無
生
無
滅
）
を
関
係
の
上
か
ら
い
い
な
お
せ
ば
、
生
死
不
二
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

維
摩
経

の
不
二
に
は
、
大
乗
仏
教
の
特
色
で
あ
る
現
実
へ
の
積
極
的
展
開
が
見
え
は
じ
め
て
お
り
、
生
死
不
二
が
、
の
ち
に
現

実
の
生
死
の
二
に
あ
て
は
め
ら
れ
、
積
極
的
、
肯
定
的
な
生
死
一
如
の
表
現
と
な
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
も
の

が
、
生
死
即
涅
槃
と
い
う
タ
ー
ム
で
あ
る
。
（
三
四
五
〜
六
頁
）

さ
ら
に
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
論
述
す
る
。
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三

本
覚
思
想
に
お
け
る
生
死
観

鎌
倉
新
仏
教
の
共
通
背
景
と
な
っ
た
天
台
本
覚
思
想
か
ら
検
討
を
進
め
る
と
、
本
覚
思
想
は
、
中
国
に
お
け
る
華
厳
三
祖
の
賢
首

法
蔵
（
六
四
三
｜
七
一
二
）
が
、

華
厳
経

と
と
も
に

本
覚

の
語
の
初
出
す
る

大
乗
起
信
論

を
活
用
し
て
、
華
厳
哲
学
を

確
立
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
華
厳
哲
学
は
、

華
厳
経

や

大
乗
起
信
論

に
説
か
れ
た
一
心
を
根
本
の
一
理
に
す
え
つ
つ
、

そ
の
現
実
へ
の
生
成
起
動
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
線
に
そ
っ
て
本
覚
思
想
も
進
展
し
て
い
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
空
海

（
七
七
四
｜
八
三
五
）
が
密
教
の
教
理
体
系
化
に
さ
い
し
て
、
起
信
論
の
応
用
解
釈
で
あ
る

釈
摩

衍
論

を
活
用
し
た
が
、
こ

れ
が
本
覚
思
想
の
再
出
発
と
も
な
る
。
空
海
は

釈
摩

衍
論

が
究
極
の
理
と
し
て
強
調
し
た

不
二
摩

衍
法

を
真
言
密
教

に
あ
て
た
が
、
そ
の
線
上
か
ら
、
改
め
て
本
覚
思
想
も
主
張
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
中
国
で
は
、
華
厳
哲
学
の
根
本
の
一
理
（
一

心
）
に
盛
ら
れ
て
本
覚
思
想
が
出
発
の
途
に
つ
い
た
が
、
日
本
で
は
、
空
海
の
密
教
の
不
二
論
に
盛
ら
れ
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な

る
。中

略
）

以
上
の
ご
と
く
、
天
台
本
覚
思
想
は
生
死
・
無
常
の
実
存
的
現
実
の
み
な
ら
ず
、
無
明
・
煩
悩
の
日
常
的
現
実
ま
で
を
肯
定
し
た
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
徹
底
し
た
人
生
肯
定
で
あ
り
、
人
間
肯
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
路
線
だ
け
で
は

え
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
は
第
二
段
階
に
お
い
て
、
現
実
に
も
ど
り
、
現
実
を
生
か
す
こ
と
に
努
め
た
。
生
死
即
涅

槃
と
か
煩
悩
即
菩
提
な
ど
の
タ
ー
ム
は
、
そ
の
産
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
生
死
や
煩
悩
を
手
放
し
で
肯
定

す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
生
死
は
超
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
煩
悩
は
断
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

第
二
段
階
に
お
け
る
肯
定
の
背
景
に
は
、
第
一
段
階
に
お
け
る
否
定
が
控
え
て
い
る
。
そ
れ
を
天
台
本
覚
法
門
が
全
き
肯
定
の
意
に

一
一

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



解
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
仏
教
以
外
の
思
想
が
加
わ
っ
て
い
る
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
仏
教
外
の
思
想
と
は
、
す
な
わ
ち
日
本
思

想
で
あ
る
。
（
三
五
二
〜
六
頁
）

こ
の
論
文
は

一

不
死
永
生
と
不
生
不
滅

二

生
死
不
二
と
生
死
即
涅
槃

三

本
覚
思
想
に
お
け
る
生
死
観

四

鎌
倉

新
仏
教
に
お
け
る
生
死
観

の
四
節
か
ら
成
る
も
の
の
中
で
、
第
二
節
と
第
三
節
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

田
村
氏
が
こ
の
引
用
の
第
二
番
目
で
生
死
に
関
し
て
、

生
死
即
涅
槃

が
生
死
を
手
放
し
で
肯
定
す
る
立
場
で
は
な
い
と
言
い
切
っ

て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
天
台
本
覚
法
門
に
お
い
て
つ
い
に
生
死
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
立
場
が
生
ま
れ
、
そ
こ
で
生
死
一
如
も
し

く
は
生
死
不
二
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
に
至
っ
た
と
述
べ
る
。
田
村
氏
は
、
そ
の
日
本
思
想
は
自
然
順
応
で
あ
り
、
現
実
順
応
で
あ
る
と

述
べ
、
そ
の
態
度
が

古
事
記

日
本
書
紀

万
葉
集

に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
、
天
台
本
覚
法
門
か
ら
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
た
ち
、

ま
た
南
北
朝
・
室
町
期
の
新
し
い
神
道
理
論
、
世
阿
弥
の
能
、
千
利
休
の
茶
道
、
い
け
ば
な
に
も
流
れ
、
本
居
宣
長
の

物
の
あ
わ
れ

の
強
調
に
ま
で
流
れ
て
い
る
こ
と
を
例
示
す
る
。

ⅳ

木
村
文
輝
著
書

生
死
一
如
を
論
及
し
て
い
る
三
つ
の
論
文
を
引
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
言
及
せ
ず
、
独
自
の
判
断
で
生
死
一
如
を
根
拠
に
脳

死
や
臓
器
移
植
問
題
な
ど
を
論
じ
た
の
が
、
木
村
文
輝

生
死
の
仏
教
学

人
間
の
尊
厳

と
そ
の
応
用

５

で
あ
る
。

第
一

章

生
の
中
の
死
・
死
の
中
の
生

生
死
一
如
の
立
場
か
ら

、
第
五
節

仏
教
の
立
場
と
現
代
社
会

の
一
文
を
引
用
す
る
。

既
に
本
文
中
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
誕
生
と
死
は
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
長
い
時
間
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
。
と
り
わ
け
死
の
問
題
に
限
定
し
た
場
合
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
だ
人
間
が
生
物
学
的
に
生
き
て
い
る
時
か
ら
始
ま
っ
て

一
二

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
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い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
人
間
は
生
物
学
的
な
死
が
訪
れ
た
後
に
も
、
二
人
称
の
観
点
に
お
い
て
、
社
会
的
、
も
し
く
は
情
緒

的
な
意
味
で
生
き
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
は
生
の
中
に
始
ま
り
、
生
は
死
の
中
で
継
続
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
我
々
は
人
間
の
生
と
死
を
、
完
全
に
別
々
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
の
範

は
重
な
り
合
っ

て
お
り
、
一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
仏
教
の
伝
統
的
な
用
語
で
表
現
す
れ
ば

生
死
一
如

と

言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
六
七
〜
八
頁
）

ま
た
、

第
四
章

人
間
の
尊
厳

の
現
成
と
否
定

生
死
の
学
の
立
場
か
ら

、
第
二
節

脳
死
と
死
の

自
己

決
定
権
、

（
四

死
者
の
生
と
生
者
の
死

か
ら
の
一
節
を
引
用
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
あ
る
者
の
死
が
医
学
的
に
確

定
し
、
そ
の
死
体
の
処
理
が
終
了
し
た
と
し
て
も
、
遺
さ
れ
た
者
に
死
別
の
苦
し
み
が
存
続
す
る
限
り
、
そ
の
者
の
死
は
完
了
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
者
は
、
遺
さ
れ
る
者
の
中
で
今
だ
生
き
続
け
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
反
対
に
、
一
人
称
の
立
場
で
あ
れ
、

二
人
称
の
立
場
で
あ
れ
、
あ
る
者
の
死
を
自
覚
し
た
瞬
間
か
ら
、
そ
の
者
は
た
と
え
医
学
的
に
は
疑
い
な
く
生
き
て
い
る
存
在
で
あ

っ
て
も
、
心
情
的
に
は
既
に
死
に
ゆ
く
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
苦
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
の
死
を
把
握
す
れ

ば
、
一
人
の
人
の
生
と
死
は
、
医
学
上
の
生
死
に
関
係
な
く
同
時
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
字
通
り

生
死
一
如

と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
二
○
九
〜
二
一
○
頁
）

本
書
は

序
論

生
死
を
見
つ
め
る
視
点

第
一
章

生
の
中
の
死
・
死
の
中
の
生

生
死
一
如
の
立
場
か
ら

第
二
章

人
間
の
尊
厳

の
仏
教
的
解
釈

空
と
縁
起
の
立
場
か
ら

第
三
章

臓
器
移
植
問
題
に
対
す
る
仏
教
者
の
立
脚
点

個
々

人
の
苦
し
み
の
立
場
か
ら

第
四
章

人
間
の
尊
厳

の
現
成
と
否
定

生
死
の
学
の
立
場
か
ら

の
序
論
と
四
章
、
そ

一
三

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
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し
て

あ
と
が
き

か
ら
成
る
。
こ
の
中
で
第
一
章
と
第
四
章
か
ら
生
死
一
如
を
強
調
し
て
い
る
部
分
を
引
用
し
た
。

し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
れ
だ
け
生
死
一
如
を
根
拠
に
し
て
い
な
が
ら
、
私
が
引
用
し
た
先
行
研
究
に
一
切
言
及
し
な
い
。

ま
た
第
二
章
の
副
題
か
ら
す
れ
ば
松
本
史
朗
氏
の
鋭
い

６
提
言
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
第
三
章
の
脳
死
と
臓
器
移
植
に
関
し
て

中
島
隆
博
氏
の
仏
教
者
た
ち
の
当
該
問
題
へ
の
論
及
の
批
判
的

７
検
討
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

木
村
氏
が
引
用
文
の
中
で
述
べ
て
い
る
生
死
一
如
の
趣
旨
は
平
川
氏
の
生
死
融
合
論
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
解
説
す
る
ま
で

も
な
い
。

Ⅳ

生
死
一
如

の
用
例
の
確
認

ⅰ

仏
教
文
献
に
お
け
る
用
例

今
日
で
は
仏
教
文
献
に
お
け
る
検
索
が
便
利
に
な
っ
た
。
ま
ず

大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（T

h
e
 
S
A
T
 
D
a
izo
-

k
y
o T

ex
t D

a
ta
b
a
se

）

が
完
成
し
、
ま
た
台
湾
で
も

C
B
E
T
A

C
h
in
ese B

u
d
d
h
ist T

ex
t A

sso
cia
tio
n

、
中
華
電
子
佛
典
協
會
）

が

進
行
中
で
あ
る
。
今
は
日
本
の
仏
典
も
検
索
で
き
る
の
で
、
前
者
に
よ
っ
て
生
死
一
如
を
検
索
し
た
結
果
、
以
下
の
七
例
を
得
た
（
生
死

一
如
の
四
字
を
ゴ
チ
に
し
て
強
調
し
た
）。

①
、

宗
鏡
録
・
巻
一
四

志
公
和
尚
生
仏
不
二
科
云
、
衆
生
与
仏
不
殊
、
大
智
不
異
於
愚
、
何
用
外
求
珍
宝
、
身
内
自
有
明
珠
、

正
道
邪
道
不
二
、
了
知
凡
聖
同
途
、
迷
悟
本
無
差
別
、
涅
槃
生
死
一
如
、
究
竟
攀
縁
空
寂
、
推
求
憶
想
清
虚
、
無
有
一
法
可
得
、
蕭

然
直
入
無
余
、
（
大
正
蔵
四
八
、
四
九
二
頁
上
中
）

一
四

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



②
、

勅
修
百
丈
清
規
・
巻
五

坐
禅
乃
安
楽
法
門
、
而
人
多
致
疾
者
、
蓋
不
得
其
要
、
得
其
要
則
自
然
四
大
軽
安
、
精
神
爽
利
、

法
味
資
神
、
寂
而
常
照
、

寐
一
致
、
生
死
一
如
、
但
弁
肯
心
、
必
不
相
賺
、
（
大
正
蔵
四
八
、
一
一
四
三
頁
上
）

③
、

宋
高
僧
伝
・
巻
一
四

釈
玄

、（
中
略
）
而

綱
紀
小
乗
、
演
暢
大
法
、

仏
境
之
非
有
、
識
魔
界
之
為
空
、
故
能
使

涅
槃
将
生
死
一
如
、
煩
悩
与
菩
提
斉
致
、
発
心
而
登
仏
地
、
非
我
而
誰
、
白
黒
帰
依
、
当
仁
不
譲
、
（
大
正
蔵
五
○
、
七
九
五
頁
上

中
）④

、

景
徳
伝
灯
録
・
巻
二
九

誌
公
和
尚
十
四
科
頌
、（
中
略
）
仏
与
衆
生
不
二
、
衆
生
与
仏
無
殊
、
大
智
不
異
於
愚
、
何
須

向
外
求
宝
、
身
田
自
有
明
珠
、
正
道
邪
道
不
二
、
了
知
凡
聖
同
途
、
迷
悟
本
無
差
別
、
涅
槃
生
死
一
如
、
究
竟
攀
縁
空
寂
、
惟
求
意

想
清
虚
、
無
有
一
法
可
得
、

然
自
入
無
余

（
大
正
蔵
五
一
、
四
五
○
頁
下
）

⑤
、

渓
嵐
拾
葉
集
・
三
六
巻

是
生
死
一
如
、
迷
語
（
悟
？
）
一
体
事
表
也
、
（
大
正
蔵
七
六
、
六
二
四
頁
上
）

⑥
、

渓
嵐
拾
葉
集
・
八
一
巻

如
来
涅
槃
相
示
云
、
須
返
是
常
在
不
滅
事
相
也
、
滅
後
舎
利
是
万
法
能
生
種
子
返
、
此
則
生
滅

不
二
出
離
解
脱
本
源
也
、
故
舎
利
拝
見
奉
所
、
於
生
死
一
如
相
顕
、
色
心
境
智
一
如
相
顕
、
色
心
境
智
一
如
法
門
示
現
給
也
、
云

云
、
（
大
正
蔵
七
六
、
七
七
三
頁
上
）

⑦
、

渓
嵐
拾
葉
集
・
八
六
巻

一
、
生
死
一
如
事
、（
中
略
）
口
云
、
釈
迦
入
滅
相
、
即
是
五
智
転
成
貌
也
、
凡
如
来
者
、
生

死
一
如
之
妙
理
覚
悟
故
、
即
滅
相
顕
生
相
故
、
入
涅
槃
成
舎
利
、
（
大
正
蔵
七
六
、
七
八
一
頁
上
）

こ
の
七
例
が
大
正
新
脩
大
蔵
経
を
検
索
し
、
生
死
一
如
の
四
字
を
引
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
撰
述
の
経
律
論
に
一

例
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
①
か
ら
④
ま
で
の
中
国
の
用
例
の
う
ち
、

勅
修
百
丈
清
規

の
用
例
だ
け
が

生
死
一
如

と
し
て

独
立
し
て
い
る
が
、
他
の
三
例
は

涅
槃
生
死
一
如

、
す
な
わ
ち

生
死
即
涅
槃

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

一
五

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



っ
て
、
こ
れ
ら
の
三
例
は
今
問
題
に
し
て
い
る
生
死
一
如
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
。

勅
修
百
丈
清
規

の
用
例
も
全
体
が

坐
禅
儀

の

中
の
一
句
で
あ
り
、
直
前
に

寐
一
致

（
目
覚
め
る
の
も
、
眠
る
の
も
同
じ
）
と
の
一
句
と
対
応
し
た
文
飾
の
結
果
で
あ
る
。
単
独
で

生
死
一
如
と
言
わ
れ
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。
こ
の
結
果
、
中
国
に
お
い
て
も
、
現
存
の
文
献
に
よ
る
限
り
、
今
問
題
に
し
て
い
る
よ
う

な
意
味
で
の
生
死
一
如
は
存
在
し
な
い
と
断
じ
て
良
い
。

渓
嵐
拾
葉
集

は
日
本
天
台
宗
の
僧
、
光
宗
が
鎌
倉
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
（
一
三
一
一
〜
一
三
四
七
）
に
か
け
て
の
比
叡
山
の
さ
ま

ざ
ま
な
伝
承
や
口
伝
を
三
〇
〇
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
一
一
六
巻
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
中
で
の
生
死
一
如
に
つ
い
て

は
、
最
後
の
⑦
の

生
死
一
如
事

の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
な
り
テ
ー
マ
と
し
て
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
私
は
天
台

本
覚
法
門
の
中
で
こ
の
よ
う
な
生
死
一
如
が
成
句
と
な
っ
て
い
き
、
そ
れ
を
光
宗
が
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
こ
の
文

献
の
用
例
が
今
の
と
こ
ろ
生
死
一
如
の
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

ⅱ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
検
索

驚
く
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
結
果
で
あ
る
。

生
死
一
如

で
二
五
万
件
以
上
の
結
果
が
出
る
。
念
の
た
め

生
死
不
二

も
検
索
を
か
け
て
み
た
な
ら
ば
、
三
万
件
以
上
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
若
干
の
用
例
を
引
用
す
る
。

①
、

自
殺

と
い
う
亡
く
な
り
方
を
す
る
人
が
こ
の
時
代
、
こ
の
日
本
社
会
に
年
間
三
万
人
以
上
い
ま
す
。
仏
教
で
は
生
死
一
如

と
い
っ
て
、〞
生

と
〞
死

が
別
々
で
あ
る
と
は

え
ま
せ
ん
。

自
殺
（
自
死
）
の
問
題
は

生
き
方

の
問
題
で
す
。〞
生
死

を
問
い
続
け
る
僧
侶
と
し
て
、
こ
の
事
態
を
ど
う
に
か
し
た
い

。
私
た
ち
は
自
殺
対
策
に
取
り
組
む
僧
侶
有
志
の
仲
間
で
す
。

（
自
殺
対
策
に
取
り
組
む
僧
侶
の
会
）
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②
、
生
死
一
如

仏
教
で
は

生

と

死

を
別
の
も
の
と
し
て
分
け
て
と
ら
え
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
二
つ
を
ひ
っ
く
る
め
て

生
死
（
し
ょ
う
じ
）

と
い
い
、
生
死
の
差
別
を
超
え
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
が
あ
る
か
ら
死
が
あ
る
。
生
の

中
に
死
が
あ
り
、
死
の
中
に
生
が
あ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
死
に
た
く
な
く
て
も
、
い
つ
か
は
死
な
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
命
あ
る
限
り
精
一
杯
生
き
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
の
で
す
。（
臨
済
宗
大
本
山
妙
心
寺

今
月
の
法
話

）

③
、
金
子
み
す
ゞ

大
漁

朝
焼
小
焼
だ
／
大
漁
だ
。／
大
羽
鰮
の
／
大
漁
だ
。／
／
浜
は
ま
つ
り
の
よ
う
だ
け
ど
／
海
の
な
か

で
は
／
何
万
の
／
鰮
の
と
む
ら
い
／
す
る
だ
ろ
う
。
金
子
み
す
ゞ
の

大
漁

に
出
合
っ
た
の
は
、
い
ま
か
ら
四
十
年
前
、
大
学
一
年

の
時
に
読
ん
だ

日
本
童
謡
集

（
岩
波
文
庫
）
の
中
で
で
し
た
。（
中
略
）

大
漁

を
読
む
と
、
も
う
一
つ
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
昼
と
夜
の
よ
う
に
、
光
と
影
の
よ
う
に
、
こ
の
世
は
す
べ
て
二
つ
で
一
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
浜
の
喜
び
と
海
の
悲
し
み
、
喜

び
と
悲
し
み
で
一
つ
で
す
。
目
に
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
で
、
一
つ
で
す
。
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
で
一
つ
で
す
。
生
死

一
如
と
い
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
で
一
つ
を
き
ち
ん
と
具
現
化
で
き
る
の
は
た
っ
た
一
つ
、
ま
ず
相
手
の
存
在
を
丸
ご
と
認
め
て
受
け

入
れ
る
こ
と
で
す
。（
金
子
み
す
ゞ
記
念
館
館
長

矢
崎
節
夫
）

④
、
第
３
カ
条

日
々
、
生
死
一
如
と
心
得
て
生
き
る
こ
と

生
死
一
如
・
無
情

マ
マ
、
筆
者

迅
速
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

変
化
・
転
変
し
続
け
て
い
る
存
在
と
し
て
の
人
間

生
死
一
如

と
心
得
て
生
き
る
た
め
に

過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間

の
流
れ
の
な
か
で
／
今
の
時
間
を
生
き
、
生
死
観
を
育
む

生
死
一
如

に
対
す
る
想
い
の
馳
せ
方

死
の
こ
ち
ら
側
の
死
を
想

う
こ
と
／
死
の
瞬
間
の
死
を
想
う
こ
と
／
死
の
む
こ
う
側
の
死
を
想
う
こ
と
（
株
式
会
社
・
青
海
社
、
死
を
迎
え
る
日
の
た
め
の
心
得

と
作
法
17
カ
条
の
中
の
第
３
カ
条
）

⑤
、
人
生
は
生
死
一
如

昔
か
ら

生
死
一
如
の
人
生

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
松
扉
哲
雄
師
は
、
こ
の
言
葉
を
一
枚
の
紙
に
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譬
え
て
、

紙
に
は
必
ず
裏
と
表
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
紙
の
表
が
欲
し
い
の
で
、
裏
は
い
ら
な
い
と
、
裏
を
削
っ
て
い
っ
た
ら
、

紙
そ
の
も
の
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
生
も
、
生
の
面
だ
け
欲
し
い
の
で
、
死
の
面
は
い
ら
な
い
と
い
っ
て
、
死
を
無
視
し

て
生
に
固
執
す
る
の
は
、（
欲
望
の
一
生
）
だ
と
仏
様
は
教
え
て
く
だ
さ
る

と
、
生
と
死
を
分
け
る
こ
と
の
問
題
を
指
摘
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
大
切
な
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
欲
望
一
筋
に
神
仏
に
手
を
合
わ
せ
、
た
の
む
ほ
ど
に
い
よ
い
よ
迷
っ
て
い

く
、
こ
れ
を

迷
信
の
生
活

と
い
い
ま
す
。（
東
本
願
寺
真
宗
会
館
、
広
報
誌

サ
ン
ガ

３
分
間
法
話
）

⑥
、
涅
槃
寂
静

本
来
、無
常
に
し
て
無
我
で
あ
る
と
い
う
こ
の
世
の
理
法
を
体
解
す
る
に
は
、決
し
て
一
般
化
を
す
る
こ
と
を
許

さ
な
い
、
ま
さ
し
く
個
別
の
不
安
や
苦
悩
と
向
き
合
い
、
そ
の
不
安
や
苦
悩
を
抱
く
こ
と
そ
の
も
の
が
永
遠
の
理
法
へ
の
反
逆
で
あ

る
と
い
う
自
己
否
定
に
よ
っ
て
の
み
、
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
八
万
四
千
通
り
に
展
開
さ
れ
た
と
い
わ
れ

る
仏
教
の
教
法
の
中
か
ら
、
我
々
個
々
の
機
根
や
状
況
に
合
致
し
た
も
の
を
、
道
し
る
べ
と
し
て
選
び
取
る
の
で
す
。

四
法
印

と
呼
ば
れ
る
仏
教
の
標
語
の
最
後
は
、
そ
の
よ
う
な
道
程
を
経
て
得
ら
れ
た
、
苦
す
な
わ
ち
自
我
の
滅
却
を
示
し
て
い
ま
す
。
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

ニ
ル
バ
ー
ナ

に
起
因
す
る

涅
槃

の
語
は
、
一
切
の
煩
悩
の
炎
を
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
を
意
味
し
ま
す
。

生
ま
れ
た
ら
必
ず
死
ぬ
と
い
う
根
源
的
な
不
安
や
苦
悩
を
超
越
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
た
だ
た
だ
調
和
安
定
し
た

バ
ラ
バ
ラ
で

い
っ
し
ょ

と
で
も
表
現
す
べ
き

生
死
一
如

自
他
不
二

の
世
界
が
開
け
ま
す
。

涅
槃
寂
静

な
る
境
地
を
求
め
て
、
共
に

歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
、
仏
教
の
本
旨
で
あ
り
ま
す
。（
学
校
法
人
光
華
女
子
学
園
、

今
月
の
こ
と
ば

）

⑦
、
今
日
は
キ
リ
ス
ト
の
聖
誕
祭
で
す
。
聖
誕
は
偉
い
人
の
場
合
、
普
通
の
人
の
場
合
は
生
誕
で
し
ょ
う
ね
。
生
誕
と
は
生
ま
れ

出
る
こ
と
で
す
ね
。
生
も
誕
も
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
２
文
字
の
う
ち
の

誕

を
検
証
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
生
ま
れ
る

こ
と
と
い
う
意
味
は
誰
で
も
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
で
も
こ
の
字
に
か
り
そ
め
の
、
あ
る
い
は
嘘
偽
り
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
は
あ
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ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
生
ま
れ
る
こ
と
が
何
故
か
り
そ
め
で
あ
り
、
嘘
偽
り
な
の
で
し
ょ
う
か
？

と

え
た
際
に
閃

い
た
の
は
、

生
死
一
如
（
し
ょ
う
じ
い
ち
に
ょ
）

と
い
う
言
葉
で
し
た
。
一
如
と
は
同
じ
こ
と
と
言
う
意
味
で
す
。
生
き
る
と
死

ぬ
と
い
う
こ
と
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
は
誰
も
本
当
は
死
な
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

魂
は
永
遠
な
り

と
い
う
言
葉
も
あ
り

ま
す
ね
。
本
当
は
死
な
な
い
の
な
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
誕
生
と
は
永
遠
の
生
命
で
あ
る
魂

が
か
り
そ
め
の
肉
体
の
衣
を
着
て
一
見
初
め
て
の
ご
と
く
現
出
し
て
く
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
な
、
と
思
い
ま
し
た
。（

命

波

、
聖
誕
祭
に
想
う
）

⑧
、
過
日
、新
聞
に
て
報
道
さ
れ
ま
し
た
御
遷
宮
に
つ
き
ま
し
て
、多
く
の
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
現
在
、
出
雲
大
社
で
は
御
遷
宮
の
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）
出
雲
大
社
の
御
祭
神
大
国
主
大
神
さ
ま
（
だ
い
こ
く

さ
ま
）
は
、

和
譲

の
御
神
徳
で

国
土
奉
還

国
譲
り

の
奇
し
き
大
業
を
成
し
顕
さ
れ
て
、
目
に
は
見
え
な
い
世
界
を
治

め
ら
れ
る
幽
冥
（
神
事
）
主
宰
大
神
と
し
て
〞
生
死
一
如

に
私
ど
も
を
お
守
り
下
さ
っ
て
い
ま
す
。（
出
雲
大
社
、
平
成
の
大
遷
宮

に
つ
い
て
）

⑨
、
生
死
一
如
に
栄
え
果
て
な
き

万
有
の
主
宰
と
現
れ
し
神
人
の
身
は

と
こ
し
へ
ま
で
も
亡
び
ざ
る
べ
し

中
略
）
吾
は

今
生
死
一
如
の
真
諦
を

悟
り
て
心
勇
み
立
つ
な
り
（
出
口
王
仁
三
郎

天
祥
地
瑞
寅

魂
反
し

）

以
上
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
生
死
一
如
を
良
い
標
語
と
し
て
用
い
、
し
か
も
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
多
い
。
た
だ
、

仏
教
だ
け
で
も
な
い
の
に
も
驚
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
も
の
、
神
道
系
の
も
の
、
教
派
神
道
系
の
宗
教
で
も
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
仏

教
は
禅
宗
に
限
ら
な
い
。
浄
土
系
で
も
、
他
の
宗
派
で
も
用
い
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
汎
宗
教
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
宗
教
に
限
ら
ず
、

あ
る
人
の
人
生
観
と
し
て
も
こ
の
生
死
一
如
の
標
語
は
積
極
的
肯
定
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
生
死
一
如
の
成
句
は
仏
教
的
な

を

一
九

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



越
え
て
広
く
一
般
的
な
言
葉
と
し
て
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

Ⅴ

生
死
一
如

用
語
形
成
の
背
景
の
検
討

ⅰ

イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
不
二
と
一
如
思
想

さ
て
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
不
二
と
か
一
如
の
用
例
は
先
ほ
ど
利
用
し
たS

A
T

検
索
す
る
な
ら
ば
、
不
二
が
一
万
二
千
、
一
如
が

四
千
以
上
の
結
果
が
出
る
。
阿
含
経
以
来
の
用
例
が
あ
る
。
特
に
不
二
は

般
若
経

に
も
多
く
出
る
し
、
有
名
な

維
摩
経

入
不

二
法
門
品

が
思
い
浮
か
ぶ
。
空
の
思
想
を
ベ
ー
ス
に
す
る
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
例
え
ば
生
死
即
涅
槃
の
こ
と
を

生
死
涅
槃
不
二

と
表
現
し
た
と
し
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
。

た
だ
丹
治
氏
は

生
死
一
如

の
言
葉
は
あ
り
え
な
い
が
、
思
想
と
し
て
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
今
の
生
死
即
涅
槃
の
こ
と

を
説
明
し
た
が
、
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
生
死
一
如
は
イ
ン
ド
仏
教
に
は
無
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
部
派

仏
教
の
教
学
に
あ
る
は
ず
も
な
い
。

し
か
し
、
生
死
一
如
が
以
下
に
の
べ
る
よ
う
に
日
本
成
立
の
用
語
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
は
い
え
、
大
乗
仏
教
の
空
思
想
の
展
開
の

端
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
空
思
想
の
誤
解
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
切
皆
空
の
趣
旨
か
ら
言
え
ば
、
生
も
死
も
空
で

あ
る
と
言
っ
た
途
端
に
生
死
一
如
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
と
も
言
え
る
。
平
川
氏
の
解
釈
も
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
イ
ン
ド
大
乗
に
は
生
死
一
如
の
思
想
は
無
い
が
、
そ
の
解
釈
の
淵
源
は
空
思
想
に
あ
る
と
言
え
る
。
丹
治
氏
は
多
分
そ
の
よ
う

な
趣
旨
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二
〇

生
死
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如

成
句
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ⅱ

中
国
仏
教
に
お
け
る
不
二
と
一
如
思
想

さ
て
、中
国
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。不
二
や
一
如
の
表
現
が
多
い
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。
検
索
の
結
果
で
は
生
死
一
如
は
存
在
し
な
い

と
分
か
っ
た
。
た
だ
、不
二
に
は
た
と
え
ば
天
台
六
祖
湛
然
の

十
不
二
門

の
よ
う
な
重
要
な
著
作
も
あ
る
。

大
乗
起
信
論

系
の
偽
論

で
あ
る
が
、
空
海
が
重
視
し
た

釈
摩

衍
論

に
は

不
二
摩

衍

が
多
出
す
る
。
こ
れ
は
新
羅
成
立
で
あ
ろ
う
と
の
研
究

８
成
果
が
あ
る
。

と
も
か
く
、

般
若
経

も

維
摩
経

も
重
視
さ
れ
た
し
、
禅
宗
も
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
国
仏
教
者
が
不
二
や
一
如
を
好
ん
だ

こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
生
死
一
如
の
声
は
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
。

ⅲ

荘
子
の
死
生
一
如

中
国
仏
教
で
ど
う
し
て
生
死
一
如
の
声
が
聞
こ
え
な
い
の
か
と
疑
問
に
思
う
の
は
荘
子
に
万
物
斉
同
の
思
想
が
あ
り
、
死
生

９
一
如
と
言

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
老
荘
思
想
が
中
国
仏
教
の
受
容
と
展
開
に
果
た
し
た
役
割
は
大

10
き
い
。
鎌
田
茂
雄
氏
も
荘
子
か
ら
華
厳
へ
の
展
開

を
論

11
じ
る
。
華
厳
も
ま
た
相
即
や
相
入
の
論
理
を
開
拓
し
た
。
こ
れ
も
不
二
や
一
如
に
通
じ
る
論
理
で
あ
る
。
天
台
の
一
念
三
千
の
法
門

や
性
悪
思
想
な
ど
の
性
具
思
想
に
対
抗
し
て
、
華
厳
の
縁
起
思
想
や
性
起
思
想
が
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
中
国
仏
教
思
想
の
不

二
や
一
如
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
死
一
如
の
用
例
は
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。

た
だ
、
さ
き
に
大
乗
空
に
生
死
一
如
の
淵
源
を
見
て
、
大
乗
空
の
端
に
生
死
一
如
の
位
置
づ
け
を

え
た
こ
と
の
延
長
で
語
れ
ば
、
中

国
仏
教
が
生
死
一
如
の
成
句
の
形
成
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
言
及
し
て
き
た
こ
と
か
ら
は
田
村
氏
の

論
文
か
ら
天
台
思
想
を
想
定
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
丹
治
氏
は
禅
宗
に
言
及
し
て
い
た
。
私
も
中
国
禅
宗
と
の
関
連
を

え
る
が
、

二
一

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



今
の
と
こ
ろ
証
拠
が
無
い
の
で
あ
る
。

ⅳ

日
本
人
の
死
生
観

今
回
も
テ
ー
マ
が
生
死
観
で
あ
る
が
、
一
九
八
○
年
の
日
本
仏
教
学
会
学
術
大
会
の
テ
ー
マ
も
生
死
観
で
あ
っ
た
。
私
も
発
表

12
し
た
。

こ
こ
で
は
翌
年
公
刊
さ
れ
た
紀
要
所
載
の
日
本
人
の
生
死
観
に
つ
い
て
の
二
つ
の
論
文
を
紹
介
し
、
生
死
一
如
の
用
語
形
成
の
背
景
を

察
す
る
た
め
に
役
立
て
た
い
。

①
、
神
保
泰
紀
論
文

神
保
泰
紀
氏
は

生
者
と
死
者

13

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

元
来
、
日
本
人
の
生
死
観
は
、
生
き
る
歩
み
の
中
で
、
或
る
境
界
を
超
え
る
こ
と
が
死
な
の
で
あ
り
、
生
の
延
長
線
上
に
死
が

続
い
て
行
く
、
水
平
思

の
意
識
で
あ
る
。
生
者
と
死
者
の
あ
り
方
は
、

た
ま

と
し
て
見
れ
ば
ま
っ
た
く
変
り
が
な
い
の
で
あ

る
。
生
者
は
、
肉
体
に
拘
束
さ
れ
て
居
り
、

た
ま

と
し
て
機
能
は
、
寧
し
ろ
、
低
い
の
で
あ
る
。
死
者
の
方
が
、
反
っ
て
、
自

由
な
存
在
と
も
な
る
。
（
四
九
五
〜
六
頁
）

神
保
泰
紀
氏
は
民
間
信
仰
や
伊
佐
那
伎
・
伊
佐
那
美
の
神
話
か
ら
、
死
に
関
し
て
生
者
と
死
者
と
の
自
由
な
交
流
を
可
能
に
す
る
思
想

と
、
死
穢
を
忌
避
し
て
結
界
を
遮
断
す
る
思
想
の
二
面
が
あ
り
、
現
在
ま
で
も
そ
れ
ら
は
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
日
本
人
に
と
っ
て
、
あ
の
世
も
、
こ
の
世
も
、
わ
ず
か
に
一
線
を
画
す
る
の
み
で
、
そ
れ
も
こ
の
大
地
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る

と
述
べ
、
生
死
の
水
平
性
を
主
張
す
る
。

二
二

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



②
、
楠

正
弘
論
文

さ
ら
に
楠

正
弘
氏
は

庶
民
信
仰
に
お
け
る
生

14
と
死

に
お
い
て
、
恐
山
信
仰
を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

其
後
、
恐
山
の
延
命
地
蔵
尊
は
経
験
的
信
仰
機
能
に
あ
わ
せ
て
機
能
分
化
し
、
本
殿
地
蔵
尊
と
賽
の
河
原
の
地
蔵
尊
、
卒
塔
婆

供
養
堂
の
地
蔵
尊
と
な
っ
た
。
一
方
は
生
の
儀
礼
の
信
仰
対
象
と
し
て
の
地
蔵
尊
で
あ
り
、
他
方
は
死
の
儀
礼
の
信
仰
対
象
と
し
て

の
地
蔵
尊
で
あ
る
。
生
と
死
と
は
人
間
の
生
存
の
背
反
す
る
あ
り
方
で
あ
り
、
人
間
の
生
存
は
、
生
で
あ
れ
ば
死
で
は
な
く
、
死
で

あ
れ
ば
生
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
生
の
儀
礼
に
お
け
る
生
と
死
、
死
の
儀
礼
に
お
け
る
生
と
死
と
い
う
二
つ
の

生
と
死
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
仏
教
教
義
の
多
く
は
前
者
を
主
と
し
、
仏
教
儀
礼
の
多
く
は
後
者
を
主
に
し
て
い
る
。

中
略
）

生
の
儀
礼
と
死
の
儀
礼
と
は
、
相
互
に
相
反
す
る
生
・
死
観
を
も
ち
つ
つ
、
こ
の
両
者
が
、
日
常
的
庶
民
信
仰
の
生
・
死
を
構
成

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
中
に
、
経
典
仏
と
し
て
の
地
蔵
信
仰
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
庶
民
信
仰
の
中
で
は
生
と
死
、

死
と
生
と
が
つ
り
あ
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
五
一
七
〜
八
頁
）

楠
氏
は
、
教
義
と
儀
礼
に
お
け
る
生
と
死
と
の
関
係
を
区
別
し
な
が
ら
も
、
結
果
的
に
は
生
と
死
と
が
つ
り
あ
わ
さ
れ
、

死
を
前
提

と
し
た
生
の
意
識

で
も
あ
り
、

死
の
中
に
生
が
あ
る

と
も
言
い
得
る
と
分
析
す
る
。

③
、
河
合
隼
雄
論
文

次
に
西
欧
社
会
の
人
々
と
日
本
人
と
の
差
異
を
論
じ
、
心
理
学
者
の
河
合
隼
雄
氏
は

日
本
人
の
死

15
生
観

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

二
三

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



神
経
症
の
症
状
に
苦
し
み
自
殺
を
企
図
し
た
が
、
未
遂
に
終
わ
っ
た
人
が
、
そ
の
と
き
の
心
境
を
説
明
し
て
、
自
殺
と
言
っ
て

も
そ
ん
な
に
決
意
し
て
行
な
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
部
屋
の
な
か
に
居
て
、
そ
の
部
屋
の
空
気
が
濁
っ
て
息
苦
し

く
な
っ
て
き
て
、
そ
こ
を
逃
れ
る
た
め
に

障
子
を
あ
け
て
隣
の
部
屋
に
行
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ

と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
際
に
そ
の
人
が
、
生
死
を
分
け
る
隔
壁
の
弱
さ
と
、
死
ぬ
こ
と
を
ま
る
で

生
き
の
び
よ
う

と
す
る
行
為
の
よ
う
に
語
っ
た

こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
生
と
死
と
を
分
け
る
隔
壁
は
あ
ん
が
い
に
薄
く
、
生
と
死
と
が
連
続
的
に
さ
え
受

け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
二
四
九
頁
）

ま
た
次
の
よ
う
に
も
分
析
す
る
。

日
本
に
お
け
る
生
死
の
隔
壁
の
薄
さ
は
、
人
間
と
他
の
存
在
、
自
と
他
、
な
ど
の
隔
壁
の
薄
さ
と
相
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
西
洋
の
近
代
に
お
い
て
、
他
か
ら
分
離
し
た
も
の
と
し
て
の

自
我

が
確
立
さ
れ
た
の
と
著
し
い
差
を
示
し
て
い
る
。

も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
人
間
と
他
の
存
在
は
明
確
に
区
別
し
て

え
ら
れ
て
い
る
。
厳
し
い

切
断

論
理
に
よ
っ

て
、
す
べ
て
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
な
か
で
、
人
間
の

個

と
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
る

え
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な

え
に
よ
っ
て
確
立
し
て
き
た

自
我

の
死
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
は
、
西
洋
人
に
と
っ
て
は
大
き
い
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
キ

リ
ス
ト
教
の
一
回
限
り
の
復
活
、
最
後
の
審
判
と
い
う
神
話
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
人
の
自
我
は
、
最
後
の

審
判
を
受
け
る
と
き
に
よ
い
評
価
を
受
け
る
べ
く
、
生
き
て
い
る
間
に
で
き
る
限
り
の
努
力
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

も
し
、
復
活
と
か
最
後
の
審
判
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
生
き
て
い
る
間
に
自
我
を
確
立
し
た
と
し
て
も
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
ま

っ
た
く
の
無
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

西
洋
の
近
代
自
我
の
確
立
の
背
後
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
死
生
観
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
日
本
流

二
四

生
死
一
如

成
句
流
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と
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（
吉
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宜
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の
自
然
観
を
支
え
と
し
て
、
日
本
人
の
自
我
は
他
と
の
隔
壁
を
薄
く
し
、
生
死
の
隔
壁
も
薄
い
死
生
観
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
、
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
二
五
三
〜
四
頁
）

こ
こ
で
、
河
合
隼
雄
氏
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
死
生
観
と
対
照
し
て
、
日
本
人
の
生
と
死
と
の
隔
壁
の
薄
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
の
薄
さ

の
根
拠
は
人
間
の
死
も
万
物
の
死
も
同
様
に
自
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
る
態
度
に
見
出
し
て
い
る
。

④
、
本
覚
思
想
文
献
の
生
死
観

こ
れ
ま
で
の
流
れ
の
中
で
、
や
は
り
生
死
一
如
は
田
村
氏
の
論
文
に
言
及
さ
れ
て
い
た
天
台
本
覚
法
門
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と

の
仮
説
が
現
在
の
段
階
で
は
最
も
説
得
力
を
持
つ
。
そ
の
田
村
氏
も
共
著
者
と
し
て
名
前
を
並
べ
る

天
台
本

16
覚
論

に
収
録
さ
れ
て
い

る
文
献
群
の
中
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
生
死
一
如
に
近
い
文
言
（
ゴ
チ
に
し
た
の
は
筆
者
）
が
見
え
て
い
る
。

天
台
法
華
宗
牛
頭
法
門
要
纂

第
五
・
三
惑
頓
断
、
伏
し
て
お
も
ん
み
れ
ば
、
生
死
の
二
法
は
一
心
の
妙
用
、
有
無
の
二
道

は
本
覚
の
真
徳
な
り
。
所
以
は
、
心
と
は
無
来
無
去
の
法
、
神
と
は
周
遍
法
界
の
理
な
り
。
故
に
、
生
る
る
時
も
来
る
こ
と
な
く
、

死
ぬ
る
時
も
去
る
こ
と
な
し
。
無
来
無
去
の
心
の
有
の
用
を
施
さ
ば
、
心
即
ち
六
根
の
体
を
現
ず
。
こ
れ
を
以
て
生
と
名
づ
く
。
周

遍
法
界
の
神
に
空
の
徳
を
施
さ
ば
、
神
は
即
ち
五
陰
の
身
を
亡
ぼ
す
。
こ
れ
を
指
し
て
死
と
曰
ふ
。（
こ
れ
）
則
ち
無
来
の
妙
果
、

無
生
の
真
生
、
無
去
の
円
去
、
無
死
の
〔
大
〕
死
な
り
。
生
死
は
体
一
、
有
空
は
不
二
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
知
見
し
、
か
く
の
ご

と
く
観
解
す
る
と
き
は
、
心
仏
の
体
顕
れ
、
生
死
に
自
在
な
り
。
（
三
三
頁
）

第
九
・
生
死
涅
槃
、
生
死
の
二
法
は
、
一
心
の
妙
用
、
有
無
の
二
道
は
、
円
融
の
真
徳
な
り
。
心
は
本
よ
り
周
遍
し
て
、
去
来

あ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
生
死
な
く
、
無
相
に
し
て
湛
然
た
り
。
心
に
仮
の
用
を
施
す
と
き
は
、
六
根
の
体
を
現
じ
、
心
に
空
の
用
を

二
五
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施
す
と
き
は
、
五
陰
の
身
を
亡
ず
。
生
の
時
も
来
る
こ
と
な
く
、
死
の
時
も
去
る
な
し
。
生
は
こ
れ
真
生
、
死
は
即
ち
円
死
な
り
。

生
死
は
体
一
、
空
有
は
不
二
な
り
。
仮
に
迷
ふ
を
生
と
謂
ひ
、
空
に
迷
ふ
を
死
と
謂
ふ
の
み
。（
実
に
は
）
空
仮
の
二
用
は
、
唯
一

の
心
体
な
り
。
三
諦
は
一
諦
に
し
て
、
三
に
あ
ら
ず
一
に
あ
ら
ず
、
し
か
も
三
、
し
か
も
一
に
し
て
、
不
可
思
議
な
り
。
三
は
お
の

お
の
三
を
具
し
て
、
倶
体
倶
用
な
り
。
有
に
入
る
も
有
な
ら
ず
、
空
に
入
る
も
空
に
あ
ら
ず
、
体
用
倶
時
に
し
て
、
畢
竟
し
て
常
楽

な
り
。
（
三
八
頁
）

こ
の
文
献
は
解
題
に
よ
れ
ば
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
（
一
一
五
五
〜
一
二
○
○
年
ご
ろ
）
に
成
立
し
た
天
台
本
覚
思
想
の
文
献
と
言

う
。
こ
こ
で
は
生
死
一
如
と
は
出
て
い
な
い
が
、
先
に
見
た
光
宗
の

渓
嵐
拾
葉
集

か
ら
す
れ
ば
約
百
年
前
に
こ
の
よ
う
に
生
死
一
如

と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
内
容
が
力
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

ⅴ

本
節
の
ま
と
め

本
節
で
は
か
な
り
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
は
あ
る
が
、

生
死
一
如

成
句
の
形
成
の
背
景
に
な
る
の
で
は
な
い
か
を
思
わ
れ
る
事
項
を

列
挙
し
、
点
描
し
た
。

丹
治
論
文
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
仏
教
に
は
生
死
一
如
は
無
い
が
、
空
思
想
は
確
か
に
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

仮
説
の
よ
う
に
日
本
の
天
台
本
覚
法
門
の
中
で
こ
の
成
句
が
醸
成
さ
れ
た
と
し
た
場
合
、
中
国
の
天
台
教
学
は
日
本
の
天
台
法
華
宗
の

源
流
で
あ
る
か
ら
直
接
的
に
こ
の
成
句
の
背
景
と
し
て

慮
す
る
に
値
し
よ
う
。

ま
た
、
天
台
本
覚
法
門
に
は
密
教
、
す
な
わ
ち
台
密
思
想
が
関
係
す
る
が
、
真
言
密
教
の
下
敷
き
は
華
厳
教
学
で
あ
る
か
ら
、
鎌
田
氏

の
言
う
荘
子
か
ら
華
厳
へ
の
展
開
も
無
視
で
き
な
い
。

二
六

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



そ
し
て
、
こ
れ
は

古
事
記

や

日
本
書
紀

の
分
析
か
ら
も
言
い
う
る
が
、
日
本
人
の
生
死
観
に
お
け
る
生
と
死
の
壁
の
薄
さ
も

論
じ
ら
れ
、
生
死
一
如
が
容
易
に
形
成
さ
れ
そ
う
な
状
況
が
日
本
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
し
て
、
具
体
的
に
は
中
世
の
日
本
の
天
台
本
覚
法
門
に
お
い
て
、
そ
の
成
句
は
産
声
を
あ
げ
た
と
の
仮
説
を
提
示
す
る
。

Ⅵ

生
死
一
如

の
問
題
点
と
課
題

結
び
に
か
え
て

以
上
、
生
死
一
如
に
関
す
る
論
文
、
用
例
、
背
景
を
検
討
し
て
き
た
。
生
死
一
如
は
確
か
に
仏
教
、
日
本
仏
教
の
中
で
形
成
さ
れ
た
が
、

現
今
で
は
仏
教
以
外
の
一
般
的
な
用
例
と
し
て
活
用
さ
れ
、
流
布
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
良
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
教
の
教
え
、
釈
尊
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
生
死
一
如
な
ど
と
ん
で
も
な
い
教
え
で
あ
る
。
阿
含
経
、
中
部
の

聖
求
経

に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
生
老
病
死
す
る
現
実
を
直
視
し
、
生
老
病
死
す
る
も
の
が
生
老
病
死
す
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
決
し

て
聖
な
る
求
め
で
は
な
い
と
分
か
り
、
生
老
病
死
す
る
の
で
あ
る
か
ら
生
老
病
死
し
な
い
、
不
生
不
老
不
病
不
死
の
世
界
を
求
め
る
こ
と

が
聖
で
あ
る
と

え
、
出
家
し
、
成
道
し
た
と

17
い
う
。
そ
の
教
え
か
ら
は
、
決
し
て
生
死
一
如
な
ど
出
て
く
る
は
ず
は
無
い
。
こ
の
言
葉

は
歴
史
的
に
は
仏
教
世
界
か
ら
派
出
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
仏
教
の
教
え
で
は
な
い
と
断
言
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

分
か
ら
な
い
問
題
、
解
明
を
要
す
る
課
題
は
多
い
。
ま
だ
ま
だ
、
生
死
一
如
の
成
句
の
源
流
を
尋
ね
る
旅
は
続
く
。
ま
た
、

渓
嵐
拾

葉
集

の
用
例
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
、
こ
の
成
句
の
展
開
の
確
認
の
作
業
も
時
間
の
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
成
句
に
丹
治
氏
が

言
及
し
た
禅
宗
は
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

葉
隠

に
お
い
て

武
士
道
と
云
ふ
は
死
ぬ
事
と
見
つ
け
た
り

と
あ
る
よ
う
な
武
士
道
の
生
死
観
に
こ
の
成
句
は
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。二

七

生
死
一
如

成
句
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ま
た
、
現
代
の
課
題
を
一
つ
だ
け
提
起
し
て
、
締
め
括
り
た
い
。
そ
れ
は
自
殺
の
問
題
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
検
索
結
果
の

第
一
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
あ
る
団
体
は
自
殺
を
防
止
す
る
運
動
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
こ
の
成
句
を
用
い
る
。
こ
れ
は
果
た
し

て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
平
川
氏
の
戦
場
の
兵
士
の
譬
え
、
河
合
氏
の
自
殺
未
遂
者
の
感
慨
な
ど
か
ら

え
て
み
る
と
、
こ
の
成
句
の
醸
し

出
す
雰
囲
気
は
あ
る
い
は
自
殺
を
助
長
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
、
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
成
句
が
仏
教
に
由
来
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
は
一
般
的
な
用
語
と
し
て
、
し
か
も
讃
美
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
生
死
の
壁
の
薄
さ
の
指
摘
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
壁
を
安
易
に
突
き
破
っ
て
死
に
急
ぐ
結
果
を
も
た
ら
し
、
年
間
三
万
人
を
下
が
ら
な
い
自
殺
者
発
生
の
現
状
が
あ
る
。
そ

れ
ら
の
人
々
の
心
根
の
中
に
こ
の

生
死
一
如

的
な
精
神
構
造
が
潜
ん
で
い
る
と
し
た
ら
、
仏
教
は
日
本
歴
史
の
中
に
恐
ろ
し
い
種
を

蒔
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

今
こ
そ
、
生
老
病
死
を
直
視
し
、
不
生
不
老
不
病
不
死
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
仏
教
で
あ
り
、
生
死
一
如
は
仏
教
で
は
な
い
と
連
呼
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
ま
り
に
も
こ
の
成
句
が
世
間
で
礼
讃
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

註１

島
園

進

死
生
学
と
は
何
か

日
本
で
の
形
成
過
程
を
顧
み
て

３

臨
床
死
生
学
と
死
生
学
の
比
較
研
究

（
島
園

進
・

竹
内
整
一
編

死
生
学

１

死
生
学
と
は
何
か

所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
八
年
）。
島
園

進
氏
が
言
及
す
る
加
藤
咄
堂
著

死
生
観

史
的
諸
相
と
武
士
道
の
立
場

（
書
肆
心
水
、
二
○
○
六
年
九
月
。
原
本
は
井
烈
堂
、
一
九
○
四
年
出
版
。
今
回
の
再

刊
本
は
島
園

進
氏
の
解
説
を
付
す
。）
そ
の
加
藤
氏
の
著
書
の
中
で

第
五
章

死
生
問
題
の
解
決
、
五

死
の
興
味

の
中
の
一
文
と

し
て

（
一

生
死
一
如
と
達
観
し
た
る
者

こ
れ
五
蘊
、
仮
り
に
形
を
成
す
、
四
大
、
今
、
空
に
帰
す
底
の
決
心
に
し
て
、
多
く
仏
教
的

修
養
、
殊
に
禅
に
於
い
て
こ
れ
を
見
る
。
達
人
は
達
観
す
、
珍
重
す
、
大
元
三
尺
の
剣
も
ま
た
電
光
影
裏
に
春
風
を
斬
る
、
と
な
し
た
り
し

な
り
。
由
来
大
和
民
族
は
噴
火
山
的
気
象
に
養
成
せ
ら
れ
、
花
の
如
き
精
神
を
有
す
生
死
一
如
の
観
は
、
彼
ら
の
気
象
に
適
し
、
英
雄
豪
傑

二
八

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英



の
死
に
処
す
る
の
精
神
、
こ
こ
に
安
慰
を
得
た
る
が
如
し
。
（
一
七
八
頁
）
と
あ
り
、
生
死
一
如
を
達
観
し
た
人
を
達
人
の
行
き
方
と
し
て

賞
讃
し
て
い
る
。

２

平
川

彰

仏
教
よ
り
見
た
生
と
死
の
問
題

（

仏
教
学

第
二
二
号
、
一
九
八
七
年
）。

３

丹
治
昭
義
論
文
は
中
村

元
編

仏
教
思
想

10

死

所
収
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
八
年
）。

４

田
村
芳
朗
論
文
は
中
村

元
編

仏
教
思
想

10

死

所
収
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
八
年
、
後
に

本
覚
思
想
論

田
村
芳
朗
仏
教

学
論
集

第
一
巻

春
秋
社
、
一
九
九
○
年
に
収
録
）。

５

木
村
文
輝

生
死
の
仏
教
学

人
間
の
尊
厳

と
そ
の
応
用

（
法
蔵
館
、
二
○
○
七
年
）。

６

松
本
史
朗

縁
起
と
空

如
来
蔵
思
想
批
判

（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）。

７

中
島
隆
博

死
者
を
遇
す
る

倫
理

仏
教
と
生
命
倫
理

（
小
松
美
彦
・
土
井
健
司
編

宗
教
と
生
命
倫
理

所
収
、
ナ
カ

ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
○
○
五
年
）。
こ
の
論
文
の
中
で
中
島
氏
は
梅
原
猛
・
田
代
俊
孝
・
中
野
東
禅
の
各
氏
の
意
見
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い

る
。

８

石
井
公
成

華
厳
思
想
の
研
究

第
一
部

第
五
章

新
羅
華
厳
思
想
展
開
の
一
側
面

釈
摩

衍
論

の
成
立
事
情

（
春

秋
社
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

９

金
谷

治

死
と
運
命

中
国
古
代
の
思
索

死
生
は
命
な
り

荘
子

の
死
生
観

（
法
藏
館
、
一
九
八
六
年
）、

同

中
国
思
想
を

え
る

未
来
を
開
く
伝
統

第
五
章

死
生
一
如

（
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

10

伊
藤
隆
壽

中
国
仏
教
の
批
判
的
研
究

（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

11

鎌
田
茂
雄
・
上
山
春
平

無
限
の
世
界
観

華
厳

（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
後
に
角
川
文
庫
に
入
る
、
一
九
九
七
年
、

仏
教
の

思
想

全
十
二
巻
の
中
の
第
六
巻
）
参
照
。

12

拙
論

華
厳
教
学
に
お
け
る
生
死
観
序
説

（

日
本
仏
教
学
会
年
報

第
46
号
所
収
、
一
九
八
一
年
）。

13

神
保
泰
紀
論
文

日
本
仏
教
学
会
年
報

第
46
号
所
収
、
一
九
八
一
年
。

14

楠

正
弘
論
文

日
本
仏
教
学
会
年
報

第
46
号
所
収
、
一
九
八
一
年
。

15

河
合
隼
雄
論
文
は
多
田
富
雄
・
河
合
隼
雄
編

生
と
死
の
様
式

脳
死
時
代
を
迎
え
る
日
本
人
の
死
生
観

（
誠
信
書
房
、
一
九

九
一
年
）
所
収
。

二
九
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句
流
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題
点
の
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16

多
田
厚
隆
・
大
久
保
良
順
・
田
村
芳
朗
・
浅
井
円
道
著

天
台
本
覺
論

（
岩
波
書
店
、

日
本
思
想
大
系
９

、
一
九
七
三
年
）。

17

片
山
一
良
訳

中
部
（
マ
ッ
ジ
マ
ニ
カ
ー
ヤ
）
根
本
五
十
経
篇
Ⅱ

（
大
蔵
出
版
、
パ
ー
リ
仏
典
第
二
期
２
、
一
九
九
八
年
）。

特
註

立
正
大
学
で
の
学
会
発
表
を
行
い
、
こ
の
小
論
を
作
成
す
る
に
際
し
、
駒
澤
大
学
の
同
僚
で
あ
る
袴
谷
憲
昭
氏
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を

頂
戴
し
た
。
袴
谷
氏
に
は

本
覚
思
想
批
判

（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。
こ
の
小
論
の
中
で
触
れ
た
よ
う
な
生
死
一
如
が
本

覚
思
想
に
関
連
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
袴
谷
氏
の
本
書
に
は
い
ず
れ
正
面
か
ら
対
峙
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
袴
谷

氏
は

批
判
仏
教

（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
○
年
）
の
中
に

真
如
・
法
界
・
法
性

（
初
出
は
、
岩
波
講
座
・
東
洋
思
想
、
第
九
巻

イ
ン

ド
仏
教
２

岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
を
収
め
る
。
こ
の
真
如
、
あ
る
い
は
如
如
な
ど
の
中
国
か
ら
日
本
に
か
け
て
の
解
釈
も
、
一
如
の

問
題
に
関
連
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
ま
た
袴
谷
氏
に
は

善
悪
不
二
、
邪
正
一
如

の
思
想
的
背
景
に
関
す
る
覚
え
書

（

駒
澤
短

期
大
学
研
究
紀
要

第
三
○
号
、
二
○
○
二
年
三
月
）
と
い
う
論
文
が
あ
り
、
こ
れ
も
中
国
か
ら
日
本
、
特
に
日
本
に
お
け
る
不
二
、
一
如

の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
袴
谷
氏
の
著
書
、
論
文
、
ま
た
助
言
を
含
め
て
、
こ
の
小
論
で
は
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
助
言
な
ど
の
学
恩
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
活
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
お
詫
び
も
申
し
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
千
葉

正
氏
（
駒
澤
大

学
大
学
院
博
士
課
程
終
了
）
に
も
本
覚
思
想
関
係
文
献
な
ど
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
ご
教
示
を
頂
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
今
回
の
小
論
で
は

扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
千
葉
氏
に
も
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

三
〇

生
死
一
如

成
句
流
布
と
そ
の
問
題
点
の

察
（
吉
津
宜
英
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