
こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
水
野
弘
元
博
士
は
、
「
部
派
仏
教
と
法
華
経
の
交
渉
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
法
華
絲
と
部
派
仏
教
の

関
係
は
、
部
派
仏
教
を
煩
鎖
な
阿
毘
達
勝
仏
教
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
、
と
い
う
見
解
を
下
さ
れ
て
い

さ
て
本
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
れ
で
は
小
乗
の
説
く
釈
尊
と
、
法
華
経
に
お
い
て
説
か
れ
る
釈
尊
と
は
、
教
説
の
上
に
お
い
て
は
関
係

が
あ
る
か
否
か
、
つ
ま
り
、
法
華
経
の
仏
陀
観
と
小
乗
の
仏
陀
観
と
の
関
係
い
か
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

法
華
経
の
説
く
と
こ
ろ
が
、
三
乗
方
便
、
一
乗
真
実
で
あ
り
、
三
乗
を
開
会
し
て
一
仏
乗
に
会
入
せ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
三

乗
に
説
か
れ
る
仏
陀
と
、
法
華
一
乗
に
説
か
れ
る
仏
陀
と
は
、
ど
こ
が
ど
ん
な
風
に
違
う
の
か
、
誰
れ
も
が
関
心
を
ひ
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
古
来
の
碩
学
は
、
新
成
の
仏
陀
な
り
と
ゑ
ら
れ
る
釈
尊
も
、
法
華
経
に
お
い
て
は
実
は
垂
迩
の
仏
身
で
あ
る
と
説
く
と
こ
ろ
が
、
三

一
、
研
究
の
動
磯

法
華
経
の
教
説
は
、
二
乗
作
仏
と
久
遠
実
成
を
二
大
柱
と
す
る
こ
と
は
、
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
乗
の
作
仏
か
ら
、
た

だ
ち
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
二
乗
の
修
行
道
を
中
心
に
説
く
小
乗
仏
教
と
法
華
経
と
は
、
い
か
な
る
関
係
が
存
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

を(D と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 三

乗
に
お
け
る
仏
と
法
華
経
の
釈
尊

河

村

孝

照
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乗
の
仏
陀
観
と
、
法
華
経
の
仏
陀
観
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

そ
こ
で
い
ま
は
こ
の
課
題
を
、
宗
教
学
上
の
俎
上
に
の
せ
て
、
三
乗
に
説
か
れ
る
仏
と
、
法
華
一
乗
に
説
か
れ
る
仏
と
を
比
較
し
、
そ

の
相
違
点
を
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
華
一
乗
の
仏
陀
観
を
よ
り
明
瞭
に
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。
従
来
こ
う
し
た
角
度

か
ら
の
研
究
は
、
か
な
ら
ず
し
も
完
全
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

二
、
有
部
の
仏
陀
像

小
乗
有
部
の
仏
陀
の
特
徴
は
、
あ
く
ま
で
人
間
釈
尊
に
即
し
て
、
八
十
に
て
入
滅
し
た
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。

②

八
十
入
滅
の
歴
史
的
事
象
に
関
す
る
有
部
の
伝
承
は
、

一
、
仏
は
出
定
し
て
般
浬
薬
し
た
こ
と
。

二
、
拘
戸
城
に
お
い
て
般
浬
梁
し
た
こ
と
。

三
、
仏
は
北
首
、
右
脇
し
て
臥
し
て
般
浬
梁
し
た
こ
と
。

四
、
仏
は
中
夜
分
に
お
い
て
般
浬
薬
し
た
こ
と
。

五
、
仏
が
般
浬
薬
後
に
お
い
て
釈
迦
族
の
み
具
足
戒
を
授
け
る
こ
と
を
許
し
た
こ
と
。

六
、
香
乳
を
も
っ
て
、
如
来
を
焚
い
た
火
を
減
し
た
こ
と
。

七
、
仏
の
二
衣
の
み
が
焼
け
な
か
っ
た
こ
と
。

右
の
こ
と
が
ら
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
の
中
か
ら
、
有
部
の
論
師
た
ち
が
釈
尊
の
般
浬
薬
を
実
感
と
し
て
う
け
と
め
て
い
る
顕
著

な
る
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

Ａ
八
十
入
滅
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で
あ
る
。

で
あ
る
。

12 11 10
、 、 、

9 8 7 6 5 4 3 2 1
， 、 、 、 、 、 、 、 、

㈲
仏
の
般
浬
梁
の
定
に
つ
い
て

③

発
智
論
の
所
伝
は
、
世
尊
は
不
動
寂
静
に
よ
っ
て
般
浬
薬
し
、
世
間
の
眼
を
減
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
有
部
毘
奈
耶
雑
事
の
説
と
同
じ

④

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仏
世
尊
、
辺
際
定
寂
然
不
動
に
入
れ
ば
、
此
れ
よ
り
無
間
に
世
間
の
眼
閉
じ
、
必
ず
浬
藥
に
入
る
」
と
い
う
の

さ
て
、
浬
梁
に
臨
ん
だ
釈
尊
は
、

欲
界
の
善
心
を
起
し
て
こ
の
無
間
に
初
静
慮
に
入
り
、

初
静
慮
よ
り
第
二
静
慮
に
入
り
、
次
第
し
て
無
所
有
処
よ
り
非
想
非
を
想
処
に
入
り
、

非
想
非
殉
想
処
よ
り
無
間
に
滅
受
想
定
に
入
り
、

減
受
想
定
よ
り
無
間
に
無
所
有
処
に
入
り
、

滅
受
想
定
よ
り
無
間
に
無
所
有
処
に
入
り
、

無
所
有
処
よ
り
非
想
非
を
想
処
に
入
り
、

非
想
非
を
想
処
よ
り
識
無
辺
処
に
入
り
、

識
無
辺
処
よ
り
無
所
有
処
に
入
り
、

無
所
有
処
よ
り
空
無
辺
処
に
入
り
、

空
無
辺
処
よ
り
識
無
辺
処
に
入
り
、

識
無
辺
処
よ
り
第
四
静
慮
に
入
り
、

第
四
静
慮
よ
り
空
無
辺
処
に
入
り
、

（89）



口
拘
戸
城
に
お
い
て
般
浬
薬
し
た
こ
と

世
尊
が
拘
戸
城
に
お
い
て
般
浬
桑
し
た
こ
と
の
理
由
の
一
と
し
て
あ
る
者
は
、
拘
Ｐ
城
内
の
も
の
に
、
如
来
の
遺
身
の
一
分
を
わ
か
ち

⑨

与
え
る
た
め
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
、
仏
舎
利
を
広
く
流
布
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
有
部
は
仏
舎
利
に
つ
い
て
の

明
瞭
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

日
仏
は
北
首
、
右
脇
に
し
て
般
浬
薬
す
る

あ
る
。

岨
、
第
二
静
慮
よ
り
第
三
静
慮
に
入
り
、

鋤
、
第
三
静
恵
よ
り
第
四
静
慮
に
入
り
、

⑤

虹
、
第
四
静
慮
よ
り
起
っ
て
、
す
な
わ
ち
般
浬
梁
を
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。⑥

①
③

こ
れ
は
南
伝
大
般
浬
梁
経
に
あ
っ
て
は
、
五
番
以
後
が
異
な
り
、
北
伝
遊
行
経
は
南
伝
と
全
同
で
あ
り
、
有
部
毘
奈
耶
は
、
上
記
の
両

経
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
婆
沙
が
前
掲
の
よ
う
な
伝
承
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
小
乗
の
比
丘
た
ち
は
、
こ
れ
を
伝
え
て
信
じ
て
い
る
訳
で

18 17 16 15 14 13
、 、 、 、 、 、

第
三
静
慮
よ
り
初
静
慮
に
入
り
、

初
静
慮
よ
り
第
二
静
慮
に
入
り
、

空
無
辺
処
よ
り
第
三
静
慮
に
入
り
、

第
三
静
慮
よ
り
第
四
静
慮
に
入
り
、

第
四
静
慮
よ
り
第
二
静
慮
に
入
り
、

第
二
静
慮
よ
り
第
三
静
慮
に
入
り
、

（”）



四
仏
の
二
衣
の
み
焼
け
ず

如
来
を
焚
い
た
と
き
、
仏
の
千
衣
の
中
、
外
衣
と
内
衣
の
二
衣
の
象
焼
け
な
か
っ
た
と
い
う
阿
難
の
偶
頌
を
も
っ
た
契
経
が
伝
え
ら
れ

⑬

て
い
る
。
有
部
の
論
師
は
そ
の
理
由
の
一
と
し
て
、
そ
れ
は
仏
舎
利
を
守
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
衣
不
焼
に
つ
い
て
は
有

⑲
⑳

部
毘
奈
耶
雑
事
巻
三
八
、
南
伝
の
大
般
浬
薬
経
等
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

４
Ｖ
Ｉ
、
一
Ｌ
由
り
閃

八
十
入
滅

“
ｖ
グ
ノ
‐
『
１
１
／
軸
偲

右
の
よ
う
な
事
象
の
伝
承
に
あ
っ
て
は
、
釈
尊
は
い
か
に
解
脱
を
成
就
し
た
と
い
っ
て
も
、
八
十
才
を
も
っ
て
入
滅
し
た
と
い
う
実
感

は
、
切
々
と
し
て
弟
子
た
ち
に
伝
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
八
十
入
滅
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
で
は
何
故
に
八
十
才
に
て
入
滅
し
た
の
で
あ

こ
の
伝
承
を
う
け
た
有
部
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
の
中
の
一
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
習
慣
で
は
死
者
は
北
首
す
る
と
い
う
例
が
あ
り
、

⑩

仏
は
つ
ね
に
吉
祥
で
あ
る
と
い
う
想
念
を
破
す
る
た
め
に
、
自
ら
北
首
し
、
浬
藥
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
北
首

⑪
⑫

し
て
般
浬
梁
さ
れ
た
こ
と
は
、
遊
行
経
第
二
、
有
部
毘
奈
耶
雑
事
第
三
十
七
等
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
香
乳
を
も
っ
て
如
来
を
焚
い
た
火
を
減
す

⑬

有
部
所
伝
の
契
経
の
中
に
、
尊
者
大
迦
葉
が
釈
尊
を
焚
い
た
火
を
、
香
乳
を
も
っ
て
消
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
の
契
経
を
伝
え
て
い
る
有
部
の
論
師
は
、
こ
の
よ
う
に
香
乳
を
も
っ
て
如
来
の
身
体
を
焚
い
た
火
を
消
し
た
こ
と
の
理
由
の
一
つ
の

中
に
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
風
俗
に
あ
っ
て
は
、
仙
人
が
命
終
す
れ
ば
、
乳
を
も
っ
て
身
体
を
焚
い
た
火
を
減
し
、
凡
夫
が
命
終
す
れ
ば
酒

を
も
っ
て
焚
身
の
火
を
消
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
仏
は
仙
人
中
の
最
勝
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
香
乳
を
も
っ
て
焚
身
の
火
を
減
し
た
と
い

⑭
⑮
⑯
⑰

う
の
で
あ
る
。
こ
の
香
乳
滅
火
の
契
経
は
、
長
、
阿
含
巻
四
遊
行
経
や
、
有
部
毘
奈
耶
雑
事
巻
三
十
八
、
ま
た
南
伝
の
大
般
浬
藥
経
に
も

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（”）



ろ
う
か
、
と
問
う
に
お
い
て
、
有
部
の
あ
る
論
師
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
郎
陀
夷
が
あ
る
と
き
、
世
尊
の
た
め
に
身
体

や
手
足
を
按
摩
す
る
に
、
世
尊
の
身
体
は
の
び
て
し
ま
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
諸
根
は
変
異
し
、
容
貌
は
常
に
異
な
る
と
い
っ
て
い
た
が
、

そ
の
と
き
で
さ
え
か
く
の
如
き
で
あ
る
の
で
、
釈
尊
も
八
十
才
を
す
ぎ
れ
ば
、
な
お
常
と
改
ま
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
故
に
慨
尊
は
老

＠

衰
を
さ
け
て
多
く
の
寿
行
を
捨
す
る
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
論
師
の
説
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
有
部
で
は
、
釈
尊
は
八
十
才
に
し
て
完
全
浬
桑
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
釈
尊
に
お
け
る
力
用
の
限
界
の
一
例

仏
は
大
慈
大
悲
に
し
て
徳
用
に
お
い
て
完
全
円
満
具
足
す
る
と
は
、
大
聖
釈
尊
に
対
す
る
吾
人
の
通
念
の
一
で
あ
る
が
、
有
部
伝
承
の

釈
尊
は
、
決
し
て
さ
よ
う
な
徳
用
は
も
ち
合
せ
て
は
い
な
い
。
い
ま
そ
の
一
二
の
例
を
示
そ
う
。

㈲
仏
の
慈
心
の
限
界

⑳

有
部
伝
承
の
契
経
に
、
仏
は
大
慈
を
も
っ
て
有
情
を
い
つ
く
し
む
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ
て
こ
の
契
経
に
つ
い
て
論
師
た
ち

は
仏
の
大
慈
に
よ
っ
て
あ
ま
ね
く
有
情
が
楽
を
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
地
獄
、
畜
生
、
餓
鬼
や
そ
の
他
の
有
傭
も
、
苦
か
ら
離
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
る
論
師
は
、
仏
は
有
情
の
業
の
可
転
不
可
転
を
観
察
し
て
、
業
の
可
転

＠

の
も
の
の
承
を
観
じ
て
大
慈
を
起
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
論
師
の
説
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
が
唱
道
さ
れ
る
が
ご
と
き

仏
陀
の
徳
用
に
つ
い
て
の
観
察
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。

ｊ
ｌ
１
ｊ
列
Ｉ
ｊ
＄
、
可
Ｊ

有
部
の
論
師
は
、
仏
に
退
あ
り
や
否
や
と
間
う
て
い
る
。
そ
の
唇
え
と
し
て
、
仏
も
つ
い
に
退
あ
り
と
説
く
の
で
あ
る
。

有
部
は
退
に
三
種
あ
り
と
し
、
一
に
は
す
で
に
得
し
て
退
す
と
い
い
、
二
に
は
未
だ
得
せ
ず
し
て
退
す
と
い
い
、
三
に
は
受
用
を
退
す

ゴ

仏
の
退
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⑳

と
い
う
の
で
あ
る
。

⑳

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

Ｃ
有
部
に
お
け
る
釈
尊
の
宗
教
的
存
在

こ
の
よ
う
に
し
て
、
釈
尊
は
つ
い
に
歴
史
的
一
覚
者
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
有
部
と
い

え
ど
も
一
宗
教
で
あ
り
、
し
か
も
、
玄
弊
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
玄
弊
在
印
当
時
も
か
な
り
有
力
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
も
、
有
部
の
宗
派
と

し
て
の
優
勢
さ
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
有
部
の
宗
教
的
釈
尊
観
と
い
え
ば
い
か
に
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
を

信
奉
者
の
念
ず
る
仏
、
修
行
者
の
念
ず
る
仏
と
の
二
面
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ｈ
信
奉
者
の
念
ず
る
仏

仏
教
入
信
の
基
本
条
件
と
し
て
、
原
始
仏
教
以
来
、
三
宝
帰
依
が
説
か
れ
て
い
る
。
有
部
と
て
こ
の
三
宝
帰
依
は
基
本
的
儀
礼
の
一
と

⑳

し
て
説
か
れ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
さ
て
そ
れ
で
は
「
帰
依
仏
」
に
お
け
る
「
仏
」
と
は
い
か
に
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
受
用
の
退
は
、
三
乗
中
、
仏
が
も
っ
と
も
多
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
の
一
刹
那
の
間
の
功
徳
の
現
在
前
せ
ず
し⑳

て
受
用
の
退
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
二
乗
に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
乗
の
一
生
涯
に
お
け
る
受
用
の
退
よ
り
も
多
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
徳
用
に
お
け
る
限
界
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
体
釈
尊
の
宗
教
的
な
役
割
は
い
か
よ
う
に
し
て
果
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
発
智
論
は
、

仏
の
退
と
い
う
の
は
、
こ
の
受
用
の
退
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
す
で
に
得
し
た
諾
の
勝
功
徳
に
お
い
て
、
と
き
と
し
て
現
在
前
せ
ざ

諸
の
仏
に
帰
依
す
る
者
、
何
所
に
帰
依
す
る
や
。
答
ふ
、
芳
し
法
の
実
有
、
現
有
に
し
て
、
想
、
等
想
あ
り
、
施
設
し
、
言
説
す
る
も
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二
、
現
有
と
は
、
仏
体
が
現
の
如
く
実
有
に
し
て
、
曾
有
等
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
い
う
と
し
、

三
、
想
と
は
、
仏
を
縁
ず
る
想
を
い
っ
た
も
の
、

四
、
施
設
と
は
、
想
に
よ
っ
て
名
を
施
設
す
る
こ
と
を
い
い
、

⑳

五
、
言
説
と
は
、
名
に
よ
っ
て
言
説
の
発
せ
ら
れ
転
ず
を
い
う
、
と
す
る
。

右
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
南
無
仏
と
帰
依
す
る
信
奉
者
の
念
ず
る
仏
は
、
実
有
で
あ
り
、
現
有
で
あ
り
、
決
し
て
八
十
入
滅

の
釈
尊
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

口
修
行
者
の
念
ず
る
仏

修
行
者
に
お
い
て
、
初
果
以
前
の
出
家
者
の
仏
を
念
ず
る
に
、

⑳

仏
の
威
力
に
よ
る
が
故
に
、
我
等
、
災
横
、
王
役
、
種
々
の
苦
事
よ
り
解
脱
し
、
及
び
世
間
の
諸
の
資
生
の
具
を
得
ん
。

と
こ
の
よ
う
に
念
ず
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
仏
威
力
に
よ
っ
て
出
家
の
功
徳
と
世
間
の
得
益
を
念
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
説
き
、

一
、
法
（

う
こ
と
、 法
の

仏
の
威
力
に
よ
る
が
故
に
、
我
等
、
永
く
諸
悪
趣
の
因
を
捨
し
、
二
十
種
の
薩
迦
耶
見
を
断
じ
、
正
決
定
を
得
し
、
四
聖
諦
を
見
て
、

、

無
辺
際
な
る
生
死
輪
廻
の
諸
の
苦
事
中
に
於
て
巳
に
分
限
を
作
せ
り
。

つ
ぎ
に
聖
者
の
念
ず
る
仏
と
は
、

の
な
ら
ば
、
名
け
て
仏
陀
と
為
し
、
彼
の
所
有
の
無
学
を
成
ず
る
菩
提
の
法
を
帰
依
す
る
を
、
帰
依
仏
と
名
く
る
な
り
ｏ

ｊ⑳

実
有
と
は
、
実
に
仏
体
あ
り
と
い
う
こ
と
で
仏
と
は
名
の
象
、

有
部
の
論
師
は
こ
れ
を
、

想
の
み
、
ま
た
仮
り
に
施
設
し
た
る
が
ご
と
き
で
は
な
い
と
い
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㈹
有
部
の
三
世
説
と
仏
身
観

こ
の
よ
う
に
、
実
際
行
修
者
の
念
ず
る
仏
身
は
、
八
十
入
滅
の
釈
尊
と
こ
と
な
り
、
つ
ね
に
行
者
の
前
に
威
神
力
を
具
し
て
現
在
前
す

る
仏
陀
で
あ
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
客
観
的
に
、
有
部
の
た
て
る
三
世
説
と
あ
わ
せ
て
論
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

有
部
の
主
張
は
三
世
実
有
法
体
恒
有
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
い
う
を
ま
た
な
い
。
諸
法
は
生
滅
変
化
し
て
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
が
な

い
が
、
そ
れ
で
も
法
体
は
恒
有
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
作
用
の
上
に
お
い
て
、
未
作
用
の
位
を
未
来
と
い
い
、
正
作
用
の
位
を
現
在
と
い
い

巳
作
用
の
位
を
過
去
と
い
う
と
説
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
過
去
の
一
切
は
巳
作
用
で
あ
っ
て
、
現
在
に
は
不
現
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
当
を
え
て
い
る
か
、

ま
た
不
現
な
る
も
の
は
こ
れ
過
去
な
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
過
去
と
不
現
と
の
関
係
に
つ
い
て
有
部
の
論
師
は
論
究
す
る

あ
る
。

過
去
と
不
現
と
は
、
一
に
過
去
に
し
て
不
現
に
あ
ら
ざ
る
も
の
、
二
に
不
現
に
し
て
過
去
に
あ
ら
ざ
る
も
の
、
三
に
過
去
に
し
て
不
現

の
も
の
、
四
に
過
去
に
も
あ
ら
ず
不
現
に
も
あ
ら
ざ
る
も
の
等
の
四
句
に
分
別
さ
れ
る
と
し
、
一
の
過
去
に
し
て
不
現
に
あ
ら
ざ
る
も
の

と
は
、
い
わ
く
仏
身
な
り
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
と
は
一
切
の
結
は
過
去
し
て
解
脱
し
、
不
現
に
非
ず
と
は
、
仏
身
は

と
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
威
力
に
よ
っ
て
我
見
を
断
じ
、
四
諦
を
み
て
、
輪
廻
よ
り
解
説
す
る
こ
と
を
念
ず
る
と

右
は
一
部
の
修
行
者
の
紹
介
で
あ
る
が
、
総
じ
て
修
行
者
は
仏
威
力
を
信
じ
、
衆
生
を
苦
よ
り
解
脱
せ
し
め
る
大
恩
徳
を
有
す
る
法
王

で
あ
っ
て
、
従
っ
て
衆
生
に
よ
っ
て
愛
敬
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
愛
敬
と
は
、
信
じ
求
め
敬
う
の
意
で

の
で
あ
る
。

い
う
の
で
あ
る
。
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す
べ
き
か
、
と
い
う
瘤

に
い
え
る
の
で
あ
る
。

⑫

現
在
に
し
て
而
も
顕
現
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
有
部
の
仏
身
観
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
仏
身
観
は
前
述
し
た
修
行
者
の
念
ず
る
仏
陀
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
み
て
も
有
部
の

論
師
た
ち
は
、
諸
法
分
別
に
お
い
て
つ
ね
に
論
理
を
追
い
な
が
ら
も
、
そ
の
背
後
に
は
実
際
修
道
の
裏
付
け
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
が
、
い
ま
こ
の
仏
陀
論
も
そ
の
一
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

Ｄ
仏
の
留
化
事
の
有
無
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
釈
尊
滅
後
に
お
い
て
、
修
行
者
の
上
に
は
仏
陀
の
現
在
前
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仏
陀
の
変
化
身
と
な

す
べ
き
か
、
と
い
う
に
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仏
に
留
化
事
あ
り
や
否
や
の
課
題
に
お
け
る
有
部
の
所
論
に
つ
い
て
そ
の
よ
う

仏
教
に
あ
っ
て
は
、
教
化
の
方
便
、
な
い
し
神
通
の
力
用
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
変
化
身
が
説
か
れ
る
。
有
部
で
は
こ
の
変
化
身
に
八

＠

種
を
あ
げ
る
が
、
さ
て
、
仏
に
は
化
身
を
留
め
て
法
を
説
く
こ
と
（
留
化
事
）
が
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
二
説
が

あ
っ
て
、
一
は
仏
に
留
化
事
あ
り
と
し
、
二
に
は
仏
に
留
化
事
な
し
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
に
叡
化
事
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、

何
故
に
仏
は
般
浬
薬
の
時
、
化
身
を
と
ど
め
て
滅
後
に
お
い
て
住
持
し
説
法
し
て
有
情
を
利
益
せ
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ

に
反
し
て
、
も
し
仏
に
留
化
事
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
何
故
に
尊
者
大
迦
葉
は
、
す
で
に
般
浬
薬
し
た
の
に
、
さ
ら
に
留
身
し
て
久
し
く

住
し
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
迦
葉
の
留
身
と
い
う
の
は
、
大
迦
葉
は
鶏
足
山
中
に
お
い
て
、
慈
氏
如
来
の
出
現
に
あ
っ
て
仏
事
を
施
作
せ
ん
こ
と
を
願
っ
て
般
浬

、

桑
し
た
。
慈
氏
如
来
の
出
現
す
る
や
、
た
ち
ま
ち
鶏
足
山
中
よ
り
出
で
て
仏
事
を
な
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
大
迦
葉
に

す
ら
留
化
事
が
あ
る
の
に
、
仏
に
留
化
事
の
な
い
は
ず
は
な
い
、
だ
が
、
事
実
問
題
と
し
て
、
仏
に
留
化
事
実
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
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い
か
に
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
師
の
意
見
の
中
に
は
、
仏
は
ま
さ
に
度
す
べ
き
者
は
み
な
度
し
終
っ
た
か
ら
で
、
い

⑮

ま
だ
度
せ
ざ
る
者
は
、
弟
子
が
こ
れ
に
代
っ
て
度
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ゑ
る
限
り
、
有
部
の
釈
尊
は

滅
後
の
化
事
は
な
か
っ
た
と
象
ら
る
べ
き
で
、
他
の
経
典
に
お
い
て
説
か
れ
る
が
如
き
、
如
来
滅
後
の
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
変
化
身

を
化
作
し
、
ま
た
は
応
身
と
作
る
と
い
う
が
如
き
は
な
い
と
ゑ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
法
華
経
の
釈
尊

こ
の
よ
う
に
、
小
乗
有
部
の
仏
陀
は
、
歴
史
的
釈
尊
に
即
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
表
面
に
た
っ
て
い
て
、
そ
の
宗
教
的
性
格
の
ほ
と
ん

ど
が
、
信
奉
者
、
修
行
者
の
善
思
念
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
、
そ
の
仏
陀
像
は
教
説
の
上
に
お
い
て
表
顕
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
修
行
者
の
持
す
る
戒
律
、
修
禅
が
も
っ
と
も
重
要
な
る
基
盤
と
な
っ
て
、
憧
恨
す
る
釈
尊
像
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が

法
華
経
に
あ
っ
て
は
こ
れ
と
教
説
の
支
点
を
ま
っ
た
く
異
に
し
、
釈
尊
の
性
格
が
全
巻
を
お
お
ぐ
が
ご
と
く
力
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
、
ま

ず
求
道
者
の
依
拠
す
べ
き
釈
尊
像
が
表
顕
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

法
華
経
に
お
け
る
釈
尊
は
、
そ
の
歴
史
性
か
ら
脱
却
し
て
、
衆
生
救
済
、
法
華
経
弘
教
等
の
誓
願
使
命
を
も
っ
て
出
世
し
た
こ
と
を
教

条
の
第
一
義
に
お
い
て
説
く
と
と
も
に
、
そ
の
釈
尊
が
、
常
住
不
滅
で
あ
る
と
究
寛
の
相
を
表
顕
し
て
説
く
宗
教
性
に
、
前
述
し
た
小
乗

の
仏
陀
観
と
き
わ
め
て
顕
著
な
相
違
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

従
来
、
法
華
経
の
釈
尊
は
教
主
に
大
き
な
位
置
ず
け
が
な
さ
れ
た
が
、
い
ま
こ
の
よ
う
に
承
る
と
き
に
は
教
主
と
と
も
に
、
救
主
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
ら
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
華
経
が
仏
の
誓
願
を
核
と

し
て
救
済
の
道
筋
が
説
か
れ
、
そ
の
仏
は
、
釈
尊
も
す
べ
て
寿
命
長
遠
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
左
に
若
干
の
顕
著
な

説
相
を
例
示
し
て
み
よ
う
。
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こ
れ
ら
の
文
は
、
ほ
ん
の
一
部
を
と
り
出
し
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
仏
釈
尊
の
世
に
出
現
す
る
の
は
、
衆
生
の
救
済

の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
救
世
の
願
が
力
強
く
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
者
は
こ
れ
を
信
（
シ
ュ
ラ
ッ
ダ
ー
、
ア
デ
ィ
ム

ク
テ
ィ
、
ブ
ラ
サ
ー
ダ
）
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
法
華
経
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。

一一

、 、

一
、

一一一

、 、 、

一一一一

、 、 、 、

如
来
は
す
で
に
三
界
を
離
れ
て
い
る
が
、
三
界
の
わ
が
子
た
ち
は
そ
こ
で
焼
か
れ
苦
し
ん
で
い
る
。
わ
れ
こ
そ
か
れ
ら
の
救
護
（
ト

⑳

ラ
ー
ナ
）
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

⑳

わ
れ
は
こ
れ
如
来
、
衆
生
を
安
穏
（
サ
ン
タ
ー
ラ
ナ
）
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
世
に
現
わ
れ
た
と
説
く
。

か
の
梵
天
王
は
仏
に
む
か
っ
て
、
諸
仏
救
世
（
ロ
ー
カ
ナ
ー
タ
ー
ナ
）
の
聖
尊
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
よ
く
三
界
の
獄
よ
り
衆
生
を

＠

出
し
た
も
う
こ
と
を
見
る
と
い
う
。

⑫

如
来
の
滅
後
、
法
華
経
の
一
句
を
も
説
く
も
の
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
如
来
使
（
タ
タ
ー
ガ
タ
ド
ウ
ー
タ
）
で
あ
る
と
い
う
。

勧
持
品
に
お
け
る
菩
薩
の
弘
経
の
本
願
。

安
楽
行
品
に
お
け
る
法
華
経
護
持
の
大
誓
願
。

⑨

つ
ね
に
衆
生
を
し
て
、
速
か
に
仏
身
を
成
就
す
る
こ
と
を
え
せ
し
め
ん
と
願
う
。

⑯

一
切
の
諸
仏
の
出
現
は
、
衆
生
に
仏
知
見
を
開
示
悟
入
せ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。

⑰

そ
れ
は
ま
た
小
乗
に
あ
ら
ず
し
て
大
乗
に
よ
っ
て
衆
生
を
済
度
す
る
に
あ
っ
た
。

諸
仏
の
本
の
誓
願
（
ブ
ラ
《
一
ダ
ー
ナ
）
は
、
釈
尊
の
行
じ
た
所
の
仏
道
を
あ
ま
ね
く
衆
生
を
し
て
修
行
さ
せ
道
を
得
せ
し
め
ん
と
す

⑬

る
に
あ
る
と
い
う
。
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い
ま
、
三
乗
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
仏
と
、
法
華
経
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
釈
尊
像
と
を
、
比
較
し
つ
つ
両
者
の
釈
尊
像
の
特
異

点
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
両
者
は
宗
教
的
に
出
発
点
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
小
乗
有
部

に
あ
っ
て
は
、
宗
教
的
釈
尊
像
ｌ
歴
史
的
釈
尊
の
枠
に
は
め
ら
れ
て
い
な
い
Ｉ
は
、
修
行
者
の
想
念
の
上
に
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
。
フ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
に
反
し
て
、
法
華
経
の
釈
尊
は
永
遠
不
滅
の
救
世
者
と
し
て
す
で
に
説
き
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ｏ
従
っ
て
前

者
に
あ
っ
て
は
持
戒
、
修
禅
が
行
者
の
も
っ
と
も
重
要
な
る
修
道
法
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
教
説
へ
の
信
順
が
ま
ず
第

一
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
相
違
が
承
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
違
点
の
象
か
ら
象
れ
ば
、
法
華
経
教
団
は
、
小
乗
有
部
教
団
と
交

渉
は
あ
り
つ
つ
も
、
ま
た
一
方
に
お
い
て
独
自
に
教
条
が
う
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
源
泉
か
ら

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
諸
仏
釈
尊
が
寿
命
長
遠
で
、
つ
ね
に
衆
生
の
前
に
現
在
前
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

、

一
、
「
久
遠
劫
よ
り
来
た
、
浬
藥
の
法
を
讃
示
し
て
生
死
の
苦
を
永
く
尽
す
」
と
、
釈
尊
は
常
に
説
か
れ
た
と
い
う
。

、

一
、
わ
れ
は
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
無
燈
無
辺
百
千
万
億
那
由
他
劫
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。

⑯

一
、
わ
れ
は
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
甚
大
久
遠
、
寿
命
無
量
、
常
に
住
し
て
減
せ
ず
、
と
い
う
。

、

一
、
世
尊
に
は
大
力
あ
り
て
、
寿
命
は
不
可
量
で
あ
る
。

⑬

一
、
仏
の
寿
命
の
長
遠
な
る
を
聞
い
て
、
一
念
信
解
を
生
ず
れ
ば
、
得
る
所
の
功
徳
は
限
り
な
し
と
説
く
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
釈
尊
を
は
じ
め
、
諸
仏
の
寿
命
は
長
遠
で
、
つ
ね
に
求
道
者
の
前
に
現
前
す
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
と
説
か
れ
る

訳
で
、
こ
れ
は
、
小
乗
に
お
い
て
修
行
者
の
持
戒
、
修
禅
の
想
念
の
上
に
お
い
て
の
み
現
在
前
す
る
仏
と
教
説
の
支
点
を
ま
っ
た
く
異
に

四
、
小
結
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出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
が
。
右
に
よ
っ
て
、
三
乗
に
お
け
る
仏
と
、
法
華
経
に
説
か
れ
た
釈
尊
の
相
違
点
の
一
斑
を
示
し

え
た
と
思
う
。
従
来
の
学
説
を
お
お
く
出
た
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
小
乗
と
大
乗
、
い
ま
は
こ
れ
を
法
華
経
と
の
関
係
に
お
い
て
、
教
理
史

上
の
取
扱
い
で
な
く
、
宗
教
学
の
面
か
ら
考
察
し
た
点
に
、
本
研
究
の
意
義
を
あ
げ
う
る
と
思
う
。

註①
坂
本
幸
男
編
『
法
華
経
の
思
想
と
文
化
』
、
第
一
篇
第
一
章
中
、
「
○
部
派
仏
教
と
法
華
経
の
交
渉
」
、
一
九
六
五
年
刊
。

こ
の
水
野
坤
士
の
論
文
は
部
派
仏
教
と
法
華
経
と
が
、
ほ
と
ん
ど
関
連
の
な
い
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
貴
重
な
論
文
で
あ
る
と
思
う
。

本
研
究
に
あ
た
っ
て
大
き
な
便
益
を
与
え
ら
れ
た
著
櫓
の
一
と
し
て

横
超
慧
日
編
『
法
華
思
想
』
一
九
六
九
年
刊
が
あ
る
。
中
で
も
藤
田
宏
達
博
士
の
．
乗
と
三
乗
」
と
、
横
超
慧
日
博
士
の
「
法
華
経
の
仏
身
観
」
の

各
論
文
は
、
本
研
究
と
直
接
の
か
か
わ
り
の
あ
る
点
で
、
大
い
な
る
示
教
を
得
た
。

ま
た
、
稲
荷
日
宣
著
『
法
華
経
一
乗
思
想
の
研
究
』
昭
和
五
十
年
刊
を
も
参
照
し
た
。
実
証
的
に
資
料
も
豊
富
に
あ
げ
ら
れ
、
藤
田
博
士
の
説
を
も
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
お
お
く
の
示
唆
を
え
た
。

と
も
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

②
婆
娑
論
巻
一
九
一
、
大
正
二
七
、
九
五
五
ｂ
か
ら
巻
一
九
二
、
大
正
二
七
、
九
五
八
Ｃ
ま
で
参
照
。

③
発
智
論
巻
一
九
、
大
正
二
六
、
一
○
二
四
ａ
参
照
。

④
大
正
二
四
、
三
九
九
ｂ
参
照
。

⑤
婆
娑
論
巻
一
九
一
、
大
正
二
七
、
九
五
五
ｃ
参
照
。

⑥
南
伝
大
蔵
経
長
部
経
典
二
、
一
四
四
’
五
ぺ
Ｉ
ジ
参
照
。

⑦
大
正
一
、
二
六
ｃ
参
照
。

③
大
正
二
四
、
三
九
九
ｂ
参
照
。

⑨
婆
娑
論
巻
一
九
一
、
大
正
二
七
、
九
五
六
ｂ
参
照
。

⑩
同
右
、
大
正
二
七
、
九
五
六
ｃ
参
照
。

⑪
大
正
一
℃
二
一
ａ
参
照
。

⑫
大
正
二
四
、
三
九
二
ｂ
参
照
。

⑬
婆
娑
論
巻
一
九
二
、
大
正
二
七
、

⑭
同
右
、
大
正
二
七
、
九
五
八
ｃ
参
照
。

九
五
八
ｃ
参
照
。
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⑯
大
正
二
四
、
四
○
一
ｂ
参
照
。

⑰
南
伝
大
蔵
経
長
部
経
典
二
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑬
婆
娑
論
巻
一
九
二
、
大
正
二
七
、
九
五
八
ｃ
参
照
。

⑳
南
伝
大
蔵
経
長
部
経
典
二
．
一
五
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

、
婆
娑
論
巻
一
二
六
、
大
正
二
七
、
六
五
七
ｂ
参
照
。

⑳
同
巻
八
三
、
大
正
二
七
、
四
二
八
ｃ
参
照
。

⑳
同
右
、
大
正
二
七
、
四
二
九
ａ
参
照
。

、
同
巻
六
○
、
大
正
二
七
、
三
一
五
ｂ
参
照
。

⑮
同
右
、
大
正
二
七
・
三
一
五
Ｃ
参
照
。

⑳
同
巻
六
一
、
大
正
二
七
、
三
一
六
ｂ
参
照
。

⑳
発
智
論
巻
二
、
大
正
二
六
、
九
二
四
Ｃ
参
照
。

⑳
同
右
、
大
正
二
六
や
九
二
四
ｃ
参
照
。

⑳
婆
娑
論
巻
三
四
、
大
正
二
七
、
一
七
七
ｂ
参
照
。

⑳
同
巻
二
九
、
大
正
二
七
、
一
五
一
ａ
参
照
。

、
同
右
、
大
正
二
七
、
一
五
一
ａ
ｂ
参
照
。

＠
以
上
同
巻
一
三
、
大
正
二
七
、
六
五
ｂ
ｃ
参
照
。

、
同
巻
一
三
五
、
大
正
二
七
、
六
九
六
ｃ
参
照
。

⑭
同
右
、
大
正
二
七
、
六
九
八
ｂ
参
照
。

、
同
右
、
大
正
二
七
、
六
九
八
ｂ
参
照
。

⑳
方
便
品
の
欲
令
衆
、
坂
本
博
士
訳
（
岩
波
文
庫
本
）
九
○
ペ
ー
ジ
、
以
下
坂
本
本
と
い
う
。

梵
本
、
法
華
経
や
国
ロ
ロ
ロ
国
勗
弓
の
鈩
雪
の
民
冒
弓
弓
国
漢
の
目
一
香
の
團
冒
旦
詞
Ｆ
ぐ
後
日
噴
少
．
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

、
方
便
品
。
坂
本
本
、
上
、
一
○
六
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
第
五
五
偶
、
三
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

唾
方
便
品
。
坂
本
本
上
、
二
八
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
第
一
○
○
偶
、
三
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
．

⑳
響
喰
品
、
坂
本
本
、
上
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
。

⑮
大
正
一
、
二
九
ｂ
参
照
。

⑲
大
正
二
四
、
四
○
一
ｂ
参
照
。
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梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
第
八
八
偶
、
六
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑩
薬
草
職
品
。
坂
本
本
、
上
、
二
七
六
’
八
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
第
一
九
偶
、
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑪
化
城
喰
品
。
坂
本
本
、
五
○
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
第
四
七
偶
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑫
法
師
品
。
坂
本
本
、
中
、
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
一
四
三
ぺ
Ｉ
ジ
参
照
。

⑬
寿
量
品
。
坂
本
本
、
下
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
一
九
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑭
方
便
品
。
坂
本
本
、
上
、
三
一
六
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
第
一
二
七
偶
、
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑮
寿
髄
品
。
坂
本
本
、
下
、
一
二
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
一
八
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑯
寿
愚
品
。
坂
本
本
、
下
、
一
八
ペ
ー
ジ
。

梵
本
や
テ
キ
ス
ト
、
一
九
○
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑰
分
別
功
徳
品
。
坂
本
本
、
下
、
四
四
ペ
ー
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑬
分
別
功
徳
品
。
坂
本
本
、
下
、
四
八
ぺ
Ｉ
ジ
。

梵
本
、
テ
キ
ス
ト
、
一
九
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

(〃2）


