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法
然
上
人
『
三
部
経
大
意
』
に
お
け
る

　  
至
誠
心
釈
に
つ
い
て

研
究
員　

長
尾　

隆
寛

本
講
座
で
は
、
法
然
上
人
（
以
下
、
敬
称
を
省
略
）
の
『
三
部
経

大
意
』に
説
か
れ
る
至
誠
心
釈
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
三
部
経
大
意
』

は
、
石
井
教
道
氏
に
よ
っ
て
本
願
念
仏
期
に
あ
た
る
著
作
と
さ
れ
る

が
、
同
氏
に
よ
っ
て
、
至
誠
心
釈
に
つ
い
て
は
「
西
山
義
の
香
り
の

高
い
箇
所
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る 
。
先
学
の
研
究
に
お
け
る
問
題

点
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
一
つ
は
『
三
部
経
大
意
』
の
真
偽
問
題
に

関
す
る
研
究
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
成
立
時
期
に
関
す
る

研
究
で
あ
る
。

先
学
研
究
に
お
け
る
注
目
点
は
、
至
誠
心
釈
に
関
す
る
も
の
が
大

多
数
で
あ
る
。
確
か
に
『
三
部
経
大
意
』
の
至
誠
心
釈
は
他
の
法
然

文
献
に
示
さ
れ
る
内
容
と
比
べ
る
と
特
異
で
あ
る
。
数
少
な
い
法
然

の
教
義
書
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
浄
土
宗
学
に

お
い
て
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
多
く
の
先
学
に
よ
る
議
論
が
な
さ

れ
て
き
た
が
、
未
だ
決
定
的
な
結
論
が
出
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
本
講
で
は
、
先
学
が
注
目
し
て
い
る
一
節
に
つ
い
て
再
検

討
し
、
関
連
文
献
や
人
物
、
時
代
背
景
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
、
以

下
の
よ
う
な
結
論
と
し
た
。

関
連
文
献
や
人
物
と
し
て
は
、「
十
七
条
御
法
語
」・
聖
光
・
良
忠
・

信
空
（「
信
空
伝
説
の
詞
」・『
明
義
進
行
集
』・「
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る

御
詞
」）・
信
瑞
（『
広
疑
瑞
決
集
』）・
聖
覚
（『
唯
信
鈔
』・「
登
山
状
」）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、『
三
部
経
大
意
』
の
成
立
に
は
、

聖
覚
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
聖
覚
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
は
な
く
、「
十
七
条
御
法
語
」
や
『
和
語
灯
録
』、
聖
光
や
良
忠
の

著
作
に
も
同
内
容
が
示
さ
れ
る
こ
と
、
信
空
等
と
の
関
係
が
あ
る
こ

と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
思
想
と
し
て
は
法
然
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、

外
か
ら
の
批
判
を
意
識
し
、
そ
れ
に
答
え
る
中
で
示
さ
れ
た
詞
と
し

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
法
然
か
ら
信

空
や
聖
覚
に
伝
え
ら
れ
た
詞
を
各
々
が
伝
持
し
、
そ
の
伝
承
の
中
で

成
立
し
た
も
の
が
『
三
部
経
大
意
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
に
は
、
関
連
文
献
と
し
て
あ
げ
た
「
十
七

条
御
法
語
」
の
成
立
背
景
も
深
く
関
係
す
る
。
以
前
「
十
七
条
御
法

語
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を

出
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
信
空
・
明
遍
と
い
っ
た
、
他
宗
か
ら
法
然

に
帰
依
し
た
諸
師
の
法
然
教
団
に
お
け
る
役
割
は
、
他
義
他
宗
か
ら

の
法
然
教
団
に
対
す
る
批
判
に
対
し
て
、
そ
こ
に
元
々
属
し
て
い
た

信
空
や
明
遍
が
法
然
の
教
学
を
も
っ
て
反
論
し
、
教
団
を
守
っ
て
い

た
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
信
空
や
明
遍

が
、
他
宗
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
法
然
か
ら
聞
い
て
い
た
教
義
を

も
っ
て
答
え
た
か
、
ま
た
は
批
判
に
対
す
る
た
め
に
信
空
ら
が
法
然

に
直
接
聞
い
た
も
の
を
信
瑞
が
師
か
ら
の
「
相
伝
」
と
し
て
採
用
し

た
と
い
う
背
景
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
本
講
座
で
は
、
他
の
法
然
文
献
に
は
み
ら
れ
な
い
「
自
力
・
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他
力
」
に
関
す
る
解
釈
や
、
至
誠
心
釈
全
体
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
る

念
仏
と
諸
行
に
関
す
る
思
想
に
つ
い
て
も
証
空
や
親
鸞
の
解
釈
を
整

理
し
た
上
で
考
察
し
た
。
そ
の
上
で
一
見
す
る
と
証
空
等
の
解
釈
と

似
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
至
誠
心
釈
の
説
示
に
つ
い
て
、
法
然
の
思

想
が
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
よ
い
と
同
時
に
、
後
期
の
著
作
で
あ
る

『
選
択
集
』
な
ど
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
思
想
史
の
上
で
、
初
期
の

も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
む
し
ろ
、

教
団
に
対
す
る
批
判
が
強
ま
る
後
期
に
説
か
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
他
の
法
然
文
献
と
比
べ
る
と
、
独
特
な
思
想
的
表
現
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
至
誠
心
釈
の
み

で
『
三
部
経
大
意
』
全
体
の
結
論
と
す
る
の
に
は
大
き
な
問
題
が
あ

る
。
本
講
で
は
至
誠
心
釈
に
限
定
し
た
結
果
を
示
し
、
他
の
箇
所
を

含
め
た
『
三
部
経
大
意
』
全
体
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。
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道
綽
の
浄
土
教
思
想
に
つ
い
て

　
─
二
諦
説
に
も
と
づ
く
往
生
浄
土
説
─研

究
員　

杉
山　

裕
俊

本
講
座
で
は
中
国
・
隋
唐
代
に
活
躍
し
た
道
綽
の
主
著
『
安
楽
集
』

に
説
示
さ
れ
る
浄
土
教
思
想
と
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
再
検
討
を
試

み
る
。
特
に
『
安
楽
集
』
全
体
を
通
底
す
る
論
旨
で
あ
る
二
諦
説
と

そ
れ
に
も
と
づ
く
仏
土
論
に
着
目
し
、
従
来
の
本
願
念
仏
説
や
弥
陀

報
身
報
土
説
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
道
綽
の
往
生
浄
土
説
（
易
行
道

往
生
説
）
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
「
二
諦
」
あ
る
い
は
「
二
諦
大
道
理
」
の

用
例
を
整
理
す
る
と
、
道
綽
は
『
往
生
論
註
』
の
二
種
法
身
説
を
二

諦
説
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
曇
鸞
と
同
様
、
無

相
（
第
一
義
諦
）
と
有
相
（
世
俗
諦
）
の
相
入
関
係
を
示
す
も
の
と

し
て
理
解
お
よ
び
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

道
綽
は
こ
う
し
た
二
諦
説
を
あ
ら
ゆ
る
議
論
に
援
用
し
、
末
法
の

凡
夫
が
念
仏
三
昧
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄

土
へ
往
生
す
る
と
い
う
自
ら
の
浄
土
教
思
想
が
、
有
相
の
み
な
ら
ず

無
相
に
も
順
じ
た
大
乗
仏
教
の
要
路
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
二
諦
説
に
も
と
づ
い
て
浄
土
教
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
先
師
で
あ
る
曇
鸞
に
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
安
楽
集
』
以
後
の
浄
土
教
典
籍
に

お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
道
綽
の
独
自
性
が
顕

著
に
発
揮
さ
れ
た
教
説
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
か
で
も
、
第
一
大
門
で
は
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土
が
本
来
的
に

は
無
相
土
で
あ
り
つ
つ
も
、
凡
夫
が
有
相
行
を
修
し
て
往
生
で
き
る

相
土
に
も
該
通
し
て
い
る
と
い
う
稀
有
な
仏
土
論
（
浄
土
該
通
説
）

を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
も
や
は
り
二
諦
説
に
お
け
る
有

相
と
無
相
の
相
入
関
係
が
看
取
さ
れ
る
。
さ
ら
に
道
綽
は
阿
弥
陀
仏

の
西
方
浄
土
を
十
方
浄
土
の
初
門
と
し
、
穢
土
の
末
処
で
あ
る
娑
婆

世
界
と
相
接
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
往
生
を
得
る
に
は
至
便
の
浄
土

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
境
次
相
接
説
）。

こ
れ
ら
の
説
示
を
道
綽
自
身
の
立
場
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
願
往
生

心
を
発
し
た
末
法
の
凡
夫
に
と
っ
て
、
願
い
求
め
る
べ
き
浄
土
は
無

相
土
に
も
該
通
す
る
相
土
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
娑
婆
世
界
と
相
接

す
る
初
門
の
浄
土
以
外
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
道
綽
は
仏
土
論
に
も
二
諦
説
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
「
唯
一
」
か
つ
「
最
勝
」
の
浄
土
と
し

て
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
道
綽
の
二
諦
説
と
は
単
に
有
相
と
無
相
の

相
入
関
係
を
示
す
た
め
の
議
論
で
は
な
く
、
浄
土
教
を
大
乗
仏
教
と

し
て
明
確
に
位
置
づ
け
よ
う
と
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
別
言
す
れ
ば
、
道
綽
は
さ
ま
ざ
ま
な
大
乗
経
論
を
博
引
傍
証
し
、

大
乗
仏
教
の
根
本
教
理
で
も
あ
る
二
諦
説
を
全
面
的
に
取
り
入
れ
る

こ
と
で
、
曇
鸞
と
は
全
く
異
な
っ
た
往
生
浄
土
説
を
形
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
浄
土
教
こ
そ
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
い
う
真

実
性
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
し
た
道
綽
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
曇

鸞
教
学
の
継
承
者
と
い
う
従
来
の
見
方
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
は
じ
め
て
『
安
楽
集
』
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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有
部
に
お
け
る
中
有
を
め
ぐ
っ
て

研
究
員　

阿
部　

真
也

中
有
と
は
、
一
般
に
は
中
陰
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
中
有
を
認
め
る
学
派
と
認
め
な
い
学
派
が
あ
る
。
教
理

上
の
概
念
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
、『
集
異
門
論
』
と
『
法
蘊
論
』

が
最
初
期
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た

の
は
、
部
派
仏
教
時
代
の
初
期
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
と

し
て
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、説
一
切
有
部
で
あ
り
、中
で
も
、『
婆

沙
論
』
に
お
い
て
詳
細
に
、
他
学
派
の
説
を
挙
げ
つ
つ
論
じ
て
い
る
。

本
論
は
説
一
切
有
部
の
説
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

『
婆
沙
論
』
等
に
挙
げ
ら
れ
る
異
名
は
、「
中
有
」、「
健
達
縛
（
ガ

ン
ダ
ル
ヴ
ァ
）」、「
求
有
」、「
意
成
」、「
起
」
の
五
つ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
異
名
の
う
ち
、
重
要
な
の
は
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
で
あ
る
。

ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
は
古
来
イ
ン
ド
に
お
い
て
音
楽
を
司
る
神
で
あ
り
、

香
を
食
す
と
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
受
胎
の
三
条
件
の
一
つ
に
な

っ
て
い
る
。
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
受
胎
の
条
件
と
し
て

で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
初
期
の
有
部
論
書
で
あ
る
『
法

蘊
論
』
に
お
い
て
も
こ
の
三
条
件
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
こ
で
は
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
中
有
で
あ
る
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

『
法
蘊
論
』
に
お
い
て
「
中
有
」
は
五
趣
と
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

中
有
は
五
趣
と
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。『
法
蘊
論
』

に
お
い
て
注
意
を
引
く
の
は
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
「
識
」
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
十
二
因
縁
の
記
述
の
中
で
、
識
か
ら
名
色
に
つ

な
が
っ
て
い
く
記
述
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
世
両

重
十
二
因
縁
説
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
、
中
有
と

ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

『
法
蘊
論
』
に
お
い
て
は
、
両
者
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

内
容
的
に
は
重
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
婆
沙
論
』

に
お
い
て
は
、
中
有
の
異
名
と
し
て
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

中
有
と
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
は
『
法
蘊
論
』
以
後
、『
婆
沙
論
』
以
前
に

結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
は
死
有
と
生
有

の
間
に
あ
る
、
流
れ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
中
有
が
こ
の
結
び
つ

き
に
よ
っ
て
、
輪
廻
の
主
体
と
い
う
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
、『
婆
沙
論
』
等
に
異
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な

い
が
、
中
有
と
関
係
の
深
い
も
の
と
し
て
「
中
般
涅
槃
」
が
あ
る
。

最
初
期
の
有
部
論
書
で
あ
る
『
集
異
門
論
』
の
記
述
を
確
認
す
る
と
、

す
で
に
中
般
涅
槃
と
中
有
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
婆
沙
論
』

に
い
た
る
と
、
両
者
の
関
係
は
さ
ら
に
密
接
に
な
る
。
中
般
涅
槃
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
中
有
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
中

有
が
有
る
か
ら
中
般
涅
槃
は
あ
る
、
と
い
う
論
じ
方
に
な
っ
て
い
る
。

中
有
が
あ
る
、
と
す
る
説
の
重
要
な
論
拠
と
し
て
中
般
涅
槃
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
中
有
は
無
い
、
と
主
張
す
る
論
書
で
あ
る
『
成
実
論
』

に
つ
い
て
見
て
お
く
。『
成
実
論
』
に
お
い
て
は
、「
中
有
」
で
は
な

く
「
中
陰
」
の
語
を
使
っ
て
い
る
が
、「
中
有
」
で
統
一
す
る
。
中
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有
は
有
る
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
経
証
に
よ
っ
て
非
常
に
簡
潔
に

論
じ
て
い
る
。
中
有
は
無
い
と
す
る
『
成
実
論
』
の
説
は
、
業
に
よ

っ
て
、
か
の
人
は
彼
の
地
に
、
こ
こ
の
人
は
こ
こ
に
生
ま
れ
る
の
で

あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
滅
し
て
か
ら
彼
の
処
で
生
じ
る

の
は
業
の
因
縁
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
中
有
が
有
る
わ

け
で
は
無
い
、
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

以
上
、
有
部
の
論
書
を
中
心
と
し
て
中
有
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

初
期
に
お
い
て
は
、
死
有
と
生
有
の
間
を
つ
な
ぐ
流
れ
、
あ
る
い
は

場
所
に
近
い
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
初
期
有
部

論
書
に
お
い
て
、
す
で
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
あ
る

い
は
中
般
涅
槃
と
の
関
連
は
出
来
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
有
部
教

理
の
発
展
に
伴
い
、
輪
廻
思
想
と
密
接
に
関
係
し
つ
つ
、
主
体
的
な

性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
一
方
、
中
有
が
無
い
と
す

る
学
派
で
は
、『
成
実
論
』
を
見
る
限
り
で
は
非
常
に
簡
潔
な
論
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
、
中
有
が
無
い
と
す
る
と
、
死
有
と
生
有
を
つ

な
ぐ
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
記
述
が
な
い
点
が
気
に
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
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『
般
若
心
経
』
解
釈
に
お
け
る
三
三
昧
　
　
　
　

　
　

研
究
員　

大
八
木　

隆
祥

は
じ
め
に

三
三
昧
あ
る
い
は
三
解
脱
門
は
、
初
期
仏
教
経
典
か
ら
部
派
論
書
・

大
乗
経
典
・
大
乗
論
書
、
さ
ら
に
密
教
の
経
軌
に
至
る
ま
で
、
ま
さ

に
通
仏
教
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
長
期
間
・
広
範
囲

に
わ
た
り
そ
れ
ぞ
れ
の
部
派
・
学
派
の
教
理
体
系
・
実
践
体
系
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
の
三
三
昧
が
、『
般
若
心
経
』（
以
下
『
心

経
』）
の
註
釈
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
確
認

す
る
。

一
、三
三
昧

ま
ず
、
三
三
昧
の
基
本
的
な
意
味
を
初
期
経
典
で
確
認
す
る
と
、

『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
十
六
所
収
の
経
（
パ
ー
リ
仏
典
で
は
『
増
支
部
』

三
集
、
第
一
六
三
経
）
に
よ
れ
ば
、
三
三
昧
は
空
三
昧･
無
願
三
昧･

無
相
三
昧
の
こ
と
で
、
空
三
昧
は
諸
法
を
皆
空
と
観
ず
る
三
昧
、
無

相
三
昧
は
一
切
諸
法
に
つ
い
て
想
念
な
く
見
る
こ
と
の
な
い
三
昧
、

無
願
三
昧
は
諸
法
に
つ
い
て
願
求
し
な
い
三
昧
の
こ
と
で
あ
る
。

二
、『
心
経
』
註
釈
書
に
見
る
三
三
昧

　
⑴
中
国
撰
述
註
釈
書

『
心
経
』
最
古
の
註
釈
書
で
あ
る
基
の
『
幽
賛
』
に
三
三
昧
が
見

ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
が
三
三
昧
が
『
般
若
心
経
』
解
釈
に
用
い
ら

れ
た
最
古
の
例
で
あ
る
。
三
三
昧
が
見
ら
れ
る
の
は
『
心
経
』
本
文

の
「
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時
」
の
「
行
」
に
つ
い
て
の
註
釈
の
段
で

あ
る
（
大
正
三
三
、五
三
二
頁
ａ
二
八
～
ｂ
八
）。
こ
の
段
で
は
瑜
伽
行

派
の
行
位
が
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
三
三

昧
は
そ
の
中
で
加
行
位
の
前
方
便
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
直
接
『
心
経
』
本
文
と
関
連
し
て
三
三
昧
が
説
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

中
国
お
よ
び
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
は『
幽
賛
』同
様
、玄
奘
訳『
心

経
』
に
対
し
て
膨
大
な
量
の
註
釈
書
が
作
ら
れ
て
い
る
。
今
は
そ
の

す
べ
て
を
検
証
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
次
に
イ
ン
ド
撰
述
の
註
釈

書
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
⑵
イ
ン
ド
撰
述
註
釈
書

イ
ン
ド
人
註
釈
家
に
よ
る
註
釈
書
は
す
べ
て
大
本
『
心
経
』
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
中
に
七
本
収
録
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
内
、
四
本
に
三
三
昧
が
確
認
で
き
る
（
１
）
。

①
ヴ
ィ
マ
ラ
ミ
ト
ラ
（
八
世
紀
中
～
九
世
紀
前
）
註

ヴ
ィ
マ
ラ
ミ
ト
ラ
註
で
は
、『
心
経
』
本
文
の
空
性
・
無
相
・
不
生
・

不
滅
・
不
垢
・
不
浄
・
不
減
・
不
増
と
い
う
八
句
が
「
般
若
波
羅
蜜

多
の
心
」、
す
な
わ
ち
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に

こ
の
八
句
が
順
序
通
り
に
三
三
昧
に
摂
せ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
空

性
・
無
相
は
空
性
三
昧
で
あ
り
、
不
生
・
不
滅
・
不
垢
・
不
浄
は
無

相
三
昧
で
あ
り
、
不
減
・
不
増
は
無
願
三
昧
で
あ
る
と
す
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
三
三
昧
こ
そ
が
「
般
若
波
羅
蜜
多
の
心
」
と
い
う
解
釈

で
あ
る
。
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②
プ
ラ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
セ
ー
ナ
（
九
世
紀
～
一
〇
世
紀
）
註

『
心
経
』
本
文
の
「
そ
の
故
に
真
実
に
し
て
虚
妄
な
ら
ざ
る
」
の

註
釈
に
三
解
脱
門
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
な
い

の
で
無
願
解
脱
門
で
あ
り
、
身
体
に
よ
る
行
い
が
な
い
の
で
無
相
解

脱
門
で
あ
り
、
思
惟
の
意
趣
が
無
い
の
で
空
性
解
脱
門
で
あ
る
と
す

る
。
三
解
脱
門
と
身
・
口
・
意
の
三
業
と
を
対
応
さ
せ
る
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。

③
ア
テ
ィ
シ
ャ
（
九
八
二
？
～
一
〇
五
四
）
註

テ
キ
ス
ト
に
も
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
註
は
ヴ
ィ
マ

ラ
ミ
ト
ラ
註
の
復
註
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
三
三
昧
に
つ
い
て
も
そ

の
意
趣
は
ヴ
ィ
マ
ラ
ミ
ト
ラ
註
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

④
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
パ
ー
ニ
（
一
〇
一
七
生
）
註

ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
パ
ー
ニ
註
に
は
三
三
昧
が
頻
出
す
る
。
そ
の
す
べ
て

を
挙
げ
る
紙
幅
は
な
い
の
で
、
今
は
そ
の
内
特
徴
的
な
も
の
を
示
す

に
と
ど
め
る
。

『
心
経
』
本
文
の
「
舎
利
子
是
諸
法
空
相
」
か
ら
「
無
知
亦
無
得

以
無
所
得
故
」
ま
で
を
パ
ラ
レ
ル
に
三
三
昧
に
配
当
し
、
空
性
三
昧

は
化
身
で
あ
り
、
無
相
三
昧
は
報
身
で
あ
り
、
無
願
三
昧
は
法
身
で

あ
る
と
す
る
。『
心
経
』
本
文
に
三
三
昧
を
配
当
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
あ
わ
せ
て
三
身
を
対
応
さ
せ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
な

お
、
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
パ
ー
ニ
註
で
は
三
三
昧
と
あ
わ
せ
て
「
如
幻
三
昧
」

も
並
べ
挙
げ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。

以
上
、『
心
経
』
註
釈
書
に
見
ら
れ
る
三
三
昧
を
抽
出
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
確
認
し
た
。

（
１
）以
下『
般
若
心
経
註
釈
集
成 

イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
編
』起
心
書
房（
二
〇
一
六

年
）
参
照
。
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『
大
日
経
』「
住
心
品
」
に
お
け
る
心
品
転
昇
に
つ
い
て

研
究
員　

伊
藤　

真
弘

一
、
は
じ
め
に

本
論
の
主
旨
は
、『
大
日
経
』「
住
心
品
」
に
お
け
る
心
品
転

昇
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
住
心

品
の
心
品
転
昇
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
様
々
な

形
で
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、［
津
田1970

］
で
は
、

B
uddhaguhya

註
『
大
日
経
広
釈
』（
以
下
：『
広
釈
』）
に
基
づ
い
て
、

心
品
転
昇
の
次
第
と
「
百
六
十
心
」
の
構
造
を
分
析
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
本
論
で
は
「
住
心
品
」
心
品
転
昇
の
構
造
に
つ
い
て
、
本
経

『
大
日
経
』
に
基
づ
く
次
第
、『
広
釈
』
に
基
づ
く
次
第
、『
大
日
経
疏
』

（
以
下
：『
大
疏
』）
に
基
づ
く
次
第
を
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
、
比
較
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
。

二
、
本
経
に
よ
る
心
品
転
昇
構
造

世
間
心
の
段
階
に
は
、
世
間
の
八
心
が
当
て
は
ま
る
。
そ
の
う
ち
、

第
八
心
は
、
行
者
が
諸
天
に
帰
依
、
供
養
す
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
殊
勝
な
る
こ
と
に
住
し
、
唯
一
性
の
義
に
関
し
て
の
智
慧
が

生
じ
る
も
の
と
、
説
か
れ
て
い
ま
す
。
唯
一
性
と
は
、
漢
訳
で
は
、

解
脱
を
求
め
る
智
慧
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
次
第
が
、
心
品
転
昇

に
お
け
る
世
間
心
の
過
程
と
言
え
る
。

ま
た
、
百
六
十
心
に
つ
い
て
は
、「
有
情
界
の
心
は
百
六
十
で
あ

り
三
劫
を
以
て
越
え
る
と
出
世
間
心
が
生
ず
る
」（
大
正
蔵
一
八
巻
、

三
ａ
、ラ
サ
版186a6

～a7

）
と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
行
者
は
、

有
情
界
の
百
六
十
心
を
超
越
し
て
、
出
世
間
心
が
生
ず
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
説
示
で
は
、
三
劫
を
持
っ
て
超
え
る
こ
と
も
説

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
三
劫
と
は
、
本
経
中
の
教
理
の
出
世
間

心
の
三
劫
段
が
当
て
は
ま
る
も
の
と
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
百
六
十
心
は
、
世
間
心
か
ら
出
世
間
心
に
ま
で
当
て

は
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。

出
世
間
心
の
段
階
は
、
主
に
三
劫
段
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
劫
は
声
聞
・
縁
覚
を
指
し
、
こ
の
段
階
で
行
者
は
人
無
我

を
悟
る
と
説
か
れ
て
い
る
。第
二
劫
は
、大
乗
の
段
階
で
あ
る
。ま
ず
、

行
者
は
阿
頼
耶
識
を
観
察
し
法
に
対
し
て
無
我
の
心
（
法
無
我
）
が

生
じ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
更
に
行
者
は
、
法
無
我
を
も
捨
て
去
っ
て

本
不
生
を
覚
る
。
最
後
に
真
言
門
で
あ
る
。
行
者
に
極
無
自
性
心
が

生
じ
、
最
初
の
菩
提
心
が
生
じ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
で

菩
提
心
が
生
じ
る
こ
と
を
考
え
、
こ
の
段
階
を
真
言
門
と
す
る
。
以

上
が
、
本
経
の
説
示
に
お
け
る
心
品
転
昇
の
構
造
と
な
る
。

三
、
注
釈
書
の
比
較
検
討

『
広
釈
』
に
基
づ
い
た
心
品
転
昇
構
造
に
お
け
る
、「
六
十
心
」

と
「
百
六
十
心
」
の
関
係
に
つ
い
て
、B

uddhaguhya

に
よ
れ
ば
、

六
十
心
を
百
六
十
心
に
増
大
す
る
こ
と
は
、
三
つ
の
障
礙
を
そ
れ
ぞ

れ
三
つ
ず
つ
に
開
き
九
種
の
障
礙
と
な
る
。
大
ノ
大
か
ら
順
に
小

ノ
中
ま
で
の
八
つ
は
信
解
行
地
よ
り
出
過
し
て
、
信
解
行
地
を
円
満

す
る
。
最
後
の
小
ノ
小
は
、
信
解
行
地
か
ら
転
昇
し
て
こ
れ
を
捨
て

智
地
に
入
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
六
十

心
は
大
き
い
枠
組
み
の
百
六
十
心
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
、
か
つ
、
百
六
十
心
は
、
出
世
間
心
の
一
番
目
か
ら
信
解
行
地
ま

で
の
過
程
に
お
い
て
越
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
続

い
て
は
、『
大
日
経
疏
』
に
お
け
る
解
釈
で
あ
る
。
百
六
十
心
に
つ

い
て
は
、
世
間
の
三
妄
執
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
百
六
十
心
等
の
一

重
麁
妄
執
、
百
六
十
心
等
の
一
重
細
妄
執
、
百
六
十
心
等
の
一
重
極

細
妄
執
を
度
し
て
、
佛
慧
の
初
心
に
至
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
百
六
十
心
を
越
え
る
次
第
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
出

世
間
心
以
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
、
信
解
行
地
の
解
釈
に
つ
い
て
、
両
注
釈
書
の
間
に
相

違
点
が
見
ら
れ
た
の
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
。『
広
釈
』
で
は
、
地

前
の
出
世
間
心
の
二
番
目
で
、
法
無
我
を
証
し
て
識
の
み
あ
り
と
想

う
ま
で
を
信
解
行
地
と
し
て
い
る
。
一
方
、『
大
疏
』
に
お
い
て
は
、

第
三
極
細
妄
執
を
、
一
劫
を
以
て
越
え
て
初
地
に
入
る
こ
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
第
三
極
細
妄
執
を
一
劫
を
以
て
越
え
て
信
解
行
地

に
入
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
信
解
行
地
は
十
地
全
体
を
指

す
も
の
で
あ
る
。

四
、
結
語

以
上
の
よ
う
に
比
較
を
試
み
た
が
、
な
ぜ
解
釈
の
違
い
が
称
さ
れ

て
い
る
の
か
、
両
注
釈
の
背
景
思
想
を
含
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
も
の
と
考
え
る
。
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石
津
照
璽
の
諸
法
実
相
論

　
︱
『
天
台
実
相
論
の
研
究
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　「
第
三
の
領
域
」
を
中
心
と
し
て
︱

研
究
員　

渡
辺　

隆
明

本
発
表
で
は
、
天
台
実
相
論
の
代
表
的
な
研
究
者
の
一
人
で
あ
る

石
津
照
璽（
一
九
〇
三
―
一
九
七
二
）に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
概
念「
第

三
の
領
域
」
に
つ
い
て
と
り
上
げ
た
。
石
津
の
基
本
的
な
問
題
関
心

は
、「
宗
教
の
究
極
的
な
根
拠
と
、
そ
こ
に
お
い
て
み
ら
れ
る
宗
教

の
本
質
的
事
実
と
を
、
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
石
津
の
宗

教
研
究
は
、
生
涯
を
通
じ
て
、
こ
の
二
つ
の
問
い
に
集
約
さ
れ
る
。

石
津
は
こ
の
問
い
の
も
と
、
天
台
実
相
論
の
視
座
か
ら
独
自
の
宗

教
哲
学
を
確
立
し
た
。
天
台
教
学
が
中
心
に
お
か
れ
た
の
は
、
教
理

や
宗
義
自
ら
が
事
物
事
態
の
根
源
根
本
を
え
ぐ
り
出
す
の
に
仮
借
な

き
態
度
を
持
っ
て
お
り
、
宗
教
的
な
態
度
を
解
明
す
る
に
あ
た
り
好

適
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
石
津
は
、
天
台
教
学
を
も
と
に
、

個
別
の
宗
教
の
一
教
理
に
と
ど
ま
ら
な
い
探
究
が
で
き
る
と
考
え
た

の
だ
。

「
第
三
の
領
域
」
と
い
う
考
え
方
は
、
主
に
彼
の
主
著
で
あ
る
『
天

台
実
相
論
の
研
究
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
天
台
に
お
い
て
は
「
諸

法
は
実
相
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
石
津
は
、
諸
法
が
実
相
で
あ
る

場
面
の
こ
と
を
「
第
三
の
領
域
」
と
名
付
け
た
。
石
津
に
よ
る
諸
法

実
相
の
研
究
は
、
体
法
観
か
ら
諸
法
実
相
の
当
体
を
主
体
的
な
も
の

と
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
「
第
三
の
領
域
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
把

握
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ま
ず
、
主
体
性
と
い
う
契
機
は
、
石
津
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
唯
心
論
的
解
釈
の
立
場
の
よ
う
に
、
主
体
化
を

極
限
ま
で
突
き
詰
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
天

台
の
山
外
派
は
天
台
教
学
に
対
し
て
唯
心
論
的
解
釈
を
も
た
ら
し
た

が
、
石
津
は
そ
の
教
理
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
心
に
つ
い
て
の
解

釈
を
、
山
家
派
の
一
人
で
あ
る
知
礼
の
「
刹
那
の
心
」
に
依
拠
し
た

観
点
に
同
意
し
て
お
り
、
具
体
的
な
現
実
の
場
面
を
離
れ
た
心
性
を

た
て
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
諸
法
実
相
に
つ
い
て
は
、「
第
三
の
領
域
」
と
い
う
概

念
を
通
し
て
議
論
を
展
開
し
た
。
一
般
的
に
、
ひ
と
は
自
他
の
区
分

を
あ
ら
か
じ
め
立
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
心
や
主
観
と
い

っ
た
も
の
（
第
一
の
領
域
）
と
、
相
手
や
も
の
と
い
っ
た
対
象
的
な

も
の
（
第
二
の
領
域
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
区
分
は
、
自

己
と
の
関
係
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
は

本
来
、自
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
第
三
の
領
域
」
と
い
う
「
現

実
の
場
面
」
に
お
い
て
組
み
合
わ
さ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、「
第
三
の
領
域
」と
い
う「
現
実
の
場
面
」「
現
実
の
当
処
」は
、

主
観
的
な
仕
方
や
悟
性
的
な
仕
方
で
は
接
近
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、

天
台
の
体
法
観
が
必
要
な
の
だ
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
石
津
は
、
天
台
実
相
論
を
も
と
に
し
た
宗
教
哲
学
を

確
立
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
実
存
哲
学
を
も
と
に
し
た
研

究
も
行
っ
て
い
た
。
彼
は
、
実
存
哲
学
を
、
不
安
の
根
源
を
人
間
存

在
の
基
礎
的
構
造
に
そ
な
わ
る
「
欠
如
」
に
み
た
と
し
て
評
価
し
た
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（『
宗
教
経
験
の
基
礎
的
構
造
』
創
文
社
、
一
九
六
八
年
な
ど
）。
そ
う

し
た
観
点
か
ら
、
石
津
は
、
実
存
の
究
極
的
根
拠
と
宗
教
の
究
極
的

根
拠
の
同
等
性
を
み
た
。
こ
の
石
津
の
観
点
に
つ
い
て
、
田
丸
徳
善

な
ど
に
よ
り
、
石
津
の
宗
教
哲
学
は
天
台
実
相
論
を
実
存
主
義
の
視

点
か
ら
再
解
釈
し
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

彼
の
中
心
課
題
は
、
宗
教
の
「
究
極
的
根
拠
」・「
本
質
的
事
実
性
」

を
見
出
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
姿
勢
が
、
結
果
的
に
天
台
実
相
論
や

実
存
哲
学
と
い
っ
た
特
定
の
宗
教
・
思
想
と
の
親
縁
性
を
持
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
体
験
の
成
立
性
を
解
体
し

な
が
ら
探
究
す
る
石
津
の
立
場
が
、
天
台
教
学
と
い
う
成
立
的
な
宗

教
教
義
の
解
明
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
は
十
分
に
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
だ
が
、
宗
教
の
本
質
の
学
的
探
究
が
必
要
な
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
へ
と
天
台
教
学
を
橋
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
石
津
の
姿
勢
は
、
天
台
教
学
の
あ
ら
た
な
展
望
を
開
く
こ
と

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。




