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五
字
厳
身
観
の
展
開
過
程
に
つ
い
て研

究
員　

小
崎　

良
行

善
無
畏
（
六
三
七
～
七
三
五
）
は
開
元
四
（
七
一
六
）
年
に
、
長

安
に
入
り
、
開
元
二
三
（
七
三
五
）
年
に
入
寂
す
る
ま
で
の
在
唐

二
〇
年
間
の
う
ち
に
、『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』
一
巻
（『
大
正
蔵
』

一
一
四
五
番
）・『
大
日
経
』
七
巻
・『
蘇
悉
地
経
』
三
巻
（『
大
正

蔵
』
八
九
三
番
）・『
蘇
婆
呼
童
子
経
』
三
巻
（『
大
正
蔵
』
八
九
五
番
）

の
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、『
開
元
録
』
や
『
貞
元
録
』
と
い

っ
た
中
国
の
経
録
に
入
蔵
し
て
い
る
の
も
こ
れ
ら
四
部
一
四
巻
で

あ
る
。

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
善
無
畏
の
訳
出
お
よ
び
そ
の
撰
述
に
係
る

も
の
は
、
こ
の
他
、
二
十
一
部
三
十
一
巻
あ
る
と
さ
れ
、
日
本
に
将

来
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
へ
の
将
来
が
記
録
さ
れ
て
い
る
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
、
中
国
の
記
録
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

よ
っ
て
そ
う
い
っ
た
「
将
来
録
の
み
に
記
録
さ
れ
て
い
る
経
軌
」
は
、

「
伝
善
無
畏
訳
」
と
し
て
日
本
に
将
来
さ
れ
、
現
存
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

『
大
日
経
』
由
来
の
胎
蔵
法
に
お
い
て
、『
金
剛
頂
経
』
所
説
の
五

相
成
身
観
と
対
を
成
す
重
要
な
観
法
に
五
字
厳
身
観
が
あ
る
。
こ
の

観
法
は
、「
伝
善
無
畏
訳
」
の
経
軌
の
多
く
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本

発
表
で
は
、
そ
れ
ら
に
記
さ
れ
て
い
る
五
字
厳
身
観
の
記
事
を
見
て

い
き
、特
に『
大
日
経
』第
七
巻「
持
誦
法
則
品
」と『
広
大
儀
軌
』（『
大

正
蔵
』
八
五
一
番
）
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
儀
礼
の
展
開
過

程
を
確
認
し
、
考
察
を
行
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
五
字
厳
身
観
を
中
心
と
す
る
儀
礼
を
概
略
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

〇
『
大
日
経
』
第
七
巻
「
持
誦
法
則
品
」

㈠ 

大
日
如
来
種
子
心
真
言
お
よ
び
印

㈡ 

如
来
毫
相
真
言
お
よ
び
印

㈢ 

五
字
厳
身
観

㈣ aµ

字
・raµ

字
の
布
字

〇
『
広
大
儀
軌
』

㈠ 

嚂
字
観

㈡ 

五
輪
観
（
五
字
厳
身
観
）

㈢ 

普
通
真
言
・
普
通
印

㈣ 

五
輪
器
界
観

㈤ 

普
通
真
言
・
印
（
二
度
目
。
㈢
普
通
真
言
と
同
一
の
真
言
）

本
発
表
で
は
こ
の
よ
う
に
、『
大
日
経
』
由
来
の
五
字
厳
身
観
を

中
心
と
す
る
儀
礼
が
、
展
開
し
て
い
く
過
程
を
確
認
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
記
事
を
考
察
し
、
発
展
・
増
広
し
て
い
る
部
分
の
考
察
を
行

っ
た
。
五
字
厳
身
観
を
視
点
と
し
て
記
事
の
発
展
・
増
広
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
密
教
に
お
け
る
「
伝
善
無
畏
訳
」
経
軌
の
展

開
過
程
を
見
出
せ
る
こ
と
を
提
示
し
、
結
論
と
し
た
。
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後
漢
皇
帝
の
尊
号
と
安
帝
追
尊

研
究
生　

上
條　

駿

尊
号
と
は
、
皇
帝
の
死
後
、
そ
の
皇
帝
の
廟
に
対
し
て
贈
ら
れ
る

称
号
で
あ
る
。
新
た
に
即
位
し
た
皇
帝
が
先
代
の
皇
帝
の
廟
に
尊
号

を
贈
る
こ
と
を
追
尊
と
い
う
。
元
来
、
追
尊
は
儒
家
思
想
上
の
基
準

に
よ
っ
て
、
有
功
有
徳
の
皇
帝
に
の
み
贈
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
即
位
し
た
皇
帝
の
廟
全
て
に
贈
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

前
漢
で
は
、
最
盛
期
を
現
出
し
た
武
帝
に
対
し
て
も
、
追
尊
す
る
か

否
か
の
議
論
が
長
く
続
け
ら
れ
た
。

後
漢
で
は
、
前
漢
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
儒
家
理
念
に
沿
っ

た
廟
制
が
確
立
さ
れ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
功
徳
に
関
わ
ら
ず
、

歴
代
皇
帝
全
て
に
尊
号
が
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
従
来
、
こ
う
し
た
事
態
は
尊
号
の
濫
発
と
形
骸
化
と
し
て
理
解

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
背
景
に
つ
い
て
の
研
究
は
み

ら
れ
ず
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
後
漢
に
お
い
て
独
自
の
尊
号
が
贈
ら
れ
な

か
っ
た
安
帝
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

後
漢
に
お
い
て
尊
号
の
役
割
が
形
骸
化
し
た
背
景
と
そ
の
歴
史
的
位

置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
。

『
後
漢
書
』
や
『
続
漢
書
』
祭
祀
志
下
な
ど
の
諸
史
料
を
検
討
し

た
結
果
、
後
漢
皇
帝
の
追
尊
は
、
新
帝
の
即
位
直
後
に
有
司
の
発
議

に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
有
功
有
徳
の
皇
帝
に
尊
号
を
贈
る
と
い
う
基
準

も
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
、
幼
帝
が
即

位
し
、
太
后
が
臨
朝
し
て
い
た
場
合
は
、
有
司
の
発
議
を
受
け
た
追

尊
の
意
思
決
定
が
皇
太
后
の
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
後
漢
六
代
目
の
皇
帝
で
あ
る
安
帝
は
、
皇
太
子
で
あ
っ

た
劉
保
を
廃
し
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
有
司
か
ら
追
尊
の
発
議
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
廃
太
子
は
、
実
際
に
は
安
帝
の
皇
后
で
あ
る
閻

氏
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
閻
氏
は
劉
保
の
代

わ
り
に
傍
系
で
あ
る
北
鄕
侯
劉
懿
を
即
位
さ
せ
る
が
、
安
帝
の
実
子

で
な
い
北
鄕
侯
を
擁
立
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
官
僚
か
ら
強
い
反
発

が
起
こ
る
。
こ
の
た
め
、
安
帝
へ
の
追
尊
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
皇
后
を
中
心
と
し
た
外
戚
と
、
皇
統
の
重
視
か
ら
こ
れ
に
反
発

し
た
官
僚
と
の
政
治
闘
争
の
結
果
、
と
い
う
性
格
を
持
つ
。

最
終
的
に
、
劉
保
擁
立
計
画
が
起
こ
り
、
劉
保
は
順
帝
と
し
て
即

位
し
、
北
鄕
侯
は
即
位
自
体
が
否
定
さ
れ
た
。
の
ち
、
順
帝
は
北
鄕

侯
の
追
尊
を
有
司
に
諮
問
す
る
が
、
官
僚
の
反
発
に
遭
い
実
現
し
な

か
っ
た
。
こ
れ
と
同
様
に
、
安
帝
の
尊
号
に
関
し
て
も
見
直
し
が
行

わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
追
尊
に
関
わ
る
皇

帝
と
官
僚
層
と
の
関
係
性
を
示
し
て
お
り
、
皇
帝
が
絶
対
的
な
決
定

権
を
行
使
で
き
な
い
状
況
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
追
尊
の
形
骸
化
は
官
界
の
政
治
闘
争
と
、
そ

れ
に
よ
っ
て
即
位
す
る
皇
帝
の
皇
統
の
不
安
定
性
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
追
尊
が
和
帝
以
前
か
ら
、

有
司
に
よ
る
発
議
と
皇
帝
に
よ
る
承
認
と
い
う
形
で
形
式
化
し
て
い

る
様
子
も
う
か
が
え
る
。
今
後
は
、
そ
こ
に
お
け
る
官
僚
層
の
影
響
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力
が
、
順
帝
期
以
降
も
展
開
さ
れ
る
政
治
闘
争
の
中
で
廟
制
に
ど
の

よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
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近
世
に
お
け
る
僧
侶
養
成
に
つ
い
て

　
―
浄
土
宗
関
東
十
八
檀
林
を
中
心
に
―

研
究
生　

青
木　

篤
史

今
回
私
は
「
近
世
に
お
け
る
僧
侶
養
成
に
つ
い
て
―
浄
土
宗
関

東
十
八
檀
林
を
中
心
に
―
」
と
い
う
論
題
で
発
表
を
行
っ
た
。

近
世
（
特
に
江
戸
時
代
）
に
浄
土
宗
僧
侶
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、

増
上
寺
を
筆
頭
と
し
て
関
東
に
一
八
ヶ
寺
あ
っ
た
「
関
東
十
八
檀

林
」（
以
下
、
十
八
檀
林
と
す
る
）
に
入
寺
し
、
修
学
を
積
む
こ
と

が
必
須
条
件
と
な
っ
て
い
た
。

毎
年
正
月
一
一
日
に
入
寺
し
た
所
化
（
１
）
は
、
様
々
な
法
度
の
下
で

生
活
し
、
修
学
に
つ
い
て
は
「
九
部
宗
学
」
と
呼
び
、「
九
部
宗
学
」

の
他
に
も
安
居
中
に
行
わ
れ
る
上
読
法
問
・
下
読
法
問
等
に
つ
い

て
も
受
講
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。

九
部
宗
学
と
は
、
①
名
目
部
②
頌
義
部
③
選
択
部
④
小
玄
義
部

⑤
大
玄
義
部
⑥
文
句
部
⑦
礼
讃
部
⑧
論
部
⑨
無
部
の
こ
と
で
あ
り
、

一
つ
の
部
を
修
了
す
る
の
に
は
約
三
年
の
年
月
を
要
し
て
い
た
。

つ
ま
り
九
部
全
て
を
修
了
す
る
の
に
は
約
二
七
年
も
の
年
月
を
要

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
八
檀
林
に
お
い
て
修
学
を
積
ん
で
い
た
所
化
は
、

決
め
ら
れ
た
年
月
を
経
る
と
「
伝
法
」
が
相
承
さ
れ
た
。

浄
土
宗
に
お
け
る
伝
法
は
「
宗
脈
」・「
戒
脈
」・「
璽
書
」
と

が
あ
り
、
相
承
さ
れ
る
年
月
は
、
宗
戒
両
脈
の
伝
授
は
入
寺
以
後

一
五
年
、
そ
の
奥
義
で
あ
る
璽
書
の
伝
授
は
二
〇
年
を
経
過
す
る

こ
と
が
必
須
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
璽
書
の
伝
授
を
も
っ
て「
上
人
」

の
号
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は

順
次
無
視
さ
れ
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
そ
の
年
数
が
短

縮
さ
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浄
土
宗
の
伝

法
相
承
の
年
数
は
最
終
的
に
八
年
程
短
縮
さ
れ
た
の
は
驚
愕
に
値

す
る
が
、
璽
書
の
相
承
つ
い
て
は
年
数
が
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
し
か
し
宗
戒
両
脈
が
相
承
さ
れ「
権
上
人
」を
伝
授
さ
れ
る
と
、

璽
書
相
承
を
欲
す
所
化
が
少
な
く
な
り
、
璽
書
を
相
承
さ
れ
る
こ

と
な
く
退
山
す
る
所
化
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
修
学
一
五
年
で
「
権
上
人
」
が
伝
授
さ
れ
、

中
等
以
下
の
寺
院
の
住
職
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
当

時
の
シ
ス
テ
ム
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
璽
書
を
相

承
さ
れ
「
上
人
」（
正
上
人
）
と
な
る
と
香
衣
を
被
着
し
、
中
等
以

上
つ
ま
り
ど
の
寺
院
の
住
職
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
権
上

人
で
も
寺
院
の
住
職
と
し
て
教
化
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
シ
ス
テ
ム
が
、
当
時
の
所
化
の
璽
書
の
相
承
を
拒
否
す
る
一
因

と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、「
上
人
」
号
の
手
続
き
の

複
雑
さ
と
、
そ
れ
に
伴
う
高
額
な
謝
金
支
払
い
の
義
務
も
こ
の
原

因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
浄
土
宗
の
僧
侶
養
成
は
、

二
七
年
も
の
長
い
年
月
を
か
け
て
行
わ
れ
て
お
り
、
当
時
の
僧
侶

養
成
に
幕
府
が
関
係
し
、
伝
法
相
承
に
関
し
て
も
幕
府
が
関
与
し

て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
幕
府
の
影
響
が
甚
大
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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（
１
）
所
化
…
…
檀
林
に
入
寺
し
た
修
行
僧
の
こ
と
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倶
舎
学
に
お
け
る
声
境
の
分
類
の
一
考
察

研
究
生　

倉
松　

崇
忠

『
倶
舎
論
』
で
は
「
声
境
は
八
種
類
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
。
そ

の
八
種
類
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、
中
国
・
日
本
の

注
釈
書
で
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
記

述
に
お
け
る
中
国
の
注
釈
書
の
解
釈
を
述
べ
、
そ
の
解
釈
が
日
本
の

注
釈
書
に
ど
の
様
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
を
述
べ
た
い
。

中
国
に
お
け
る
注
釈
書
の
中
で
も
、
普
光
の
『
倶
舎
論
記
』
と

法
宝
の
『
倶
舎
論
疏
』
は
、
権
威
と
し
て
中
国
と
日
本
の
倶
舎
学
に

お
い
て
重
宝
さ
れ
て
き
た
。
普
光
は
、『
倶
舎
論
』
の
声
境
の
分
類

に
お
け
る
記
述
の
解
釈
と
し
て
二
説
挙
げ
る
。
第
一
が
、『
倶
舎
論
』

の
記
述
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師
の
説
に
基
づ
く
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、『
倶
舎
論
』
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
説
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
独
自
の
説
を
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
一
方
、
法
宝
の
説
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
の
有
余
師
の
説

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

普
光
と
法
宝
の
解
釈
の
違
い
は
、
無
執
受
大
種
を
因
と
す
る
有
情

名
の
声
（
知
覚
を
も
た
な
い
も
の
か
ら
発
生
し
た
音
で
あ
り
、
か
つ
言

語
認
識
を
も
た
ら
す
声
）
の
存
在
を
認
め
る
か
否
か
に
起
因
し
て
い

る
。『
大
毘
婆
沙
論
』
の
毘
婆
沙
師
の
説
は
、
上
記
の
声
の
存
在
を

前
提
に
声
境
を
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
普
光
は
、化
人
の
言
語
（
神

通
力
を
得
た
諸
天
や
仏
菩
薩
な
ど
が
、
仮
に
人
間
な
ど
の
姿
を
生
み
出

し
語
っ
た
言
葉
）
は
上
記
の
声
に
あ
た
る
、
と
し
て
『
大
毘
婆
沙
論
』

の
毘
婆
沙
師
の
説
は
成
立
し
、『
倶
舎
論
』
の
記
述
も
そ
の
説
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
一
方
の
法
宝
は
、
無
執
受
大
種
を
因

と
す
る
有
情
名
の
声
は
存
在
せ
ず
、
化
人
の
言
語
も
そ
れ
に
該
当
し

な
い
、と
解
釈
し
、毘
婆
沙
師
の
説
は
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、『
倶

舎
論
』
の
記
述
も
毘
婆
沙
師
の
説
で
は
な
く
有
余
師
の
説
に
随
っ
た

も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

日
本
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
上
記
の
三
説
の
内
ど
れ
が
正
し
い

も
の
な
の
か
、
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
快
道
や
佐
伯
旭
雅
と
い
っ
た

真
言
宗
の
学
者
は
、
普
光
の
第
一
の
説
を
支
持
す
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
法
宝
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、
湛
慧
や
普
寂
と
い
っ
た
江
戸
時

代
の
浄
土
宗
の
学
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
光
の
第
二
説
を
支
持
す

る
の
は
、
法
宣
や
山
県
良
温
や
斎
藤
唯
信
と
い
っ
た
幕
末
以
降
の
浄

土
真
宗
大
谷
派
の
学
者
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
倶
舎
学

に
お
い
て
は
、
宗
派
に
よ
っ
て
支
持
す
る
説
が
異
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
宗
学
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
に
つ
い
て
は
ま
だ
解
明
し
て

い
な
い
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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唐
代
初
期
の
弥
陀
弥
勒
相
対
論
に
付
随
す
る

　  

議
論
に
つ
い
て

研
究
生　

長
尾　

光
恵

本
発
表
は
中
国
唐
代
初
期
の
仏
教
界
に
お
け
る
弥
陀
弥
勒
相
対
論

を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
弥
陀
弥
勒
相
対
論
と
は
阿
弥
陀
信
仰

と
弥
勒
信
仰
と
の
比
較
論
で
あ
り
、
主
に
六
～
七
世
紀
の
中
国
仏
教

に
お
い
て
展
開
し
た
。
そ
の
議
論
は
従
来
、
極
楽
と
兜
率
の
勝
劣
を

論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
唐
代
初
期
に
な
る
と
往
生
と
上
生
の
難

易
も
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
唐
代
初
期
の
弥
陀

弥
勒
相
対
論
が
顕
著
な
著
作
に
基
『
弥
勒
上
生
賛
』
と
懐
感
『
釈
浄

土
群
疑
論
』
が
あ
る
。

こ
の
両
書
を
用
い
る
先
行
研
究
で
は
、
唐
代
初
期
の
弥
陀
弥
勒
相

対
論
は
仏
土
論
や
別
時
意
会
通
論
を
包
含
す
る
複
合
的
議
論
で
あ
る

と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
を
承
け
発
表
者
は
過
去
の
論
稿
で
そ
の
複

合
的
議
論
の
具
体
的
な
構
造
を
考
察
し
た
。
本
研
究
発
表
は
そ
の
成

果
を
踏
ま
え
、
仏
土
論
や
別
時
意
会
通
論
の
他
に
も
ま
だ
付
随
す
る

議
論
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
唐
代
初
期
の
弥
陀

弥
勒
相
対
論
に
つ
い
て
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
数
多
く
の
議
論
が
唐
代
初
期
の
弥
陀
弥
勒
相
対
論
に

付
随
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、
本
発
表
で
は
そ
れ
ら
を
三
つ
に
大
別
し

論
述
し
た
。
第
一
に
は
「
得
生
後
の
功
徳
に
関
す
る
議
論
」
で
あ
り
、

浄
土
へ
の
得
生
以
後
に
お
け
る
処
不
退
の
獲
得
や
悪
業
の
不
起
に
関

す
る
議
論
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
第
二
に
は
「『
観
経
』
九
品
段
の

詳
細
な
解
釈
に
関
す
る
議
論
」
で
あ
り
、
衆
生
論
（
九
品
衆
生
の
階
位

設
定
や
往
生
に
関
す
る
議
論
）
や
二
乗
種
不
生
論
な
ど
が
こ
れ
に
該
当

す
る
。
第
三
に
は
「
実
践
行
の
妥
当
性
に
関
す
る
議
論
」、
す
な
わ
ち

実
践
論
で
あ
り
、
主
に
そ
の
有
相
無
相
に
関
す
る
議
論
が
俎
上
に
あ

が
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
考
察
を
も
と
に
、
唐
代
初
期
の
弥
陀
弥
勒

相
対
論
と
は
「
そ
れ
ま
で
の
中
国
浄
土
教
に
お
け
る
大
抵
の
議
論
を

包
含
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
複
合
的
議
論
で
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
し

た
。ま

た
加
え
て
、
本
来
は
単
純
な
比
較
論
に
過
ぎ
な
か
っ
た
弥
陀
弥

勒
相
対
論
が
、
唐
代
初
期
に
到
っ
て
こ
こ
ま
で
複
雑
な
議
論
に
発
展

し
た
原
因
の
解
明
を
試
み
た
。
ま
ず
唐
代
以
前
に
は
阿
弥
陀
信
仰
と

弥
勒
信
仰
が
並
存
・
並
修
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
基
や
懐
感

の
少
し
前
時
代
に
当
た
る
迦
才
『
浄
土
論
』
に
複
合
的
議
論
の
萌
芽

が
確
認
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
議
論
が
複
雑
化
し
た
原
因
が
「
唐

代
初
期
」
と
い
う
時
代
性
に
あ
る
と
推
定
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏

ま
え
、「
首
都
長
安
に
お
け
る
都
市
型
仏
教
の
発
達
」「
そ
れ
に
よ
る

信
仰
集
団
の
確
立
と
勢
力
争
い
の
激
化
」「
そ
の
中
に
お
け
る
自
ら
の

信
仰
の
独
自
性
と
優
位
性
の
教
学
的
主
張
」
な
ど
の
要
素
が
、
弥
陀

弥
勒
相
対
論
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
信
仰
と
弥
勒
信
仰
と
の
比
較
論
を

複
雑
化
さ
せ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
触
れ
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
未

だ
推
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
今
後
の
課
題
と
す

べ
く
発
表
の
末
尾
に
提
示
し
た
。
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『
弁
顕
密
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
た

　『
分
別
聖
位
経
』
つ
い
て

研
究
生　

米
川　

佳
伸

弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
―
八
三
五
）
が
『
弁
顕
密
二
教
論
』（『
二

教
論
』
と
略
称
）
に
引
用
し
た
経
典
中
に
、
空
海
教
学
の
モ
デ
ル
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
不
空
訳
『
分
別
聖
位
経
』
の
序
文
が

あ
る
。
引
用
文
の
漢
訳
原
本
テ
キ
ス
ト
を
吟
味
し
、『
分
別
聖
位
経
』

の
序
文
の
表
現
や
意
味
が
、『
二
教
論
』
で
語
ら
れ
る
空
海
の
主
張

と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
確
認
す
る
の

が
本
発
表
の
主
な
目
的
で
あ
る
。

『
二
教
論
』
で
は
三
箇
所
で
経
典
の
序
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、『
二
教
論
』
の
冒
頭
で
自
身
の
密
教
を
定
義
す
る
際
、
空

海
は
『
分
別
聖
位
経
』
序
文
を
根
拠
に
し
て
、
自
性
受
用
仏
、
自
受

法
楽
な
ど
、
空
海
教
学
の
中
心
概
念
と
も
言
え
る
仏
身
に
関
す
る
用

語
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
に
検
討
す
る
様
に
、
こ
れ
ら

の
術
語
は
空
海
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
経
典
の
漢
訳
原
本
テ
キ
ス

ト
と
比
較
す
る
と
、
空
海
が
引
用
の
際
に
こ
れ
ら
仏
身
に
関
す
る
表

現
に
も
そ
の
意
味
内
容
に
も
変
更
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
に
、『
五
秘
密
経
』
と
の
関
連
で
『
分
別
聖
位
経
』
序
文
の

一
部
が
引
用
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
空
海
は
経
典
の
漢
訳
原

本
の
文
章
を
変
更
し
た
形
で
引
用
し
た
。
そ
の
結
果
、
経
典
の
漢
訳

原
本
で
は
、「
多
く
の
菩
薩
達
が
そ
れ
ぞ
れ
三
密
門
を
説
く
」
と
書

か
れ
、「
仏
が
三
密
門
を
説
く
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

『
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
た
文
章
で
は
「
仏
や
菩
薩
達
が
自
受
法
楽

の
為
に
自
ら
悟
っ
た
三
密
門
を
説
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
空

海
は
喩
釈
で
、「
法
身
等
が
自
受
法
楽
の
故
に
自
ら
の
内
証
智
を
説

き
、
そ
の
内
証
智
と
は
自
性
自
用
理
智
法
身
の
悟
り
の
世
界
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
法
身
が
自
ら
の
悟
り
の
境
界
を

説
く
」
と
い
う
『
二
教
論
』
の
主
張
は
主
張
と
し
て
、
そ
れ
は
引
用

さ
れ
た
経
典
の
漢
訳
原
本
か
ら
直
接
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

第
三
に
、
果
分
の
説
法
を
す
る
法
身
こ
そ
が
密
教
教
主
の
毘
盧
舎

那
如
来
で
あ
る
こ
と
を
『
五
秘
密
経
』
を
引
用
し
て
述
べ
た
後
、
空

海
は
『
分
別
聖
位
経
』
の
序
文
全
体
を
引
用
し
て
喩
釈
を
加
え
た
。

空
海
は
経
典
序
文
に
細
注
を
施
し
て
そ
れ
を
四
節
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
節
に
つ
い
て
解
釈
を
加
え
た
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
そ
の
第
三

節
と
第
四
節
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
、
経
典
序
文
が
「
他
受
用
身
」

に
言
及
せ
ず
に
「
報
身
」
と
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
空
海
の
細
注

で
は
敢
え
て
「
他
受
用
身
」
の
語
を
使
い
、
仏
身
の
意
味
の
変
更
を

試
み
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
四
節
で
は
、
経
典
序
文

で
「
自
受
用
仏
」
を
密
教
の
教
主
と
し
て
明
確
に
定
義
す
る
一
方
、

名
称
の
み
で
そ
の
属
性
が
不
明
な
ま
ま
の
「
自
性
身
」
と
「
受
用
身
」

と
が
経
典
序
文
に
言
及
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、「
自
性
身
」
と
「
自

受
用
仏
」
と
を
組
み
合
わ
せ
た
形
で
、「
自
受
用
仏
」
の
代
わ
り
に
「
自

性
身
自
受
用
身
」
と
い
う
仏
身
が
空
海
の
細
注
に
織
り
込
ま
れ
た
。

こ
の
空
海
の
造
語
法
を
見
て
、
空
海
が
『
分
別
聖
位
経
』
の
「
自
受

用
仏
」
と
は
異
な
っ
た
仏
身
を
想
定
し
て
真
言
密
教
の
仏
身
観
を
完
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成
さ
せ
た
、
と
考
え
る
学
匠
も
い
る
。
こ
の
様
に
、
空
海
は
引
用
し

た
経
典
の
語
句
や
概
念
を
創
造
的
に
解
釈
す
る
工
夫
を
こ
こ
で
も
行

な
っ
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。
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空
海
の
撰
述
目
録
に
つ
い
て

研
究
員　

野
々
部　

利
生

弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
が
撰
述
し
た
著
作
の
名
を
列

挙
し
た
諸
目
録
は
、
現
在
『
弘
法
大
師
全
集
』
第
五
輯
に
一
四
種
、
輯

録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
目
録
の
史
料
的
信
憑
性
に
つ
い

て
は
、
精
査
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
発
表
で
は
、
各
目
録
の
「
編
纂

方
針
」
と
「
信
憑
性
」
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
た
。

ま
ず
、
各
目
録
の
「
編
纂
方
針
」
は
、
二
つ
の
編
纂
方
針
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。

そ
の
編
纂
方
針
と
は
、
第
一
に
目
録
の
編
者
自
身
が
空
海
の
著
作
だ

と
想
定
し
て
い
た
著
作
を
列
記
し
た
目
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は

特
に
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
二
に
経
蔵
目
録
の
要
素
を
有
す
る
目
録
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
、
目
録
の
本
文
に
『
高
野
山
大
伝
法
院
御
作
目
録
』
な
ら
「
塗

手
箱
第
一
」、『
高
山
寺
法
鼓
台
聖
教
目
録
』
な
ら
「
第
一
四
御
作
」、『
御

作
目
録
教
王
常
住
院
本
』
な
ら
「
第
二
六
櫃
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
聖
教

函
の
函
番
号
と
思
わ
し
き
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
各
目
録
の
「
信
憑
性
」
に
つ
い
て
、
発
表
で
は
特
に
覚
鑁
が
編

纂
し
た
内
容
の
異
な
る
三
本
の
目
録
、
す
な
わ
ち
『
高
祖
御
製
作
書
目

録
』『
御
作
目
録
』『
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
』
を
検
討
し
た
。

ま
ず
、
覚
鑁
の
目
録
が
三
本
存
在
す
る
こ
と
に
関
し
て
言
及
し
て
い

る
笹
岡
弘
隆
「
解
説 

高
祖
御
製
作
書
目
録
」『
興
教
大
師
著
作
全
集
』

第
六
巻
、
二
一
一
～
二
一
三
頁
を
確
認
し
た
。
笹
岡
師
は
『
高
祖
御
製

作
書
目
録
』
と
『
御
作
目
録
』
に
つ
い
て
、
両
者
は
伝
写
の
過
程
で
異

同
が
生
じ
た
異
本
で
あ
る
と
す
る
一
方
、『
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
』

は
輯
録
著
作
に
著
し
く
異
同
が
あ
り
、
全
く
の
別
本
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
明
ら
か
に
輯
録
著
作
部
数
が
充
実
し
て
い
る
『
大
遍
照
金

剛
御
作
書
目
録
』
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
考
察
を
行
っ
た
。

考
察
を
行
う
方
法
と
し
て
、『
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
』
の
奥
書

を
検
討
し
た
。『
興
教
大
師
覚
鑁
写
本
集
成
』『
弘
法
大
師
伝
記
史
料

全
集
』、中
野
達
慧
「
興
教
大
師
御
撰
述
に
対
す
る
書
史
学
的
研
究
」『
密

教
研
究
』
第
三
六
号
、
東
寺
観
智
院
所
蔵
の
写
本
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
載

さ
れ
る
奥
書
を
検
討
し
た
。

『
弘
法
大
師
全
集
』
所
収
の
『
大
遍
照
金
剛
御
作
書
目
録
』
の
覚
鑁

の
本
奥
書
の
最
後
に
は
「
正
覚
房
集
之
矣
」
と
あ
る
が
、
他
の
写
本
で

は
「
正
覚
房
聖
人
集
也
」
と
な
っ
て
い
た
り
、
記
載
が
な
い
も
の
も
あ

っ
た
。
本
人
が
聖
人
と
い
う
敬
称
を
用
い
る
こ
と
が
な
い
こ
と
や
、
記

載
が
な
い
こ
と
を
以
っ
て
、
覚
鑁
の
本
奥
書
は
覚
鑁
自
ら
が
記
し
た
も

の
で
は
な
く
、
後
世
の
者
が
覚
鑁
の
識
語
と
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
あ
く
ま
で
も
奥
書
と
い
う
一
つ
の
視
座
で
検

討
を
行
っ
た
結
果
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
な
る
精
査
が
必
要
で
あ
る
。
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廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
の
修
復
に
関
す
る
一
考
察

研
究
生　

春
本　

龍
彬

廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
は
、
現
存
す
る
『
選
択
集
』
諸
本
の
中
で

極
め
て
重
要
な
写
本
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
実
体
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
幾
度
と
な
く
行
わ
れ
、
数
多
く
の
事
柄
が
指
摘
さ
れ
て

き
た
。

し
か
し
、
修
復
を
め
ぐ
っ
て
は
未
だ
に
不
明
瞭
な
部
分
が
少
な
か
ら

ず
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
修
復
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。

ま
ず
第
一
回
目
の
修
復
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
廬
山
寺
文
書
」
に
基
づ
く
と
、「
廬
山
寺
本
」
が
収
め
ら
れ
て
い

る
冊
子
箱
の
箱
書
き
は
明
暦
二
年
五
月
八
日
に
知
恩
院
へ
入
室
し
、

延
宝
八
年
一
月
六
日
に
遷
化
さ
れ
た
「
智
（
マ
マ
）恩
院
宮
尊
光
法
親
王
」
の

筆
と
伝
え
ら
れ
、
修
復
の
勅
定
を
出
し
た
の
は
寛
永
六
年
一
一
月
八

日
に
譲
位
し
、
延
宝
八
年
八
月
一
九
日
に
崩
御
さ
れ
た
「
後
水
尾
院
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
修
復
が
行
わ
れ
た
の
は

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
五
月
八
日
か
ら
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
一

月
六
日
ま
で
の
間
で
あ
り
、
修
復
が
行
わ
れ
た
理
由
は
後
水
尾
院
の

仰
せ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
見
做
せ
る
。

そ
し
て
、
同
資
料
と
『
暦
道
一
式
』
等
に
よ
れ
ば
、
修
復
を
担
当

し
た
人
物
は
烏
丸
通
綾
小
路
の
南
（
一
説
に
は
烏
丸
通
四
条
下
る
）
に

住
ん
で
い
た
大
経
師
浜
岡
権
之
助
（
剃
髪
名
は
以
春
、も
し
く
は
意
俊
、

或
い
は
意
春
）
の
「
母
」
で
あ
っ
て
、
修
復
の
際
に
は
「
一
枚
を
二

枚
に
へ
き
立
隔ヘ
タ
テの

紙
を
入
て
」
本
を
直
す
間
剥
ぎ
の
技
術
が
用
い
ら

れ
た
と
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
修
復
が
行
わ
れ
た
場
所
は

現
京
都
市
内
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
本
が
間
剥
ぎ
の
実
施
に
伴
っ

て
改
装
さ
れ
た
と
把
握
出
来
る
。

た
だ
し
上
記
で
触
れ
、
第
一
回
目
の
修
復
に
あ
た
っ
て
用
意
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
冊
子
箱
を
製
作
し
た
人
物
や
場
所
な
ど
は
、
管
見
の

限
り
、
全
く
の
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
第
二
回
目
の
修
復
に
つ
い
て
で
あ
る
。

平
成
一
五
年
度
の
『
重
要
文
化
財
修
理
報
告
書
』
に
は
「
Ⅱ
．
工

期　

自　

平
成
一
四
年
七
月
三
日　

至　

平
成
一
六
年
三
月
三
一

日
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
修
復
の
期
間
は
平
成
一
四
年

（
二
〇
〇
二
）
七
月
三
日
か
ら
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
三
月
三
一

日
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
同
報
告
書
と
『
平
成
一
四
・
一
五
年
度　

京
都
国
立
博
物

館　

文
化
財
保
存
修
理
所　

修
理
報
告
書
』
四
等
に
し
た
が
え
ば
、

修
復
に
あ
た
っ
た
の
は
西
中
筋
通
花
屋
町
下
る
に
あ
る
「
宇
佐
美
松

鶴
堂
」、
お
よ
び
正
倉
院
の
近
く
に
工
房
を
持
つ
「
北
村
昭
斎
氏
」

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
詳
し
く
は
前
者
が
本
を
、
後
者
が
冊
子
箱
と

外
箱
を
修
復
し
た
記
録
に
な
っ
て
い
る
。
本
は
解
体
し
て
、
そ
の
後

改
装
す
る
と
共
に
別
冊
付
録
を
作
成
し
、
冊
子
箱
と
外
箱
は
損
傷
部

位
を
整
形
し
て
、
続
け
て
全
体
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
施
し
た
と
認
め

ら
れ
る
。
な
お
、
本
や
冊
子
箱
、
別
冊
付
録
と
共
に
外
箱
の
中
へ
保

管
さ
れ
て
い
る
も
の
の
内
、
紙
の
四
方
帙
は
第
二
回
目
の
修
復
に
臨

ん
で
準
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
外
箱
を
結
ん
で
い
る
真
田
紐
も
ほ

ぼ
同
時
に
設
置
さ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
も
の
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は
第
一
回
目
の
修
復
が
終
了
し
て
か
ら
第
二
回
目
の
修
復
が
施
行
さ

れ
る
ま
で
の
間
に
見
繕
わ
れ
た
と
受
け
止
め
て
間
違
い
な
い
。

更
に
、
上
述
し
た
通
り
宇
佐
美
松
鶴
堂
、
並
び
に
北
村
昭
斎
氏
に

よ
っ
て
修
復
さ
れ
た
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、
修
復
が
行
わ
れ
た
場
所

は
京
都
市
内
、
奈
良
市
内
の
ど
ち
ら
か
か
、
そ
の
両
方
で
あ
っ
た
可

能
性
が
非
常
に
高
い
と
推
察
さ
れ
る
。

【
付
記
】
紙
面
の
都
合
上
、
脚
注
は
省
略
し
た
。
詳
細
は
別
稿
を
期

し
た
い
。


