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『
道
行
般
若
経
』

に
お
け
る
授
記
に
つ
い
て志

知

丈

夫

序

初
期
大
乗
経
典
は
菩
薩
の
成
仏
を
主
題
と
し
、
所
説
の
菩
薩
行
を
修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
の
果
が
得
ら
れ
る
と
説
く
。
そ
こ

で
は
各
教
理
に
応
じ
た
種
々
の
菩
薩
行
修
行
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
仏
に
至
る
菩
薩
行
修
行
の
過
程
に
お
い
て
は
、

ほ
ぽ
共
通
し
て
授
記
の
体
験
(
成
仏
の
予
言
を
受
け
る
こ
と
)
が
成
仏
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
宗
教
体
験
と
し
て
説
か
れ
て
い
一
匁
授

記
思
想
は
既
に
原
始
仏
教
に
お
い
て
四
声
聞
果
の
証
果
の
予
言
・
保
証
と
し
て
発
達
し
て
い
る
が
、
初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る
授
記
は

仏
に
よ
る
菩
薩
へ
の
作
仏
授
記
、
即
ち
、
仏
が
成
仏
の
予
言
を
も
っ
て
菩
薩
の
成
仏
可
能
性
を
個
別
的
・
具
体
的
に
確
定
さ
せ
る
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
、
作
仏
を
内
容
と
す
る
点
で
前
者
と
は
明
ら
か
に
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
学
の
諸
研
究
は
、
大
乗
仏
教

(
2〉

の
作
仏
授
記
の
淵
源
を
燃
灯
仏
授
記
物
語
に
お
け
る
釈
迦
本
生
菩
薩
の
作
仏
授
記
に
求
め
で
い
る
。
し
か
し
、
燃
灯
仏
授
記
物
語
自
体

の
原
形
や
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
い
ま
だ
議
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
み
る
べ
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き
で
あ
る
。

一
方
、
大
乗
経
典
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
授
記
の
研
究
も
、
燃
灯
仏
授
記
を
淵
源
と
す
る
こ
と
を
当
然
視
し
て
い
た
た
め
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に
、
そ
の
経
典
自
体
の
宗
教
体
験
の
中
に
そ
の
淵
源
を
求
め
て
い
く
と
い
っ
た
試
み
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
は
そ
の
試
み
と
し
て
、
初
期
大
乗
経
典
の
最
も
古
い
経
典
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
道
行
般
若
経
』
に
お
け
る
授
記

を
考
察
し
て
、
大
乗
経
典
の
中
で
の
授
記
の
原
点
、
原
点
と
な
る
べ
き
宗
教
体
験
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
で
の
本
来
の
在
り
方
を
求
め
る
た
め
、
『
道
行
般
若
経
』
と
対
応
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
あ
る
『
八
千
頭
般
若
』
を
照
合
し

て
そ
の
共
通
部
分
を
基
本
資
料
と
し
て
用
い
る
。
従
っ
て
、
引
用
文
は
『
道
行
般
若
経
』
に
対
応
し
て
い
る
部
分
を
つ
な
い
だ
サ
ン
ス

(
4
)
 

ク
リ
ッ
ト
文
を
引
用
し
、
併
せ
て
『
道
行
般
若
経
』
の
原
文
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
本
経
に
お
け
る
授
記
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
う
る
。

ω不
退
転
授
記
。

「
道
行
品
」
第
一
乃
至
「
遠
離
口
問
」
第
十
八

に
は
不
退
転
位
(
「
阿
惟
越
致
」
)
を
得
た
か
否
か
に
関
わ
る
宗
教
体
験
と
し
て
の
授
記
が
見
ら
れ
る
。
本
経
本
来
の
授
記
と
い
え
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

ω無
生
法
忍
授
記
。
「
善
知
識
品
」
第
十
九
を
主
と
し
て
前
後
の
数
品
に
見
ら
れ
る
。
授
記
を
受
け
る
因
行
と
し
て
無
生

法
忍
(
「
無
所
従
生
法
楽
」
)
が
強
調
さ
れ
る
。
や
や
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

ω燃
灯
仏
授
記
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も

の
。
燃
灯
仏
授
記
の
形
式
・
内
容
を
ふ
ま
え
て
い
る
点
を
特
徴
と
す
る
。

「
但
場
優
婆
夷
品
」
第
十
六
な
ど
に
散
在
す
る
。

以
下
、

本

論
で
考
察
を
加
え
る
。

『
道
行
般
若
経
』
に
お
け
る
不
退
転
授
記

「
道
行
品
」
第
一
か
ら
「
遠
離
ロ
巴
第
十
八
の
聞
で
は
、
不
退
転
位
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
授
記
の
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
本
経
の

目
的
は
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
に
よ
っ
て
不
退
転
位
を
得
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
部
分
の
授
記
が
本
経
本
来
の

授
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
『
道
行
般
若
経
』
の
本
文
に
即
し
て
具
体
的
に
検
討
す
る
。
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こ
こ
で
は
、
不
退
転
菩
薩
が
授
記
を
得
て
い
る
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
菩
薩
と
の
区
別
を
明
確
に
し
て
い

る
。
般
若
波
羅
蜜
を
聴
聞
し
て
修
行
し
う
る
者
と
し
て
、
不
退
転
菩
薩
と
、
久
遠
に
わ
た
っ
て
菩
薩
道
を
修
行
し
て
き
て
い
る
が
い
ま

だ
授
記
を
得
て
い
な
い
菩
薩
と
を
あ
げ
、
後
者
も
般
若
波
羅
蜜
の
説
法
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
疑
う
こ
と
な
く
聴
聞
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
に
よ
っ
て
一
仏
ニ
仏
に
見
え
る
う
ち
に
授
記
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
授
記
の
因
行
と
し
て
は
、
「
聞
之
」
即
ち

聞
般
若
波
羅
蜜
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
聞
般
若
波
羅
蜜
の
語
は
こ
の
「
持
品
」
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
先
行
す

る
「
清
浄
品
」
第
六
と
「
嘆
品
」
第
七
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
。

「
清
浄
品
」
は
般
若
波
羅
蜜
の
真
理
を
「
清
浄

(iPES-)」
の
語
で

表
し
、
五
砲
の
清
浄
H

修
行
の
結
果
(
市

E
F
「
道
」
)

の
清
浄
H

一
切
知
者
性
の
清
浄
、

の
不
二
を
逮
得
す
る
こ
と
を
般
若
波
羅
蜜
の

修
行
の
要
諦
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
専
一
に
修
行
で
き
る
よ
う
に
、
「
清
浄
」
の
語
を
用
い
た
短
い
句
の
連
続
表
現
で
般
若

波
羅
蜜
の
本
質
を
説
き
示
す
。
こ
の
部
分
は
「
嘆
品
」
に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜
を
讃
嘆
す
る
同
様
の
表
現
と
と
も
に
、
繰
り
返
し
唱
え

-
聞
く
こ
と
に
適
し
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
般
若
波
羅
蜜
の
開
・
持
の
修
行
実
践
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
菩
薩
は
開
般
若
波

羅
蜜
行
に
よ
っ
て
無
上
に
し
て
完
全
な
菩
提
へ
の
授
記
を
受
け
、
不
退
転
位
の
確
定
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
本
経
の
修
行
の
基
本
体
験

の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
阿
惟
越
致
品
」
第
十
五
は
、

不
退
転
菩
薩

(
g
E
4
2
E
E
3
σ
o
b
w山由主吉川
r
「
阿
惟
越
致
菩
薩
」
)
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
を
具
体
的
に
説
く
。
即
ち
、

ω前
品
「
本
無
品
」
の
本
無

(
E
F
P
S
)
を
受
け
て
、
仏
の
説
く
本
無
の
真
理
を
本
無
の
ま
ま
に
受
容

し
て
木
無
に
住
ず
る
こ
と
を
修
行
の
基
本
と
す
る
。

ω魔
の
妨
害
に
心
を
動
揺
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
不
退
転
菩
薩
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。

価
世
俗
の
事
に
関
与
せ
ず
、
専
ら
般
若
波
羅
蜜
に
従
事
し
て
退
転
し
な
け
れ
ば
不
退
転
菩
薩
と
名
づ
け
る
、
と
す
る
。

不
退
転
位
・
不
退
転
菩
薩
の
思
想
は
本
経
の
中
核
を
な
す
思
想
で
あ
る
が
、
不
退
転
菩
薩
を
菩
薩
の
階
位
と
し
て
具
体
的
に
説
く
の



は
本
品
が
中
心
で
あ
る
。
「
清
浄
品
」
を
中
心
と
す
る
般
若
波
羅
蜜
の
讃
嘆
と
い
う
修
行
の
中
核
部
分
を
説
き
終
わ
っ
て
、
「
照
明
品
」

第
十
か
ら
「
遠
離
品
」
第
十
八
ま
で
は
般
若
波
羅
蜜
修
行
の
在
り
方
を
、
逮
得
さ
れ
る
べ
き
真
理
、
修
行
、
修
行
者
の
三
面
か
ら
具
体

的
に
説
き
明
か
す
ソ
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

逮
得
さ
れ
る
べ
き
真
理
と
し
て
は
、
般
若
波
羅
蜜
そ
の
も
の
か
ら
、
前
出
「
清
浄
品
」

の

円
清
浄
」
を
ふ
ま
え
、
「
本
無

(
E
F
P
S
)」
(
「
照
明
品
」
四
五
一

c
以
下
、
「
本
無
品
」
四
五
一
ニ

a
以
下
)
、
「
空
(
宮
口
吋

PS)」
(
「
担
掲

「道行般若経Jにおける授記について

優
婆
夷
品
」
四
五
六
C
)

へ
と
具
体
化
し
、
「
本
無
」
を
基
本
内
容
と
す
る
「
空
」
を
修
行
実
践
で
逮
得
さ
れ
る
真
理
の
中
心
概
念
と
し

て
説
い
て
い
く
。

そ
し
て
、
「
無
生
法
」
の
真
理
を
認
証
す
る
と
い
う
無
生
法
忍
の
体
験
が
徐
々
に
発
達
し
て
い
く
過
程
も
そ
の
記
述

か
ら
窺
え
る
。
修
行
に
つ
い
て
は
、
般
若
波
羅
蜜
の
菩
薩
行
を
利
他
と
い
う
普
巧
方
便
(
名

m
q
P
E
E
P
-
3・
一
組
恕
拘
舎
羅
)
に
基
づ

く
大
乗
的
な
空
・
無
相
・
無
願
の
一
一
一
一
一
一
昧
に
よ
る
も
の
と
し
て
示
し
(
「
守
空
品
」
第
十
七
て
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
不
退
転
位
を
得
る

と
い
う
不
退
転
菩
薩
の
概
念
を
明
確
に
し
て
、
不
退
転
位
を
目
的
と
し
た
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
の
根
本
的
在
り
方
を
説
く
。
ま
た
般
若

波
羅
蜜
に
基
づ
く
如
来
の
在
り
方
・
教
法
の
在
り
方
を
「
照
明
品
」
第
十
、
「
不
可
計
品
」
第
十
一
で
示
し
、
修
行
者
と
し
て
は
、
「
分

別
品
」
第
十
三
で
菩
薩
の
総
論
的
記
述
を
行
い
、
新
学
菩
薩
(
「
照
明
品
」
)
、
阿
闇
浮
菩
薩
(
「
分
別
品
」
)
、

阿
惟
越
致
菩
薩
(
「
分
別

品
」
、
「
阿
惟
越
致
品
」
)
に
言
及
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
本
品
を
中
心
と
す
る
部
分
は
本
経
の
思
想
的
展
開
を
如
実
に
示
す
部
分
で
あ
り
、

そ
の
主
題
が
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
に
よ
っ
て
い
か
に
し
て
不
退
転
菩
薩
と
な
る
か
を
説
く
点
に
あ
る
と
確
認
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
授

記
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
ょ
う
。

[B] 

「
阿
惟
越
致
品
」
第
十
五
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v
E守
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σ
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Z
2
g
}
V
W
2
σ
F
3
Z
S
F
E
(〈
包
広
告
官
B
E
E
-
-
・)包〕
n
H
A
M

〈
可
県
立
oσO(回目岡山印主守宮
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Z
F判
官
官
同
司
自
山
可

E
0
.司
M
H

ヨ
ヴ
o
a
E
E立
g
u
E江
戸
品
可
制
呂
田
恒

B
3
r
g
B
σ
o
a甘
さ
ロ
h
q
p
B
恒
三
回
目
〈
伊
江
戸
口
阿
古

E
B
E己

国
広
岡
山
仲
白
、
(
目
立
)
¥
¥
(
]
Y
由

U
A山)

菩
薩
聞
是
言
其
心
動
転
者
、
不
従
過
去
仏
受
決
未
上
菩
薩
挙
中
未
在
阿
惟
越
致
地
。
(
大
8
、
四
五
六

a
)

こ
れ
を
聞
い
て
、
も
し
菩
薩
が
動
揺
し
(
心
)
乱
れ
る
な
ら
ば
、
(
次
の
よ
う
に
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
)
。
こ
の
菩
薩
は
如
来
に

よ
っ
て
授
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
菩
薩
は
無
上
に
し
て
完
全
な
菩
提
に
(
至
る
と
)
確
定
し
て
は
い
な
い
。
こ
の

(
菩
薩
は
)

不
退
転
の
境
界
に
住
し
て
は
い
な
い
、
(
と
)
。

不
退
転
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
何
に
よ
っ
て
知
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
魔
の
妨
害
l

|

引
用
文
で
は
、
魔

が
師
を
化
作
し
て
仏
説
を
捨
て
よ
と
迫
る

l
ー
に
よ
っ
て
も
全
く
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
不
退
転
菩
薩
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

他
に
、
=
可
出
品
宮
守
mwBmH4宮山
4
2
g
E
3
4
3
E
Z
}
v
u
w
(市
・
弓
A
)

、
「
設
若
作
阿
惟
越
致
受
決
菩
薩
者
」
(
四
五
四
C
)
、
「
も
し
、

お
ま
え
が
不
退
転
で
あ
り
授
記
さ
れ
て
い
る
菩
薩
な
ら
ば
」
と
い
う
簡
単
な
表
現
も
見
ら
れ
、
作
仏
授
記
を
得
た
菩
薩
H

不
退
転
位
に

住
す
る
菩
薩
と
い
う
認
識
が
一
般
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
菩
薩
の
階
位
の
概
念
の
発
達
に
よ
っ
て
、
不
退
転
菩
薩
で

あ
る
こ
と
が
菩
薩
道
修
行
の
終
局
の
具
体
的
目
標
と
し
て
一
般
的
に
受
容
さ
れ
、
成
仏
の
授
記
が
な
さ
れ
れ
ば
当
然
不
退
転
位
に
住
し

て
お
り
、
ま
た
、
不
退
転
位
に
住
す
る
に
至
れ
ば
当
然
成
仏
の
授
記
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

ぅ
。
従
っ
て
、
本
品
の
授
記
は
不
退
転
位
そ
の
も
の
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
授
記
で
あ
る
と
い
え
、
本
経
の
主
題
の
核
心
に
関
わ
る
重

要
な
宗
教
体
験
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
本
経
に
お
け
る
授
記
を
般
若
波
羅
蜜
行
の
実
践
に
お
け
る
宗
教
体
験
と
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



[C] 

「
道
行
品
」
第

ω
(
P
Sロ
仇
世
間
〈
伊
)

げ

o
s
z
E守
O

B白
-EE広
S
F

P
D
g庁

CHH仰
向
]
戸

g
B
3
H阿
国
伊
召

σ
o
a
E
B

g
g
包
vzmH
4-HH酔
同
伊
国

HaezB 

mvげ
巴
白
川
口
百
吉
住
吉
仲
叩
¥
¥
・
:
〈
可
削
除

1
0
(
d
u
e
y
-
-
g
b
E
S
2
4
0・・
:HU凶
H
S宮山田

S
F
X
P宮山
H
P
H
F
P仏
σ
E廿

g
B〕
R
w
w
g告
'

σロ内
E
H
M
m
F
9
E
E注
目
、
品
リ
乱
同
何
回
目

P
B可曲
、

Hap慢
げ

oaHHP己
¥

(

可

o
d
mロ
由
、

g
B
m
H門出岡山口
m
H
i
E
H丘
四
)
¥
¥
(
匂
・

g
)

『道行般若経』における授記について

菩
薩
摩
詞
薩
随
三
味
者
疾
得
作
仏
。
:
:
:
菩
薩
皆
得
阿
惟
越
致
字
前
過
去
仏
時
得
作
仏
。
(
大
8
、
四
二
六
C
)

(
こ
の
)
一
一
一
味
に
住
す
る
害
薩
摩
詞
薩
は
無
上
に
し
て
完
全
な
菩
提
を
速
や
か
に
さ
と
る
。
:
:
:
(
こ
の
三
昧
に
住
す
る
)
こ
の

菩
薩
は
す
べ
て
不
退
転
を
得
て
、
過
去
の
諸
仏
に
よ
っ
て
無
上
に
し
て
完
全
な
菩
提
へ
の
授
記
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

σ0仏
何
回
目
印
胆
片
品
川
弓

0・--rH4RF判
例
曲
、
仲

mw日

HE
伊
同

HMpaぴ何
回
目

HH

ω
u
B
E
-
-
-曲
P
S
E
E
D
m
H

4日

HHPHP同

g
B河川
wwmF召
σロ
仏
門
出

5
8
dM可制
WHMIM『

mvcw

.
2
2
P
H
P
Z
H世
間

p
g
u『曲、
E
S
Mげ
O
仏
何
回
目
、
ロ

E
g
s
f
(
g
)
g
B料
品

目

号

皆

同

b
a
E
H召
¥
¥
(
市
・

2
)

何
所
三
味
随
行
菩
薩
己
得
阿
惟
越
致
字
前
過
去
仏
時
得
作
仏
。
可
得
見
三
昧
処
不
。
(
四
一
一
六
C
)

い
か
な
る
所
の
三
昧
に
住
し
て
、
菩
薩
は
不
退
転
を
得
、
過
去
の
諸
仏
に
よ
っ
て
無
上
に
し
て
完
全
な
菩
提
へ
の
授
記
を
与
え
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
そ
の
)
三
味
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
過
去
仏
時
得
作
仏
」
の
「
作
仏
」
の
語
は
『
八
千
頭
般
若
』
及
び
漢
訳
異
本
で
は
「
授
記
」
を
示
す
語
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
「
阿
惟
越
致
字
」
の
語
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
先
行
部
分
に
は
共
通
し
て
「
阿
惟
越
致
」
の
語
が
見
ら
れ
る
故

49 

こ
こ
で
の
存
在
を
認
め
て
不
自
然
は
な
い
。
引
用
文
は
、
舎
利
弗
の
「
普
薩
当
云
何
行
般
若
波
羅
蜜
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
部
分
に
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含
ま
れ
て
い
る
。
四
二
六

a
後
半
よ
り
、
菩
薩
の
行
般
若
波
羅
蜜
に
つ
い
て
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
誼
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、

無
所
取
・
無
所
得
故
に
五
癌
を
認
識
し
な
い
こ
と
、
す
べ
て
の
存
在
を
認
識
し
な
い
こ
と
を
詳
細
に
説
き
、
菩
薩
の
行
ず
る
コ
一
昧
は
そ

の
故
に
広
大
無
辺
で
あ
り
、
諸
の
阿
羅
漢
・
酔
支
仏
の
及
ぶ
所
で
な
く
、
こ
の
三
味
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
菩
薩
は
速
や
か
に
成
仏

を
得
る
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
こ
で
説
か
れ
る
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
は
、
般
若
経
全
体
に
通
ず
る
基
本
的
な
主
張
で
あ
ヮ
て
、
本
来
の

主
張
と
見
て
よ
い
。
こ
の
引
用
部
分
で
は
、
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
が
す
べ
て
の
存
在
を
認
識
し
な
い
と
い
う
三
味
の
修
行
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
こ
と
、
三
味
中
に
不
退
転
を
得
て
作
仏
の
授
記
を
得
、
授
記
を
得
た
後
、
再
び
三
味
中
に
お
い
て
作
仏
を
得
る
と
い
う
体
験
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
般
若
波
羅
蜜
行
に
お
け
る
一
一
一
昧
の
実
践
行
で
の
授
記
の
宗
教
体
験
を
端
的
に
示
す
基
本
部
分

と
考
え
る
。
こ
の
三
味
が
「
守
空
品
」
第
十
七
(
前
掲
)
に
至
ヮ
て
大
乗
的
特
色
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
「
遠
離
口
巴
第
十
八
に

も
不
退
転
授
記
の
記
述
が
見
ら
れ
、
夢
中
で
不
退
転
菩
薩
で
あ
る
相
を
見
た
菩
薩
が
現
実
の
火
事
を
見
た
と
き
に
、
自
ら
が
不
退
転
菩

薩
で
あ
る
と
い
う
真
実
の
宣
誓

(
g
q
?
g
g
E
)
に
か
け
て
火
が
消
滅
す
れ
ば
、
授
記
を
受
け
た
不
退
転
菩
薩
の
相
で
あ
る
と
説
く
。

こ
の
真
実
の
宣
誓
に
よ
っ
て
現
実
の
事
象
と
の
関
わ
り
の
中
で
受
決
の
有
無
を
知
る
と
す
る
方
法
は
、
『
道
行
品
』
は
勿
論
、
三
味
の
修

習
中
で
そ
の
自
覚
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
持
品
」
、
「
阿
惟
越
致
品
」
、
「
守
空
品
」
の
も
の
と
は
異
質
で
あ
る
。
慢
心
を
戒
め
る

記
述
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
本
来
の
ご
一
味
中
の
宗
教
体
験
が
薄
れ
て
い
く
傾
向
を
示
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

円
道
行
般
若
経
』
に
お
け
る
無
生
法
忍
掻
記

無
生
法
忍

(
g
z
q
E仲

間

E
B
m
w
H
B
m
T
S
E
t
-
「
無
所
従
生
法
楽
」
)
が
、
般
若
波
羅
蜜
行
に
よ
っ
て
逮
得
さ
れ
る
窮
極
的
な
宗
教
体

験
と
し
て
、
本
経
に
お
い
て
独
立
し
た
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
逮
得
ナ
る
こ
と
に
よ
っ
て
授
記
を
得
る
と
さ
れ
る
の
は
「
善
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に
、
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
未
来
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
、
(
現
在
)
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
:
・
:
。
」
須
菩
提
が
お
答
え

し
た
。
「
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
尊
よ
。
」
世
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た
。
「
実
に
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
在
り
方
で
、

菩
薩
摩
詞
薩
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
生
じ
な
い
と
い
う
真
理
の
認
証
(
無
生
法
忍
)
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
認
証
(
忍
)
を
備
え
た

(
菩
薩
摩
詞
薩
)
は
無
上
に
し
て
完
全
な
菩
提
へ
の
授
記
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
」

本
品
は
、
無
生
法
忍
を
説
く
た
め
に
本
経
の
基
本
的
教
理
を
簡
要
を
得
て
記
述
し
て
お
り
、
本
経
が
般
若
波
羅
蜜
行
に
よ
っ
て
逮
得

さ
れ
る
べ
き
根
本
的
な
宗
教
体
験
と
し
て
の
無
生
法
忍
を
主
張
す
る
た
め
の
基
本
的
部
分
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。

本
品
と
、
続
く

「
釈
提
桓
因
品
」
第
二
十
は
不
退
転
の
語
を
も
た
な
い
が
、
前
の
「
遠
離
口
問
」
第
十
八
か
ら
後
の
「
貢
高
品
」
第
二
十
一
以
降
の
品
へ

の
不
退
転
に
つ
い
て
の
叙
述
の
脈
絡
が
窺
え
る
故
、
不
退
転
位
に
至
る
た
め
の
無
生
法
忍
の
逮
得
を
説
い
た
も
の
と
推
測
し
う
る
。

「
強
弱
品
」
第
二
十
四
(
四
六
七

c
、
予
∞
目
白
と
に
無
生
法
忍
と
不
退
転
位
と
授
記
(
「
向
仏
道
地
」
)
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

記
述
が
あ
る
。
無
生
法
忍
が
す
で
に
不
退
転
と
同
等
の
宗
教
体
験
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
同
時
に
阿
閑
仏
の
記
述

(
5
)
 

が
あ
り
新
し
い
成
立
部
分
と
す
べ
き
で
あ
る
。

「
阿
惟
越
致
品
」
第
十
五
は
品
末
で
無
生
法
忍
を
逮
得
す
る
こ
と
を
不
退
転
菩
薩
の
行

相
と
し
て
示
す
。
無
生
法
忍
と
い
う
新
し
い
宗
教
体
験
を
本
経
の
中
心
部
分
に
導
入
し
て
定
着
さ
せ
る
べ
く
、
不
退
転
位
と
の
結
合
を

後
補
と
考
え
る
山
「
担
掲
優
婆
夷

内
容
・
位
置
か
ら
み
て
本
品
の
文
脈
上
本
来
的
な
も
の
と
は
言
い
難
く
、

試
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

品
」
第
十
六
は
後
述
ナ
る
如
く
無
生
法
忍
の
本
拠
と
は
な
し
え
な
い
。

「
不
可
計
品
」
第
十
一
は
説
法
聴
聞
者
の
逮
得
し
た
功
徳
を
讃

嘆
す
る
定
型
部
分
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
挿
入
で
あ
ろ
う
。
「
本
無
品
」
第
十
四
は
「
無
所
従
生
」
の
言
及
が
あ
り
無
生
法
忍
へ

の
発
達
過
程
を
一
示
す
が
、
功
徳
讃
嘆
の
定
型
部
分
の
「
無
所
従
生
法
楽
」
は
後
の
も
の
と
考
え
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
無
生
法
忍
が
般
若
波
羅
蜜
行
の
中
に
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
「
善
知
識
品
」
第
十
九
で
あ
り
、
そ



れ
以
外
に
無
生
法
忍
の
語
を
も
っ
部
分
は
「
善
知
識
品
」
以
降
の
後
補
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
経
で
逮
得
さ
れ
る
べ
き
真
理
の
表
現

は
、
前
述
の
如
く
、

「
清
浄
」
(
「
清
浄
口
問
」
第
六
)
、

「
本
無
」
(
「
本
鉱
山
品
」
第
十
四
)
、

「
空
」
(
「
但
掲
優
婆
夷
口
問
」
第
十
六
)
と
変
化

し
、
こ
こ
で
「
無
生
法
」
の
真
理
を
逮
得
す
る
「
無
生
法
忍
」
(
「
善
知
識
品
」
第
十
九
)
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
品
の

内
容
的
連
闘
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
ほ
ぼ
そ
の
歴
史
的
発
達
関
係
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
本
経
に
お
け
る
無
生
法
忍

『道行般若経』における授記について

授
記
は
不
退
転
授
記
に
遅
れ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
道
行
般
若
経
』
に
お
け
る
燃
灯
仏
梗
記

燃
灯
仏
の
名
を
明
示
し
て
釈
迦
本
生
菩
薩
の
受
記
の
事
実
を
援
用
す
る
も
の
が
二
例
あ
る
。

E

「
担
掲
優
婆
夷
品
」
第
十
六
末
尾
に
あ
る
担
掲
優
婆
夷
の
受
記
に
関
し
て
燃
灯
仏
授
記
が
援
用
さ
れ
る
。

口
問
匂
伊
告
W
R
E
E
F
M匹

m
E
o

w〈
mHWHHロ。

同
)
伊

D
n
pヴ
吋
阿
佐
冗

ロ
け
一
勺
州

HHmw日
同

切口
c
-
J
ν
P
4
5日
付
凸
叩
己

(") 

p' 

5
3
-

内
山

E円一
5
0
2

g
p
u
己

}
a
E
t
f
M
u
g
t
Fゲ
門
医
科

¥ggwHHmHH何
回
(
口
同
市
川
口
判
長

mw
円。。由、
g
s
p
m
E
S
P
Y
-
-〈
U
R
H
W
2
o
d
E
E
品
1
2
M
g
B〕
R
H
W
Z
B
σ
0門
5
2

:
(
勺
-
u
y件
、
吋
)

:
:
:
我
等
五
華
散
提
和
掲
羅
仏
上
即
逮
得
無
所
従
生
法
楽
於
中
立
、
授
我
決
一
マ
一
日
;
:
:
。
(
大
8
、
四
五
八
b
)
、

私
が
五
茎
の
蓮
華
を
デ
ィ
ー
バ
ン
カ
ラ
如
来
の
上
に
散
華
し
、
無
生
法
忍
を
得
た
と
き
に
、
(
デ
ィ

i
バ
ン
カ
ラ
如
来
は
)
私
に

授
記
を
与
え
て
次
の
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
た
。
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本
品
の
授
記
の
記
述
は
、
担
掲
優
婆
夷
(
の

gmzo--Fぷ
ZH)
が、

ω野
獣
や
賊
や
病
等
の
困
難
を
も
恐
れ
ず
修
行
す
る
決
意
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を
述
べ
、
得
仏
後
に
般
若
波
羅
蜜
の
経
を
説
く
こ
と
を
宣
し
て
、
釈
迦
仏
よ
り
成
仏
の
授
記
を
受
け
る
部
分
、
日
そ
の
初
発
意
が
燃
灯

仏
に
よ
る
釈
迦
仏
授
記
の
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
部
分
と
か
ら
な
る
。
引
用
文
は
明
ら
か
に
燃
灯
仏
授
記
物
語
に
お
け
る
釈
迦
仏

本
生
菩
薩
の
受
記
の
援
用
で
あ
る
が
、

あ
ろ
う
。

ωの
授
記
も
、
仏
の
微
笑
・
放
光
・
阿
難
の
問
い
と
い
う
定
型
的
表
現
や
阿
閑
仏
の
記
述
を
も
っ
故
、
新
し
い
成
立
で
あ
ろ

(
8
)
 

ぅ。

ωω
と
も
本
経
本
来
の
授
記
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

ωω
を
併
せ
て
但
掲
優
婆
夷
の
作
仏
授
記
話
全
体
と
し
て
検
討

「
無
所
従
生
法
楽
」
を
逮
得
し
て
授
記
を
受
け
る
と
す
る
の
は
本
経
の
主
張
を
加
え
た
も
の
で

し
て
み
る
と
、

こ
の
記
述
は
、

燃
灯
仏
授
記
を
導
入
し
て
授
記
の
記
述
を
挿
入
し
た
段
階
で
の
『
阿
閑
仏
国
経
』
(
大
口
、

七
五
三
b

ー
七
五
四
b
を
挿
入
と
考
え
る
)
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
理
由
と
し
て
は
、
①
初
発
意
と
願
を
重
視
す
る
こ
と

が
共
通
す
る
こ
と
。
川
で
は
、
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
を
恐
れ
ず
に
行
じ
る
決
意
と
、
得
仏
し
て
こ
の
経
を
説
く
と
い
う
誓
願
が
因
行
と

さ
れ
て
お
り
、

ωは
彼
女
の
初
発
意
の
時
機
を
設
定
す
る
た
め
に
燃
灯
仏
授
記
の
援
用
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

ωの
誓
一

願
と

ωの
初
発
意
の
脈
絡
を
も
っ
て
授
記
作
仏
の
結
果
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
阿
閑
仏
国
経
』
「
発
意
受
慧

(
大
日
、
七
五
一
以
下
)
の
趣
旨
に
合
致
す
る
。
②
受
記
後
、
阿
閑
仏
利
か
ら
他
の
一
仏
利
一
仏
利
へ
と
生
ま
れ
か
わ
っ
て

(
9
)
 

修
行
を
続
け
る
記
述
の
類
似
。
③
阻
埼
優
婆
夷
の
作
仏
後
の
仏
号
と
さ
れ
る
金
華
(
∞

5
2
0名
口
唱
と
の
語
が
『
阿
閑
仏
国
経
』
に
見

(
叩
)

ら
れ
る
金
色
蓮
華
の
記
述
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
部
分
は
『
阿
関
仏
国
経
』
に
お
け
る
燃

品
」
第

灯
仏
授
記
の
導
入
と
意
図
を
同
じ
く
し
て
担
掲
優
婆
夷
の
授
記
話
を
創
作
し
て
結
び
つ
け
、

(
日
)

も
の
で
あ
ろ
う
。

「
ωロ
ロ
ヨ
仲
間
」
の
章
の
末
尾
に
付
加
し
た

「
功
徳
品
」
第
一
一
一
(
四
一
三

a
)
は
、
諸
天
が
般
若
波
羅
蜜
よ
り
如
来
が
生
じ
た
と
い
う
説
法
を
聴
聞
し
た
故
に
、
般
若
波
羅
蜜
を

受
持
す
る
菩
薩
大
士
を
如
来
と
同
視
し
て
恭
敬
し
よ
う
と
決
意
を
述
べ
る
の
に
対
し
て
、
仏
が
、
燃
灯
仏
の
も
と
に
お
い
て
般
若
波
羅



蜜
を
得
て
成
仏
の
授
記
を
受
け
た
事
実
を
述
。
へ
、
般
若
波
羅
蜜
を
修
行
す
れ
ば
一
切
知
者
性
に
自
ら
至
る
と
い
う
こ
と
を
諸
天
に
確
信

さ
せ
る
部
分
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
を
得
た
こ
と
を
受
記
の
因
行
と
す
る
点
で
本
経
の
立
場
を
示
す
が
、
こ
の
授
記
の
記
述
が
本
経
本

来
の
文
脈
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
燃
灯
仏
授
記
の
援
用
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
付
加
と
考
え
う
る
。
な
お
、
燃
灯
仏
名
を
明

示
し
な
い
が
燃
灯
仏
授
記
の
内
容
・
形
式
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
に
二
例
あ
る
。
「
強
弱
品
」
第
二
十
四
(
四
六
八
b
)
の

『道行般若経』における授記について

授
記
は
、
諸
天
と
百
六
十
比
丘
が
散
華
と
「
我
曹
亦
当
随
法
教
立
」
の
決
意
を
宣
し
て
作
仏
授
記
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
授
記
の
語

は
な
い
が
、
徴
笑
等
の
定
型
的
表
現
を
用
い
た
新
し
い
時
期
の
授
記
で
あ
る
。
「
曇
無
掲
菩
薩
品
」
第
二
十
九
(
四
七
七
b
)
の
授
記
も

成
立
が
本
経
の
中
心
部
分
よ
り
遅
れ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
燃
灯
仏
授
記
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
本

経
の
授
記
の
記
述
は
、
そ
の
位
置
・
内
容
か
ら
考
え
て
本
経
本
来
の
文
脈
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
後
の
付
加
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。

四

結

次
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ω本
経
本
来
の
授
記
は
、
「
道
行
品
」
第
一
以
降
「
遠
離
口
問
」
第
十
八
に
至
る
部
分
に
現
れ
る
、

不
退
転
位
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
授
記
で
あ
る
。
即
ち
、
般
若
波
羅
蜜
行
に
よ
っ
て
不
退
転
位
に
至
っ
た
段
階
で
、
不
退
転
位
確
定
を
証

明
ず
る
も
の
と
し
て
受
け
る
宗
教
体
験
で
あ
っ
た
。
こ
の
授
記
は
本
経
独
自
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ω無
生
法
忍
の
宗
教
体
験

に
伴
う
授
記
、
燃
灯
仏
授
記
を
ふ
ま
え
た
授
記
は
、
本
経
に
お
い
て
は
次
の
発
展
段
階
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
後

者
は
外
部
か
ら
の
影
響
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
従
っ
て
、
本
経
に
お
け
る
授
記
は
般
若
波
羅
蜜
行
に
基
づ
く
宗
教
体
験
で
あ
っ
て
燃

55 

灯
仏
授
記
物
語
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
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(MM) 

因
み
に
、
本
稿
の
結
論
と
、
美
術
資
料
に
お
け
る
燃
灯
仏
授
記
の
西
北
イ
ン
ド
起
源
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
本
経
が
西
北
イ
ン

ド
へ
流
布
す
る
以
前
に
不
退
転
授
記
が
既
に
成
立
し
て
お
り
、
西
北
イ
ン
ド
へ
流
布
し
て
後
に
無
生
法
忍
授
記
、
燃
灯
仏
授
記
、
並
び

に
阿
閑
仏
国
説
話
が
後
補
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

注
(
1
)
 

(
2
)
 

田
賀
龍
彦
『
授
記
思
想
の
源
流
と
展
開
』
(
平
楽
寺
書
脂
、
京
都
、
昭
幼
)
は
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
に
至
る
ま
で
の
授
記
思
想
の
発

達
過
程
を
資
料
を
あ
げ
て
分
析
す
る
。
一
七

O
頁
以
下
に
初
期
大
乗
経
典
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

干
潟
龍
祥
『
本
生
経
類
の
思
想
史
的
研
究
』
(
山
喜
房
仏
書
林
、
東
京
、
昭
却
初
版
)
昭
臼
改
訂
増
補
、
六
九
頁
。
静
谷
正
雄
『
初
期
大

乗
仏
教
の
成
立
過
程
』
(
百
華
苑
、
京
都
)
昭
羽
、
一
一
一
六
頁
。
田
賀
前
掲
一
七
一
頁
。
平
川
彰
「
六
波
羅
蜜
の
展
開
」
『
印
仏
研
』
幻
・

2
、
昭
必
、
一
二
十
一
頁
。
同
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
(
春
秋
社
、
東
京
)
昭
必
、
二
ハ
六
頁
。
但
し
、
平
川
博
士
は
燃
灯
仏
授
記
は

原
始
仏
教
の
授
記
思
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

弘

前

川

E
忌
2
3
E
N
U苦し芯
h判
官
、
お
還
な
臼
・
本
稿
で
は
、
同
2
5
E己
H
P
h
g札

hs事
SHh紅
白
遺
言
、
whH向
。
宮
旬
、
ご
ま
見
守
晶
、
お
き
な
恥
eHhHF砕い
E
・
E
-

σ可
C-
者
cmFPHmy
吋

D
W
3
w
同
由

ωN
所
収
の
も
の
を
用
い
る
。

対
応
の
な
い
、
補
足
の
た
め
に
提
示
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
部
分
は
(
)
を
付
す
。
訳
は
『
道
行
般
若
経
』
の
原
文
を
主
と
し
て
訳
す

る
も
の
と
す
る
。

干
潟
博
士
は
阿
関
仏
の
記
述
は
後
の
付
加
に
な
る
も
の
と
し
て
、
木
口
問
、
「
恒
掲
優
婆
夷
ロ
郎
」
、
「
累
教
品
」
を
あ
げ
て
-
説
明
さ
れ
る
。

凶
作
出

Fmwg-
印
刷

E
e
S
Eミ
塁
S
E喜
柏
町
ミ
宅
、
h
h
E
H
V

言、刷、
hHE事前
HhH
め
晶

H
E
w
n
c
B
B
5
8
え

の

D
B
B
O
B
O
E仲
ち
口
司

H
o
m
g
B
片足

り

H-
国
際
問
広
州
ぺ
ω
問
。
昨
日
同
⑦
目
。
ロ
仲
同

HDBHμ
】
寸

D同
O
B
O
E
Eヲ
司
口

wzcrmwwHhvm∞"同〉
-
H
H
H岡
山
由
民
・

C-
君。一間

F
E
S
E
-・
4
・町仇
F
U
M
Y
S
M
-

な
お
、
ヲ
ミ
∞
に
も
無
生
法
忍
と
不
退
転
位
を
結
び
つ
け
る
記
述
が
あ
る
が
本
経
に
は
対
応
が

な
い
。
後
の
挿
入
で
あ
ろ
う
。

燃
灯
仏
授
記
と
無
生
法
忍
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
『
修
行
本
起
経
』
(
大
3
、
四
六
二
b
)

と
の
関
連
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

静
谷
前
掲
二
二
五
頁
以
下
、
国
賀
前
掲
一
六
二
頁
。

(
3
)
 

(4) 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
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(
9
)
 

(
印
)

田
賀
前
掲
一
七
七
頁
。
大
8
、
四
五
人

a
。
大
口
、
七
五
回

c
o

「
阿
関
如
来
行
所
至
処
於
足
迩
下
地
自
然
生
千
葉
金
色
蓮
華
」
(
大
口
、
七
五
六
C
)
、
衆
呑
手
菩
薩
が
受
記
ナ
る
際
の
仏
号
「
差
迫
那
湿

波
頭
摩
」
(
七
六

O
C
)。
原
語
は

2
5
H官
、
官
b
g
p
と
考
え
ら
れ
る
が
同
義
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

付
加
を
加
え
得
る
状
況
と
し
て
、
①
本
品
は
『
八
千
頭
般
若
』
で
は
寸
山
同
ロ
可
伊
丹
伺
(
空
性
)
」
と
「
の
E
m
p
(同

2
H
l
σ
F
P
四
百
円
(
ガ

γ
ガ
デ
l

ヴ

ィ

l
天
女
こ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
全
体
の
主
題
は
「
空
性
し
に
あ
り
、
但
掲
優
婆
夷
の
授
記
話
が
そ
の
主
題
の
文
脈
か
ら
や
や
外

れ
る
こ
と
。
②
空
性
の
文
脈
上
の
末
尾
を
「
用
是
我
無
所
長
」
(
四
五
七
C
)

と
考
え
る
が
、
ぞ
れ
以
前
の
部
分
に
、
「
作
仏
授
記
さ
れ
た

と
い
う
事
実
も
空
な
る
が
故
に
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
本
来
の
主
題
に
そ
っ
た
授
記
へ
の
一
言
及
が
見

ら
れ
る
こ
と
。
③
付
加
に
あ
た
っ
て
、
「
初
頭
意
」
(
可
5
5
2
5
'
n
H芹
♀
包
伊
)
の
存
在
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
を

あ
げ
る
。

諸
天
が
決
意
を
述
べ
る
部
分
の
「
若
調
講
読
有
行
者
」
、
「
持
般
若
波
羅
蜜
者
」
の
語
は
、
『
八
千
頭
般
若
』
で
は
、
第
二
十
八
章
の
授
記

(
後
述
「
強
弱
品
」
の
授
記
)
に
お
け
る
誓
願
の
文
と
表
現
を
同
じ
く
し
な
-
H

∞N
-
匂
-
N

∞C
)

、
両
者
の
成
立
に
関
連
が
窺
え
る

Q

な
お
、

本
経
の
燃
灯
仏
授
記
に
関
す
る
記
述
は
章
末
章
初
に
位
霞
し
、
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

安
田
治
樹
「
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
燃
灯
仏
授
記
本
生
図
」
『
仏
教
芸
術
』
一
五
七
、
六
六
頁
以
下
。

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)




