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四第

八
世
紀
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
へ
の
展
望

土
口

津

宜

（駒
海
大
学
教
授
） 英

元
暁

・
法
蔵
融
合
形
態
の
教
学

私
は
本
研
究
誌
の
第
二
号
で

「
新
羅
の
華
厳
教
学
へ
の
一
視
点
｜
｜
元
暁

・
法
蔵
融
合
形
態
を
め
ぐ
っ
て
1

1」
（

一
九
八
六
年

一
二

月
〉
と
題
し
て
一
文
を
掲
載
し
た
。

高
山
寺
に
伝
え
ら
れ
、
『
大
正
蔵
経
』
第
七
十
二
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
著
者
不
明
の
『
華
厳
宗
所

立
五
教
十
宗
大
意
略
抄
』
（
大
正
七
二

・
二
O
O頁
中
）
の
大
尾
に
次
の
よ
う
な

一
種
の
系
譜
が
あ
る
。

華
厳
宗
祖
師

普
賢
菩
薩
文
殊
菩
薩
馬
鳴
誕
百
薩
龍
樹
菩
薩

堅
恵
菩
陸

覚
賢

菩

麓

自
昭
菩
瞳

杜
順
菩
藍
智
厳
菩
薩
法
球
菩
薩

元
暁
菩
薩
大
賢
菩
麗
表
員
菩
薩

見
登
菩
薩
良
排
菩
薩

質

忠

菩
薩

世
不
審
菩
薩
線
道
菩
薩
道
雄
菩
薩

こ
れ
ら
の
菩
薩
た
ち
は
『
華
厳
経
』
に
出
る
普
賢
か
ら
始
ま
り
、
中
国
の
法
蔵
（
六
四
一
ニ
｜
七
＝

c
を
経
由
し
、
新
羅
の
元
暁
（
六

一

七
｜
六
八
六
）

に
至
り
、
更
に
日
本
の
良
弁
（
六
八
九
｜
七
七
二
一
〉
を
窓
口
に
し
て
道
雄

（？
l
八
五

一
）
に
ま
で
華
厳
の
伝
統
が
伝
え

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

道
維
の
年
代
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
法
系
図
は
九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

八
世
紀
茨
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
へ
の
展
望



の
法
系
は
凝
然
（
一
二
四

O
l
一
三
二
一
〉
な
ど
が
述
べ
て
い
る
華
厳
宗
の
日
本
伝
来
の
系
詩
、
す
な
わ
ち
、

杜
順

l
智
鍬
｜
法
裁
｜
審
祥
｜
良
弁
｜
突
忠
｜
等
定
｜
正
進
l
長
蔵
｜
道
雄

と
い
っ
た
も
の
と
重
さ
る
点
と
、
呉
な
る
面
と
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

私
は
先
の
法
系
の
中
で
法
蔵
｜
元
暁
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
、
こ
の
法
系
は
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。
幸
い
に
し
て
、
太
賢
と
表
員
と
見
登
の
三
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
著
作
が
現
存
し
て
い
る
の
で
、
太
賢
の

『
起
信
論
内
義
略

探
記
』
一
巻
〈
大
正
四
四
巻
所
収
）
、
表
員
の
『
華
厳
経
文
義
要
決
問
答
』
四
巻
（
続
蔵
十
二
巻
所
収
〉
、
そ
し
て
見
登
の

『
大
乗
起
信
論

同
異
略
集
』
二
巻
〈
続
蔵
七
一
巻
所
収
〉
の
三
つ
の
著
作
を
分
析
し
て
み
る
と
、
法
蔵
の
教
学
と
元
暁
の
文
献
と
が
並
べ
て
引
用
さ
れ
、

一
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
『
華
厳
経
』
の
み
を
至
上
と
す
る
法
蔵
の
教
学
と
一
切
の
経
論
を
和
静
融

会
し
て
ゆ
く
元
暁
と
の
大
い
に
差
異
の
あ
る
両
者
の
教
学
か
ら
は
常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
実
例
を

見
て
は
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
こ
の
融
合
は
一
切
を
一
心
の
下
に
和
脅
し
て
や
ま
な
い
元
暁
を
ベ

1
ス
に
し

て
、
法
蔵
の
別
教
一
乗
の
教
学
を
会
入
せ
し
め
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
太
賢
な
ど
の
よ
う
な
教
学
に
対
し
て
「
元

暁

・
法
蔵
融
合
形
態
」
と
命
名
し
、
そ
の
よ
う
な
形
態
の
教
学
が
良
弁
を
通
し
て
、
日
本
に
も
伝
来
し
た
こ
と
を
先
の
法
系
は
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
仮
説
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
系
図
の
附
し
て
あ
る
『
華
厳
宗
所
立
五
教
十
宗
大
意
略
抄
』
の
内
容
を
見
る
と
司元
暁
の
引
用
は

見
ら
れ
な
い
が
、
第
五
円
教
の
別
教
一
乗
の
所
に
『
華
厳
経
』

と
共
に
『
起
信
論
』
も
併
説
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
は
法
蔵
の
「
五
教
十
宗
」

で
は
あ
り
え
な
い
内
容
、
そ
し
て
元
焼
の
教
学
な
ら
ば
当
然
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
文
献
自
体
が
元
暁

・
法
蔵
融
合
形
態
の
一

つ
の
実
例
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
ま
た
日
本
の
大
安
寺
の
僧
で
あ
っ
た
審
詳
（
祥
）
が
背
丘
（
新
羅
〉
に
留
学
日
山
多
く
の
文
献
を
将
来
し
、
帰
国
後
、
多
く
の
人

々
に
貸
出
し
、
出
写
の
使
宜
に
供
し
た
こ
と
が
一
所
さ
れ
て
い
～

μ。
そ
の
「
大
安
寺
審
詳
師
緩
録
」
を
見
る
と
、
本
当
に
元
暁
の
著
作
の
多

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
審
詳
自
身
も
『
華
厳
起
信
観
行
法
門
』
と
い
う
著
作
を
物
し
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
か
ら
、
彼
も
あ
る

い
は
元
暁

・
法
蔵
融
合
の
路
線
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
先
の
法
系
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
良
弁
は
審
詳
に

天
平
十
二
年
（
七
四

O
）
に

『
華
厳
経
』
の
開
識
を
依
頼
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
の
「
審
詳
師
経
録
」
の
中
に
「
華
厳
宗

祖
師
」
の
一
覧
表
に
出
て
い
る
太
賢
、
表
員
、
さ
ら
に
見
登
の
著
作
へ
の
言
及
が

一
つ
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
注
冒
せ
ざ
る
を
え
な

B
V
 

こ
の
よ
う
に
「
華
厳
宗
祖
師
」
の
法
系
図
に
は
名
前
が
出
て
お
ら
ず
、
日
本
の
伝
統
的
な
華
厳
宗
の
系
譜
で
は
日
本
の
華
厳
宗
の
初
祖

と
称
さ
れ
る
審
詳
の
教
学
は
あ
る
い
は
元
暁
・
法
蔵
融
合
の
教
学
形
態
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
審
詳
に
言
及
す
る

が
、
先
の
い
ず
れ
の
法
系
譜
に
も
名
を
列
ね
て
い
な
い
人
に
寿
霊
が
い
る
。
こ
の
寿
霊
の

『華
厳
五
教
章
指
事
』
を
見
る
と
要
所
要
所

に
、
元
暁
の
『
法
華
宗
要
』
な
ど
が
引
用
さ
れ
、
ま
さ
に
元
暁

・
法
蔵
融
合
の
形
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
研
究
誌
掲
載
の
先
の
小
論
で
は
『
華
厳
宗
所
立
五
教
十
宗
大
意
略
抄
』
の
大
尾
に
あ
る
「
華
厳
宗
祖
師
」
と
い
う
一
種

の
法
系
図
を
手
が
か
り
に
し
て
、
太
賢
や
表
員
、
そ
し
て
見
登
な
ど
の
著
作
の
検
討
か
ら
、
新
羅
仏
教
の
中
に
元
暁
と
法
蔵
と
を
融
合
し

て
ゆ
こ
う
と
す
る
形
で
の
教
学
の
流
れ
が
存
在
し
、
そ
の
形
態
の
教
学
は
日
本
に
も
渡
来
し
、
審
詳
や
寿
霊
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
東
大
寺
造
営
と
大
仏
建
立
の
問
題
に
関
連
さ
せ
て
、
当
時
の
私
に
は
『
華
厳
経
』
と
『
党

網
経
』
と
の
一
呉
と
い
う
テ
l
マ
に
も
関
心
が
生
じ
て
い
た
の
で
、
法
蔵
と
元
暁
、
さ
ら
に
太
賢
の
三
者
に
共
通
し
た
も
の
と
し
て
『
党

網
経
』
の
注
釈
告
の
検
討
を
是
非
と
も
行
い
た
い
と
い
う
希
望
を
述
べ
て
、
先
の
小
論
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

『
党
網
経
』
諸
注
釈
告
の
流
れ

私
は
『
華
厳

一
乗
思
想
の
研
究
』
〈
大
東
出
版
社
、

一
九
九
一
年
七
月
〉
の
中
で
第
八
章
と
し
て
「
法
裁
の

『党
網
経
疏
』
の
成
立
と

展
開
」
と
題
し
て
論
述
し
た
。
先
．
す
法
政
以
前
の
智
額
、
元
脱
、
義
寂
、
そ
し
て
勝
荘
な
ど
の
諸
注
釈
と
法
蔵
の
も
の
と
を
比
較
し
、

八
世
紀
京
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
へ
の
展
望



四

点
だ
け
目
立
っ
た
差
異
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
法
蔵
以
前
の
諸
師
が
い
ず
れ
も
『
党
網
経
』
と
『
華
厳
経
』
と
を
関
連

e

つ
け

た
り
、
ま
た
一
体
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
法
蔵
の
み
は
両
径
を
厳
密
に
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
公
平
に
み
て
商
径
を

関
連
づ
け
て
い
る
諸
師
の
態
度
の
方
が
自
然
と
思
わ
れ
る
の
で
、
両
経
の
差
異
を
示
す
こ
と
に
や
っ
き
に
な
っ
て
い
る
法
蔵
に
何
ら
か
の

意
図
を
感
ず
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
法
蔵
の
注
釈
に
は
確
か
に
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
法
蔵
は
師
の
智
憾
の
教
判
や
数
学
を
継
承
し
つ
つ
も
、
重
要
な
部
分
で

師
と
の
断
絶
を
一
示
す
。
そ
れ
は
師
が
同
別
ニ
教
対
等
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、
法
蔵
は
別
教
一
乗
の
優
位
を
強
調
し
、
同
教
は
『
法
華
経
』

に
配
し
、
そ
れ
は
一
乗
を
説
く
も
の
の
、
内
容
的
に
は
三
乗
レ
ベ
ル
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
論
じ
方
で
あ
る
。
法
蔵
は
『
華
厳
五
教
章
』
で

五
教
判
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
第
五
円
教
こ
そ
は
『
華
厳
経
』
そ
の
も
の
の
内
容
で
あ
り
、
別
教
一
乗
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
も
『
華
厳

経
』
は
円
教
と
頓
教
と
で
あ
る
と
す
る
相
官
般
に
相
違
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
法
蔵
は
同
教
を
劣
る
教
え
と
決
め
つ
け
、
別
教

一
突
を
こ
と
さ
ら
高
く
唱
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
は
法
蔵
が
玄

撲
の
も
た
ら
し
た
唯
識
仏
教
を
三
乗
大
乗
と
し
て
一
乗
に
非
ず
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
の
み
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
私
は
法
蔵

が
実
は
当
時
ま
で
の
『
華
厳
経
』
以
外
の
経
論
に
拠
る

一
乗
大
乗
家
た
ち
に
向
っ
て
三
乗
大
衆
に
対
し
て
の
批
判
と
比
べ
て
優
る
と
も
劣

ら
な
い
程
の
批
判
の
意
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
法
蔵
が
具
体
的
に
批
判
し
て
い
る
一
乗
大
衆
家
た
ち
を
明
示
す
る
こ
之
は

む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
は
『
法
務
経
』
を
重
ん
ず
る
天
台
の
人
々
、
『
浬
媒
経
』
に
拠
る
法
宝
の
よ
う
な
人
々
、

・さ
ら
に
唯

識
家
で
あ
っ
て
も
、
真
諦
の
教
学
を
重
ん
ず
る
円
測
（
六

一一
ニ
｜
六
九
六
）
の
よ
う
な
人
を
批
判
の
対
象
と
し
て
想
定
し
て
み
た
。
彼
ら

は
い
ず
れ
も

一
一
策
の
最
上
の
根
拠
と
し
て
『
法
華
経
』
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
込
な
い
。
法
蔵
は
『
法
華
経
』
を
重
ん
ず
る

風
潮
の
中
で
『
華
厳
経
』
を
至
上
と
す
る
教
学
を
建
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
『
法
華
経
』
に
対
す
る
『
華
厳
経
』
の
優
位
さ

を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
証
明
の
結
果
が
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
別
教
一
乗
〈
第
五
円
教
〉
の
優
越
と
同
教
（
三
乗
〉

の
劣
視
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

E
こ
ろ
で
、
法
蔵
が
『
華
厳
経
』
の
至
上
性
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
批
判
す
べ
き
対
象
が
新
羅
の
元
暁
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
元
暁
に
は
『
十
門
和
詩
論
』
と
い
う
著
作
が
存
在
し
た
よ
う
に
一
切
の
経
論
や
諸
の
数
学
を
和
諦
し
、
帰
一
せ
し
め
て
や
ま
な
い
。

元
暁
か
ら
す
れ
ば
『
華
厳
経
』
も
『
法
華
経
』
も
『
党
網
経
』
も
『
起
信
論
』
も
、
は
て
は
玄
提
の
も
た
ら
し
た
唯
識
教
学
で
す
ら
和
会

せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
切
を
一
体
化
せ
し
め
る
元
暁
の
一
衆
思
想
は
、
『
華
厳
経
』
の
み
を
突
出
し
て
優
越
と
考
え
る
法
蔵
の

別
教
一
笑
と
は
同
じ
一
乗
と
は
い
い
な
が
ら
、
ま
さ
に
水
と
泊
の
如
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

果
せ
る
か
な
、
法
政
は
『
起
信
論
議
記
』
と
い
う
一
著
を
世
に
出
し
て
、
元
暁
数
学
の
全
面
的
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
よ
く
法

政
は
一
元
暁
の
『
起
信
諭
』
の
注
釈
を
よ
く
引
用
し
、
指
南
と
し
た
と
か
、
先
駆
で
あ
る
と
か
一
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
事
の
本
質
を
見
て
い

な
い
。
法
蔵
は
元
暁
の
注
釈
の
文
文
句
句
を
引
き
つ
つ
、
た
ん
ね
ん
に
元
暁
が
『
起
信
論
』
と
『
華
厳
経
』
を
一
体
視
し
て
い
る
所
を
無

視
す
る
か
の
ご
と
く
、

い
わ
ば
切
り
捨
て
て
ゆ
く
。

ま
た
、
『
義
記
』
に
は
四
宗
判
が
出
て
い
て
、
『
起
信
論
』
の
思
想
を
加
来
蔵
縁
起
宗

と
呼
ん
だ
い
る
が
、
そ
の
呼
称
す
ら
元
暁
の
数
学
を
批
判
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
程
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
如
来
蔵
縁
起
と
い
う
言
葉
は
直
接
的
に
は
法
蔵
教
学
の
内
部
の
問
題
に
由
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
蔵
は

『
起
信
論
』
の
教
理
と
い
え
ど
も
『
華
厳
経
』
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
、
前
者
は
所
詮
如
来
蔵
縁
起
し
か
説
き
え
て
い
な
い
が
、
後
者

は
法
界
縁
起
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
心
も
っ
と
明
ら
か
に
五
教
判
で
位
置
づ
け
れ
ば
、
前
者
は
終
教
か
ら

せ
い
ぜ
い
頓
教
ま
で
の
内
容
で
あ
り
、
後
者
の
円
教
に
は
速
く
及
ば
な
い
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
蔵
の
法
界
縁
起
説
が
『
華
厳
五
教
意
』
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
『
起
信
論
』
な
ど
の
其
如
臨
縁
の
教
理
、
す
な

わ
ち
如
来
蔵
縁
起
を
ベ

l
ス
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
法
蔵
に
と
っ
て
『
起
信
論
』
は
大
切
な
論
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
起
信
論
義
記
』
と
い
う
力
作
を
物
し
た
の
で
あ
り
、
古
来

『起
信
論
』
入
門
の
指
南
告
と
し
て
の
誉
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
が
『
毅
記
』
を
読
む
と

『起
信
論
』
の
内
容
を
出
来
る
だ
け
発
部
し
よ
う
と
い
う
、

い
わ
ば
正
の
方
向
と

同
時
に
、
元
暁
を
批
判
し
よ
う
と
し
、

か
つ
ま
た

『起
信
論
』
を
終
頓
ニ
教
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
教
判
的
制
約
に
よ
る
、

い
わ
ば
負
の
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ーノ、

方
向
と
の
こ
つ
の
逆
な
動
き
を
感
じ
、

そ
の
二
つ
の
動
き
に
よ
っ
て
具
体
的
な
解
釈
の
処
々
で
一
種
の
亀
裂
が
生
じ
て
い
る
の
を
見
る
。

い
わ
ば
『
毅
記
』

は
『
五
教
章
』
や
『
探
玄
記
』
と
い
っ
た
『
華
厳
経
』
主
張
の
日
の
当
た
る
舞
台
を
蔭
で
支
え
て
い
る
と
い
う
か
、
敵

の
上
陸
を
防
ぐ
防
塁
の
役
割
を
担
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
重
苦
し
い
役
割
を
担
っ
て
い
た
『
義
記
』

も
後
の
宗
密
や
太
賢
た
ち
に
よ
っ
て
、

そ
の
足
か
せ
手
か
せ
を
解
か
れ
、
『
華

厳
経
』
と

『
起
信
論
』

は
同
じ
レ
ベ
ル
の
内
容
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
由
自
在
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

『
起
信
論
議
記
』
と
同
じ
扱
い
を
受
け
た
の
が
法
蔵
の

『
究
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
（
法
蔵
疏
〉

で
あ
－る。

法
蔵
は
稔
伽
戒
を
三
乗

の
戒
と
決
め
つ
け
、

り
、
正
な
る
方
向
で
の
発
揮
と
考
え
て
よ
い
が
、
『
華
厳
経
』

こ
の
究
網
戒
を
一
切
衆
生
に
受
持
さ
れ
る
「
誰
で
も
の
戒
」
と
し
て
挙
揚
す
る
。

そ
の
方
向
で
は
オ
ー
プ
ン
で
あ

か
ら
は
む
し
ろ
三
乗
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
限
定
が
加
え
ら
れ
、

い
わ
ば
コ
」

れ
だ
け
の
戒
」
と
い
う
負
の
力
が
加
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
も
法
蔵
疏
の
文
文
句
句
の
解
釈
は
こ
れ
ら
正
負
二
方
向
の
力
の

動
き
に
よ

っ
て
亀
裂
が
生
れ
て
い
る
。

や
は
り
、

こ
の
法
蔵
疏
も
華
厳
別
教
一
乗
高
揚
の
蔭
で
働
く
黒
子
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
よ
う
な
法
蔵
疏
も
彼
以
降
の
人
々
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
上
の
立
場
か
ら
の
批
判
は
受
け
つ
つ
も
、
意
外
に
よ
く
活
用
さ
れ
て

い
る
。

大
正
八
五
巻
所
収
の
著
者
不
明
の

『
党
網
経
述
記
』

で
は
法
蔵
が
批
判
す
る
勝
荘
と
法
蔵
と
が
共
に
依
用
さ
れ
、
法
相
の
智
周
や

天
台
の
明
臓
は
そ
れ
ぞ
れ
法
裁
疏
全
体
の
姿
勢
に
は
一
言
批
判
を
呈
し
つ
つ
も
、

そ
の
実
は
大
い
に
参
照
し
た
跡
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、

華
厳
の
法
流
に
属
す
る
法
銑

（
七
一
八

l
七
七
八
〉
が
法
蔵
疏
の
よ
う
に

『
華
厳
経
』
と
『
党
網
経
』

の
け
じ
め
を
せ
ず
、

全
く
一
体
視

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
逆
に
い
か
に
法
蔵
の
『
華
厳
経
』
と
『
党
網
経
』
と
の
峻
別
の
態
度
が
強
烈
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
と
別
教

一
乗
の
主
張
が
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
を
証
す
る
こ
と
に
も
成
る
の
で
あ
る
。

の
下
巻
か
ら
か
、
も
し
く
は
戒
文
の
部
分
か
ら
か
、

と
こ
ろ
で
、
『党
網
経
』
と
『
華
厳
経
』
の
一
体
化
を
一
層
推
進
し
た
の
が
太
賢
で
あ
る
。
彼
は
従
来
の
法
釈
家
た
ち
が
ニ
巻
の
経
典

い
ず
れ
か
で
注
釈
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
存
の
も
の
と
し
て
は
始
め
て
上
下

両
巻
の
注
釈
を
著
わ
し
た
。
特
に
上
巻
に
は
『
華
厳
経
』
に
類
似
の
説
示
が
多
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
太
賢
が
上
下
両
巻
共
に
注
釈
し
た

と
い
う
こ
と
自
体
で
彼
が
両
経
－
V
ニ
体
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
、
彼
は
法
蔵
疏
を
良
く
依
用
し
、

『
党
網
経
古
遮
記
』

の
冒
頭
で
は
元
暁
の
一
心
観
に
立
っ
て
注
釈
す
る
姿
勢
を
出
す
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
も
先
の
『
起
信
論
内
義
略
探
記
』
に
み
ら
れ
た

よ
う
な
元
暁

・
法
蔵
融
合
の
方
向
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
『
古
遮
記
』
に
対
し
て
、
い
か
に
多
く
の
注
釈
書
が
著
わ
さ
れ
た
か

に
つ
い
て
は
既
に
精
査
さ
れ
て
科
目
、
究
網
戒
が
大
乗
戒
の
主
流
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
太
賢
の
『
究
網
経
古
迩
記
』
の

果
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
現
存
す
る
日
本
で
の
『
党
網
経
』
の
注
釈
害
と
し
て
は
普
珠
（
七
二
三
｜
七
九
七
〉
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
全
面
的
に
太

賢
の
『
古
迩
記
』
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
諮
問
珠
に
は
他
に
『
唯
識
了
義
灯
増
明
記
』
四
巻
（
大
正
六
五
巻
所

収）

な
ど
と
い
っ
た
著
作
も
現
存
す
る
れ

っ
き
と
し
た
法
相
宗
の
学
僧
で
あ
る
。
太
賢
に
も

『成
唯
識
論
学
記
』
八
巻
（
統
蔵
八

O
巻〉

が
現
存
す
る
ほ
ど
の
唯
識
学
の
業
績
が
あ
る
か
ら
、
太
賢
と
普
珠
と
に
は
共
通
性
は
あ
る
。
た
だ
太
賢
の

『
古
迩
記
』
の
性
格
が
『
華
厳

経
』
と

『党
網
経
』
と
の
一
体
化
を
極
点
ま
で
推
進
し
、
し
か
も
元
暁

・
法
蔵
融
合
の
姿
勢
を
持
っ
た
内
容
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
丸
写

し
の
よ
う
に
引
用
し
て
著
述
し
た
普
珠
の
教
学
の
正
体
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
今
の
私
に
は
ま
だ
明
解
な
こ
と
は
何

も
言
い
え
な
い
が
、
あ
る
い
は
先
に
見
た
審
詳
や
寿
霊
な
ど
と
共
通
し
た
元
暁

・
法
蔵
融
合
形
態
の
教
学
の
日
本
側
の
受
容
者
の
一
人
と

し
て
普
珠
を
認
定
し
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
省
か
な
予
測
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
予
測
が
も
し
も
当
っ
て
い
る
と
す
れ
ば

務
詳
や
寿
霊
は
華
厳
宗
で
あ
り
、
普
珠
は
法
相
宗
に
属
す
る
と
い
っ
た
商
都
六
宗
そ
れ
ぞ
れ
を
別
々
に
バ
ラ
バ
ラ
に
見
て
ゆ
く
こ
と
で
は

不
十
分
で
あ
り
、
商
都
六
宗
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
南
都
仏
教
界
全
体
の
動
向
に
共
通
す
る
面
と
し
て
認
識
を
深
め
て
ゆ
か
な
く
て
は
い

け
な
い
。

南
都
仏
教
の
再
検
討

入
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紀
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ま
さ
に
先
に
述
べ
た
こ
と
は
最
澄
〈
七
六
七
｜
入
二
二
）
や
空
海
（
七
七
四
l
八
三
五
〉
が
入
唐
以
前
に
ど
の
よ
う
な
就
学
を
な
し
た

か
を
知
る
た
め
に
も
必
要
な
姿
勢
で
あ
る
。
底
か
ら
渡
来
し
た
道
球
〈
七

O
ニ
｜
七
六

O
〉
の
も
た
ら
し
た
数
学
を
行
表
〈
七
ニ
ニ
｜
七

九
七
）
を
通
し
て
学
ん
だ
最
滋
は
議
般
の
法
政
の
著
作
に
因
っ
て
天
台
数
学
を
学
ぼ
う
と
決
意
し
た
と
言
わ
れ
、
ま
た
事
実
彼
の
著
作
の

内
容
か
ら
彼
が
い
か
に
華
厳
へ
の
造
詣
が
深
か
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
空
海
は
三
論
宗
の
動
操
（
七
五
人

l
八
二
七
〉
に
つ
い
て
出
家
受
学
し
、
入
唐
し
て
不
空
〈
七

O
五
｜
七
七
四
）
の
門
下
の
恵
果

ハ？
l
入
O
五
〉
に
就
い
て
真
言
宗
を
伝
え
た
。
彼
の
『
十
住
心
論
』
を
見
る
と
真
言
宗
を
至
上
の
教
え
と
し
つ
つ
も
華
厳
や
天
台
な
ど

南
都
の
諸
教
学
を
彼
一
流
の
見
識
で
総
括
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
空
海
の
『
十
住
心
論
』
に
言
及
し
た
が
、
こ
れ
は
天
長
七
年
（
八
一
ニ

O
年
）
に
一
応
取
り
そ
ろ
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
天
長
勅
撰
六
本
宗
書
」
の
一
つ
の
著
作
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の

「
六
本
宗
書
」
は
南
都
仏
教
の
一
つ
の
総
決
算
と
も

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
六
本
宗
暫
」
以
前
及
び
同
時
代
の
文
献
を
整
理
し
、
解

説
し
な
が
ら
商
都
仏
教
の
教
学
的
特
色
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
様
々
に
議
論
が
深
め
ら
れ
て
き

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
私
は
た
ち
ま
ち
は
私
が
出
し
た
元
暁

・
法
蔵
融
合
形
態
の
教
学
に
こ
だ
わ
っ

て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
商
都
仏
教
を
再
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
私
に
と
っ
て
最
近
刺
激
を
与
え
て
下
さ
る
論
文
が
二
つ
出
た
。

は
石
井
公
成
氏
の
「
型
武
天
皇
の
詔
勅
に
見
え
る
願
と
呪
誼
」
〈
『
華
厳
学
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
一
年
五
月
〉
で
あ
る
。
石
井
氏
は
聖

武
天
皇
の
国
分
寺
創
建
の
勅
文
や
大
仏
建
立
の
詔
勅
文
、
さ
ら
に

「
華
厳
経
為
本
の
詔
」
と
称
さ
れ
る
も
の
な
ど
を
細
か
く
分
析
検
討 ザつ

し

一
般
的
に
は
華
厳
信
仰
と
し
て

一
括
さ
れ
や
す
い
聖
武
天
皇
の
信
仰
の
中
心
は
実
は
伝
統
的
な
神
祇
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
む
『
最

勝
王
経
』
へ
の
信
仰
、

四
天
王
に
よ
る
髄
国
仏
教
へ
の
信
念
で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
論
述
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
石
井
論
文
に
刺
激
を

受
け
て
、

い
ず
れ
東
大
寺
明

（
七
二
八
l
七
九
八
〉
、
大
安
寺
常
騰
〈
七
回
O
l八
一
五
）
、
平
備
（
｜
七
六
一
二
｜
〉
、
さ
ら
に
元
奥
寺

願
暁
（
l
八
七
四
）
な
ど
の
一
連
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
諸
注
釈
書
を
読
ん
で
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
論
文
は
末
木
文
奨
土
氏
の
「
日
本
法
相
宗
の
形
成
」
（
『
俳
教
学
』
第
一
一
一
二
号
、
一
九
九
二
年
三
月
〉
で
あ
る
。
こ
の
論
文

の
中
で
末
木
氏
は
日
本
へ
の
法
相
宗
の
伝
承
説
を
再
検
討
し
、
行
信
の
『
仁
王
般
若
経
疏
』
を
分
析
し
、
さ
ら
に
善
珠
の
数
学
に
言
及
し

な
が
ら
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
法
相
宗
の
学
聞
が
一
般
的
に
い
わ
れ
る
正
統
中
国
法
相
宗
の
三
祖
（
基
、
慧
沼
、
智
周
）
一
辺
倒
の
も
の
で

は
な
く
、
唯
識
の
異
流
と
い
わ
れ
る
円
測
の
学
説
や
、
ま
た
学
派
的
に
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
三
論
な
ど
の
諸
説
を
も
自
由

自
在
に
取
り
入
れ
て
解
釈
し
て
ゆ
く
、
の
び
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
末
木
氏
の
論
文
を
読
ん
で
感
じ
る

こ
と
は
、
我
々
の
南
都
仏
教
へ
の
視
点
が
凝
然
の
『
入
宗
綱
要
』
な
ど
に
よ
る
歴
史
意
識
に
深
く
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

反
省
で
あ
る
。
凝
然
の
伝
承
も
尊
重
し
な
い
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
が
、

こ
れ
か
ら
は
そ
れ
は
一
つ
の
伝
承
と
ぐ
ら
い
に
考
え
て
、
も
っ
と

生
な
文
献
に
接
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
こ
れ
か
ら
普
珠
の
研
究
を
進
め
た
い
と
思
っ

て
い
る
私
に
対

し
て
末
木
氏
の
論
文
は
啓
発
を
与
え
て
下
さ

っ
た
。

四

太
賢
の
教
学
の
解
明

こ
れ
か
ら
私
は
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
動
向
を
数
学
の
面
か
ら
解
明
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
私
の
法
政
研
究
か
ら
の
必
然
性
で
あ
り
、
ま
た
日
本
仏
教
の
中
で
南
都
の
仏
教
は
原
点
と
い
っ
て
も
よ
い
程
で
あ
り
、
私
の
関
心

を
そ
そ

っ
て
や
ま
な
い
。
そ
し
て
、
南
都
の
文
献
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
き
っ
と
新
羅
の
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
仏
教
の
質
と
盆

の
大
き
さ
に
気
付
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
私
が
管
見
し
た
だ
け
で
も
審
詳
、
事
対
霊
、
普
珠
、
そ
し
て
入
唐
し
て
天
台
法
華

宗
を
伝
え
た
れ
収
澄
に
お
い
て
す
ら
新
艇
の
仏
教
の
影
響
は
大
き
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
益
々
新
し
い
交
流
お
よ
び
摂

取
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
私
自
身
も
八
世
紀
の
新
緑
仏
教
の
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
が
、
と
も
か
く
現
存
す
る
著
作
の
量
か
ら
し
て
太
賢
が
中
心
と
な
る
。
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。

景
徳
王
の
時
代
に
新
羅
の
仏
教
が
も
り
上
が
り
を
見
る
が
、
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
と
し
て
太
賢
を
認
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
『
成
唯
識
論
学
記
』
の
分
析
解
読
に
着
手
し
た
。
こ
の
文
献
で
は
さ
す
が
に
法
蔵
は
引
用
さ
れ
て
い

な
い
が
、
と
も
か
く
基
と
円
測
と
の
引
用
、
そ
れ
も
並
列
的
引
用
が
自
に
着
く
。
荷
者
の
聞
に
は
水
と
池
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
淡
水

と
海
水
ぐ
ら
い
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
無
批
判
的
に
並
列
し
て
引
用
し
て
い
る
と
な

る
と
、
前
に
述
べ
た
元
暁
と
法
蔵
と
が
何
の
こ
と
わ
り
も
無
く
モ
ザ
イ
ク
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
の
を
見
た
時
と
同
様
の
驚
き
を
感
ず
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
、
太
賢
の
教
学
を
見
る
時
は
必
ず
日
本
の
善
珠
な
ど
法
相
宗
の
人
々
の
著
作
に
も
限
を
く
ば
る
こ
と
に
し
た
い
。
例
え
ば
い
ず

れ
太
賢
の
『
本
願
薬
師
経
古
遮
』
二
巻
を
も
解
読
し
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
善
珠
の
『
本
願
薬
師
経
紗
』
二
巻
（
日
本
大
蔵
経
第

九
巻
・
経
蔵
部

・
方
等
部
章
疏
四
）
を
参
照
し
つ
つ
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

五

均
如
の
著
作
の
活
用

も
ち
ろ
ん
、
太
賢
の
研
究
の
た
め
に
は
彼
以
前
の
円
測
、
元
暁
、

義
湘
、
義
寂
、
そ
し
て
道
証
な
ど
主
と
し
て
新
羅
仏
教
の
人
々
の
現

存
の
著
作
を
き
ち
ん
と
把
握
し
、
ま
た
太
賢
以
降
の
例
え
ば
表
員
や
見
登
な
ど
の
著
述
を
も
し
っ
か
り
検
討
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
と
し
て
も
全
体
的
に
は
残
っ
て
い
る
文
献
が
少
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で

一
つ
に
は
日
本
の
南

都
か
ら
平
安
に
か
け
て
の
諸
文
献
か
ら
新
羅
系
の
仏
教
資
料
を
集
め
て
、
新
羅
仏
教
の
解
明
に
役
立
て
て
ゆ
く
方
法
が
あ
ろ
う
。

（

8〉

の
著
作
を
新
羅
仏
教
の
解
明
の
た
め
に

そ
し
て
、
他
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
高
麗
朝
の
初
期
に
活
躍
し
た
均
如
（
九
二
三
1

九
七
三
）

活
用
す
る
こ
主
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
義
湘
以
来
の
華
厳
の
法
統
を
主
張
す
る
均
如
の
教
学
の
解
明
自
体
も
大
き
な
研
究
テ
l

マ
で

あ
る

が
、
彼
の
著
作
が
比
較
的
多
く
残
存
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
注
釈
態
度
が
博
引
努
証
で
あ
っ
て
、
中
国
か
ら
新
羅
に
か
け
て
の
多
く
の
仏

者
の
著
書
や
言
葉
を
引
用
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
う
ち
で
八
世
紀
の
新
羅
仏
教
の
解
明
の
た
め
に
幾
分
か
は
役
立
て

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
均
如
の
現
存
の
著
作
五
部
、
す
な
わ
ち
『
釈
華
厳
教
分
記
円
通
妙
』
十
巻
（
教
分
記
と
略
称
）
、
『
華
厳
経
三
宝
章

円
通
記
』
二
巻
〈
三
宝
と
略
称
）
、

『釈
華
厳
旨
帰
章
円
通
妙
』
二
巻
（
出
回
帰
と
略
称
）
、
『
十
句
掌
円
通
記
』
二
巻

〈
十
句
と
略
称
）
、
『
一

乗
法
界
図
円
通
記
』
ニ
巻
〈
法
界
図
と
略
称
）
に
出
て
い
る
人
名
や
書
名
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
出
て
い
る
回
数
だ
け
で
表
示
し
て

み
た
の
で
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

以
上
、
こ
の
小
論
は
こ
れ
か
ら
私
が
研
究
し
て
ゆ
き
た
い
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
つ
い
て
の
問
題
点
の
み
の
点
描
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
と
も
か
く
東
ア
ジ
ア
と
は
い
っ
て
も
中
国
は
中
固
な
り
に
、
新
羅
は
新
羅
な
り
に
、
ま
た
日
本
は
日
本
で
独
自
の
歴
史
的
展
開
を

し
て
い
な
が
ら
、
日
本
の
八
世
紀
仏
教
に
と
っ
て
は
唐
と
新
羅
の
仏
教
は
大
切
な
宝
庫
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

注（l
）
普
機
『
華
厳
宗
一
乗
関
心
論
』
巻
下
に
「
青
丘
留
学
華
厳
審
詳
大
徳
L

（
大
正
七
二
巻
二
二頁
下
）
と
あ
る
に
拠
る
。

（2
）
掘
池
春
峰
「
華
厳
経
講
説
よ
り
見
た
良
弁
と
審
詳
」
（
『
南
部
仏
教
史
の
研
究
』
上
「
東
大
寺
篇
」
所
収
、
法
蔵
館
、

一
九
八
O
年
九
月
）

（3
）
因
み
に
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、

一九
三
O
年
五
月
）
に
拠
れ
ば
、
太
賢
の
著
作
の
初
出
は
天
平

十
七
年
（
七
四
五
年
）
で
あ
り
、
表
員
の
『
華
厳
経
文
義
要
決
問
答
』
は
天
一千
勝
宝
三
年
（
七
五

一
年
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
存
在
に

つ
い
て
は
審
詳
は
十
分
に
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
審
詳
の
背
丘
留
学
は
天
平
年
間
初
期
（
七
二
九
｜
七
三
九
）
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
審
詳
が
帰
国
し
て
か
ら
太
賢
の
著
作
活
動
が
廃
ん
と
な
り
、
そ
れ
が
天
平
年
間
の
後
半
（
七
回
O
i七
四
九
）
に
も
た
ら
さ

れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ど
う
考
え
て
も
審
詳
が
入
唐
し
、
法
政
（
六
四
一一一
｜
七
一
二
）

に
受
学
し
た
と
い
う
説
は
、
年
代
的
に
も
ま
た
「
審
詳

師
経
録
」
の
圧
倒
的
な
新
緑
仏
教
文
献
の
様
相
か
ら
判
断
し
て
も
、
日
本
の
後
代
の
一
つ
の
鹿
艇
の
伝
承
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
審
詳
も
新
総
か
ら
多
く
の
法
政
の
文
献
を
将
来
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
道
熔

（七
O
ニ
l
七
六
O
）
が
天
平
八
年

（七
三
六
年
）
に

日
本
に
渡
っ
た
時
に
各
学
派
の
文
献
と
共
に
法
政
の
著
作
も
多
く
将
来
し
た
こ
と
の
方
が
芯
殺
が
大
き
い
。
道
硲
は
そ
の
年
代
か
ら
し
て
法
裁
の
弟

子
た
ち
に
受
学
し
た
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う。

（4
）
寿
霊
『
華
厳
五
教
牢
指
事
』
巻
上
本
に
「
又
此
土
古
徳
訓
他
都
等
、
名
高
一
朝
、
学
普
ム
ハ
宗
、
近
受
詳
法
師
、
遠
依
蔵
法
師
、
伝
彼
一
笑
宗
、
」
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（
大
正
七
二
巻
二
一
二
頁
下
）
と
あ
り
、
慈
訓
や
忠
世詳
を
自
ら
の
拠
所
と
す
る
。

（5
）
高
原
淳
尚
「
努
霊
『
五
教
泣
指
事
』
の
数
学
的
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
南
部
仏
教
』
第
六

O
号、

に
み
る
問
問
地
」
を
多
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（6
）
茶
印
幻
『
新
緑
仏
教
戒
律
恩
州政
研
究
』
（
閤
往
刊
行
会
、

一
九
七
七
年
七
月
）

「
日
本
に
お
け
る
古
迩
記
の
研
究
」
（
四
一
八
頁
以
下
）
を
多
照
。

（7
）
拙
稿
「
華
厳
教
学
へ
の
最
澄
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
『
華
厳
学
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（8
）
金
知
見
『
均
如
大
師
華
厳
学
全
容
』
三
冊
（
後
楽
出
版
、
一
九
七
七
年
一
月
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
均
如
の
著
作
に
引
用
さ
れ
る
人
名
や
お
名
な
ど
の
一
覧
表

一
九
八
八
年

一
二
月
）
の
「
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以
下
、
ナ
ン
バ
ー
の
順
で
目
録
な
ど
へ
の
記
載
の
有
る
も
の
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
行
う
。
げ
『
義
天
録
』
（
大
正
蔵
五
五
巻
所
収
、
以

下
で
は
カ
ッ
コ
は
取
る
。
）
巻
一
に
「
華
厳
経
疏
入
巻
或
四
巻
、
慈
遠
述
、
弁
相
続
修
」
と
あ
り
。
ぉ
義
天
録
巻
三
に
よ
る
。

幻
義
天
録
巻
三
に

「
起
信
論
議
記
一
巻
」
と
「
起
信
論
疏
一
巻
」
と
を
智
倣
の
著
作
と
す
る
。
ぉ
一
乗
十
玄
門
は
制
官
僚
の
真
撲
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
今
は
伝
承

に
従
う
。
引
義
天
録
巻
二
に
「
関
宗
記
二
十
巻
、
拾
遺
紗
一
巻
、
以
上
、
懐
紫
」
と
あ
り
。
必
法
政
の
著
作
の
中
に
真
偽
の
議
論
の
余
地
の
あ

る
も
の
が
多
い
が
、
今
は
伝
承
に
従
う
。
臼

義
天
録
巻
一
に
「
自
防
遺
志
集
十
巻
、
文
趨
述
」
と
あ
り
。
出
法
銑
門
下
、
澄
観
と
同
門
の
会
稽

の
神
秀
。

ω
雀
致
速
の
書
い
た
義
湘
伝
に
出
る
か
？
自
殺
天
録
巻
一
に
「
僚
尊
者
行
状
一
巻
、
回
済
述
」
と
あ
り
。
『
華
厳
経
伝
記
』
巻
一
一
一
の

「
智
俄
伝
」
（
大
正
五
一
巻
一
六
回
上
）
に
出
る
、
智
僚
の
門
人
の
一
人
懐
済
と
同

一
人
か
？

山田

『
宋
高
僧
伝
』

「談
湘
伝
」
（
大
正
五

O
巻
七
二
九

中
）
で
は
「
道
身
章
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

『
円
遜
紗
』
で
は
「
道
申
章」

が
多
く
出
る
。
貯
『
宋
高
僧
伝
』
「義
湘
伝
」
に
は

「
錐
穴
問

答
」
と
出
る
。

『法
界
図
叢
髄
録
』
に
出
る

「
錐
穴
記
」
も
同
じ
審
物
か
？
因
み
に
『
叢
髄
録
』
に
は
均
如
の
著
作
が
引
用
さ
れ
る
の

で
、
彼
よ
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り
後
の
成
立
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
献
に
引
用
さ
れ
る
魯
名
や
人
名
が
か
な
り
均
如
の
引
く
も
の
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
、
こ
の
文
献
の

活
用
も
箆
要
で
あ
る
こ
と
な
申
し
添
え
た
い
。
附
滋
天
録
巻
三
に
「
無
性
釈
摂
論
統
十
四
巻
、
利
郎
述
」
と
あ
り
。

m
あ
る
い
は
表
貝
の
こ
と

か
？
問
題
倫
『
檎
伽
論
記
』
（
大
正
四
二
巻
）
よ
り
の
引
用
か
？
附
「
梁
武
帝
御
撰
述
熔
大
師
碑
綴
」
（
統
放
一
一

O
巻
所
収
）
附
『
務

厳
一
乗
数
分
記
』
は
三
巻
で
あ
る
か
ら
、
『
教
分
記
内
通
紗
』
の
こ
と
か
？

駒
津
大
学
国
際
仏
教
学
会
発
表
要
旨

韓
国
仏
教

禅
の
自
然
観
と
現
代
の
諸
問
題

察

韓
国
、
ソ
ウ
ル
、
東
国
大
学
教
授

・
文
博

仰
教
文
化
研
究
院
院
長
。
出
〉
刷
、
吋
〉
切
の
ふ
己

E:p 

幻

古
代
の
韓
民
族
に
は
共
通
し
て
天
を
崇
信
し
、
神
に
祈
祷
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
月
神
を
信
仰
の
対
象
と
な
し
、
特
に

朝
日
の
鮮
明
な
る
現
象
等
の
自
然
を
崇
拝
す
る
固
有
信
仰
が
あ
り
、
原
始
社
会
以
来
か
ら
自
然
の
霊
威
に
信
服
す
る
信
仰
が

一
般
的
に
ひ

ろ
く
佼
透
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
地
形
的
に
も
平
野
が
少
く
山
岳
地
帯
の
多
い
斡
半
島
に
お
い
て
は
原
始
の
頃
か
ら
自
然
と
山
岳
信
仰

が
大
き
な
芯
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
山
岳
信
仰
に
あ
っ
て
は
万
物
を
包
含
す
る
意
味
で
の
閉
鎖
的
世
界
と
、
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
る
相
官
恕
の
意
味
で
の
開
放
的
世
界
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
開
放
的
世
界
を
象
徴
す
る
の
は
多
く
の
場
合
に
光
の

源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
太
陽
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
信
仰
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
を
受
容
す
る
以
前
の
固
有
信
仰
が

崇
天
祖
霊
の
信
仰
か
ら
人
格
神
的
先
祖
崇
拝
へ
と
発
展
す
る
過
程
の
原
始
農
耕
社
会
に
お
い
て
仏
教
が
伝
来
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

韓
国
の
仏
教
史
上
に
お
い
て
最
も
現
実
的
な
信
仰
と
し
て
早
く
か
ら
一
般
に
深
く
根
を
お
ろ
し
た
仏
教
思
想
は
浄
土
信
仰
思
想
で
あ
っ

純
国
仏
教

・禅
の
自
然
観
と
現
代
の
諸
問
題




