
（
一
）

、
、
、
、
、
、

諸
家
の
日
通
論
を
と
お
し
て
の
聖
人
の
人
間
像
と
い
う
の
が
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
こ
上
で
「
理
解
」
と
は
、
学
問
的
方
法
に

よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
理
解
し
難
い
」
と
は
、
聖
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
全

体
像
あ
る
い
は
部
分
に
つ
き
、
評
価
・
意
義
づ
け
の
仕
方
が
、
人
に
よ
っ
て
著
し
く
異
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
こ
の
実
例
を
提
示
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
聖
人
を
鹸
高
の
思
想
家
・
鹸
低
の
思
想
家
と
す
る
も
の
、
そ
の
国
家
主
義
を
肯
定
す
る
も

の
、
否
定
す
る
も
の
、
天
台
・
念
仏
に
対
し
て
そ
の
主
流
に
立
つ
と
す
る
も
の
、
傍
流
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
旧
仏
教
的
・
新
仏
教
的
。

等
々
あ
い
反
す
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
理
解
し
難
い
理
由
は
、
聖
人
が
自
己
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
既
成
の
仏
教

文
化
（
具
体
的
に
は
比
叡
山
天
台
宗
、
な
ら
び
に
真
言
密
教
の
教
学
信
仰
）
と
、
こ
れ
に
対
す
る
聖
人
の
自
己
主
張
・
主
体
的
立
場
と
の

、
、
、
、
、

間
に
、
現
象
的
に
は
、
断
層
が
あ
り
、
矛
盾
・
撞
著
が
あ
る
ご
と
く
に
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。

ま
ず
既
成
仏
教
に
対
す
る
方
面
か
ら
見
る
と
、
鎌
倉
新
仏
教
諸
派
は
叡
山
天
台
宗
か
ら
派
生
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
少
く

と
も
教
義
の
面
に
お
い
て
は
、
聖
人
の
方
が
念
仏
・
禅
宗
な
ど
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
旧
仏
教
の
天
台
宗
に
密
藩
し
て
い
る
と
い
え
る
よ

蓮
聖
人
は
な
ぜ
理
解
し
難
い
か

日

勝
呂
信
静
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う
で
あ
る
。
法
然
・
親
撫
・
道
元
等
が
、
旧
仏
教
よ
り
純
粋
に
念
仏
・
禅
の
部
分
だ
け
を
切
り
と
っ
て
独
立
さ
せ
た
の
に
比
べ
、
聖
人
は

表
面
的
に
は
岐
後
ま
で
天
台
宗
（
純
正
天
台
宗
）
の
立
場
を
持
し
て
い
ら
れ
た
。
純
粋
法
華
経
主
義
と
標
傍
せ
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
法
華
典
言
」
と
自
称
さ
れ
、
そ
の
教
学
に
真
言
・
念
仏
の
要
素
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
学
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
教
学
に

つ
い
て
も
、
天
台
教
護
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
耕
し
く
改
変
・
発
展
さ
せ
た
よ
う
な
も
の
と
は
認
め
難
い
。
ふ
つ
う
五
綱

・
五
重
相
対
・
凹
随
三
段
聯
が
聖
人
の
教
蕊
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
末
法
の
聖
人
の
時
点
に
お
い
て
は
、
本
門
法
華
経
（
題
目
が
唯

一
の
選
ば
る
べ
き
教
え
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
法
華
経
教
学
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
面

的
に
天
台
教
学
に
依
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
は
、
鎌
倉
新
仏
教
の
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
教
学
の
面
に
お
い
て
は
、

旧
仏
教
の
遺
産
を
ｌ
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
こ
の
中
の
特
定
の
一
部
分
を
選
択
し
て
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
Ｉ
ほ
ぽ

全
体
に
わ
た
る
諸
部
分
か
ら
継
承
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
、
継
承
し
た
教
義
の
意
茂
づ
け
に
つ
い
て
見
る
と
、
聖
人
は
形
式
的
に
は
既
成
教
義
を
忠
実
に
継
承
し
た
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
教
義
形
式
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
聖
人
独
自
の
意
味
が
存
す

る
こ
と
を
至
る
所
で
強
調
し
て
い
ら
れ
る
。
恐
ら
く
歴
史
上
聖
人
ほ
ど
自
己
意
識
の
強
い
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
門

は
た
ｖ
Ｈ
趣
一
人
の
み
知
れ
り
、
こ
の
経
文
を
た
だ
日
述
一
人
の
み
統
め
り
、
日
辿
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
、
日
巡
は
じ
め

て
た
だ
一
人
南
無
妙
法
遮
華
経
と
唄
う
、
日
遮
が
己
証
の
法
門
、
日
蓮
弘
通
の
法
門
、
日
蓮
が
秘
蔵
の
法
門
、
日
述
が
本
怠
の
法
門
、
等

々
と
言
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
本
化
別
頭
で
あ
る
こ
と
を
く
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
既
成
教
義
を
形
式
的
に
継
承
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
保
守
的
、
没
個
性
的
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
教
義
形
式
の
内
面
に

あ
る
意
味
を
聖
人
の
主
体
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
革
新
的
、
燗
性
的
で
あ
る
と
い
う
極
立
っ
た
対
立
に
人
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は
迷
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
外
形
的
に
は
既
成
教
護
の
延
長
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
そ
れ
と
断
絶
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
聖
人
の
位
般
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
実
体
を
見
究
め
難
く
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
こ
と
を
鎌
倉
時
代
の
他
の
祖
師
た
ち
と
比
較
し
て
見
る
に
、
親
鴬
は
法
然
の
弟
子
た
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
教
学
の

表
現
に
お
い
て
は
、
師
説
を
土
台
と
し
つ
つ
そ
れ
以
上
の
も
の
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
然
よ
り
親
鴬
へ
の
発
展
系
列
が
見
ら

れ
、
そ
の
系
列
の
上
に
親
驚
の
独
自
性
を
位
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
元
は
独
創
的
思
想
家
で
あ
っ
た
が
、
師
の
如
浄
の
教
え
を
う

け
て
弘
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
惚
し
て
い
た
い
如
浄
の
思
想
を
実
際
に
知
り
得
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
思
想
系
列
の
上
に

通
沁
の
位
股
は
定
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
日
遮
聖
人
は
自
己
の
思
想
系
統
上
の
習
学
の
帥
と
い
う
も
の
を
一
向
に
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
も
と
よ
り
道
諜
房
は
こ
の
ば
あ
い
問
題
外
で
あ
る
。
た
蝉
遠
く
天
台
・
伝
教
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

事
実
は
極
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
聖
人
は
思
想
系
譜
の
上
に
お
い
て
は
ひ
と
り
孤
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
日

遮
は
何
れ
の
宗
の
元
祖
に
も
あ
ら
ず
、
末
葉
に
も
あ
ら
ず
」
（
妙
密
上
人
御
消
息
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
大
き
な
問
題
は
天
台
・
仏
教
大
師
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
師
、
と
く
に
天
台
大
師
を
厚
く
思
慕
さ
れ
た
こ
と
は
、
救
主
釈
尊
を

偏
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
の
と
側
じ
く
、
聖
人
の
典
傭
を
吐
撚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
側
時
に
こ
れ
は
聖
人
の
天
台
法
華
水
の
正
統
性
を

証
明
す
る
教
権
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
教
相
上
の
系
譜
を
示
す
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
慈
覚
・
智
証
・
恋
心
等
の

言
を
教
証
と
し
て
承
認
・
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
諸
師
を
排
斥
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
聖
人
は
天
台
・
伝
教
大
師
に

対
し
て
も
単
な
る
教
条
主
義
者
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
複
雑
で
あ
る
が
、
天
台
は
止
観
、

聖
人
は
妙
法
五
字
の
立
場
と
い
う
よ
う
に
、
法
華
絲
の
主
体
的
把
握
に
お
い
て
両
者
は
表
現
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
天
台
も
妙

法
五
字
を
内
観
さ
れ
な
が
ら
外
に
弘
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
両
者
は
法
華
経
の
精
神
に
帰
一
す
る
点
に
お
い
て
は
川
一
思
想
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、
、
、

に
お
い
て
存
在
す
る
。
し
か
し
同
一
思
想
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
蝋
人
に
お
い
て
主
体
化
さ
れ
た
激
味
に
お
い
て
は
、
外
柑
承
に
対
す
る
内

相
承
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
天
台
・
伝
数
を
越
え
て
聖
人
は
釈
尊
に
直
結
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
天
台
伝
数
等
所
弘
の
法
よ
り
一
亜
立
ち

入
り
た
る
」
法
門
（
定
遺
六
三
五
頁
）
、
「
天
台
伝
教
等
の
御
時
は
理
な
り
、
今
は
事
な
り
、
．
：
…
彼
は
迩
門
の
一
念
三
千
、
此
は
本
門

の
一
念
三
千
な
り
、
天
地
は
る
か
に
殊
な
り
こ
と
な
り
」
（
定
遺
一
五
一
三
頁
）
、
と
い
う
よ
う
に
、
天
台
伝
教
よ
り
優
位
に
立
た
れ
る

こ
と
を
承
腿
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
法
準
経
の
教
相
そ
の
も
の
は
超
時
代
的
に
普
遍
的
で
あ
る
が
、
正
・
像
よ
り
は
末
法
を
正
と

し
、
末
法
の
中
に
は
日
越
を
胆
と
な
す
（
法
華
取
要
抄
）
と
い
う
の
が
、
聖
人
の
う
け
と
め
方
で
あ
っ
た
。

‐
（
一
一
）

以
上
の
ご
と
く
、
既
成
教
義
に
対
す
る
保
守
的
、
没
個
性
的
態
度
と
、
そ
の
内
面
的
意
義
の
把
握
に
つ
い
て
の
革
新
的
、
個
性
的
態
度

と
の
二
面
性
は
、
両
者
の
関
係
が
し
ば
し
ば
矛
盾
と
う
け
と
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
聖
人
研
究
の
方
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
解
の
仕
方
に
お

い
て
も
、
か
な
り
の
混
乱
を
ひ
き
起
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
般
に
聖
人
の
位
慨
づ
け
に
つ
い
て
は
、
天
台
伝
教
へ
の
復
帰
者
（
浅

井
要
隣
教
授
）
、
台
密
教
義
の
通
俗
化
（
一
般
史
学
者
）
、
念
仏
信
仰
の
亜
流
（
家
永
三
郎
教
授
）
等
、
見
方
の
反
す
る
諸
説
が
あ
る
が

そ
れ
ら
は
外
面
的
な
教
義
形
式
の
継
承
の
側
面
を
部
分
的
に
取
り
上
げ
た
点
で
は
い
ず
れ
も
真
実
で
は
あ
る
が
、
聖
人
思
想
の
本
質
と
は

無
関
係
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
聖
人
の
独
自
性
は
、
教
義
の
形
式
面
に
あ
る
の
で
な
く
て
、
そ
の
内
容
の
意
味
の
把
握
に

、
、

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
れ
を
い
か
に
し
て
知
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
な
意
味
で
は
聖
人
の
内
証
に
属
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
教
義
形
式
か
ら
は
う
か
が
い
得
な
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
内
証
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
た
ｒ
聖
人
は
、
他
の
仏
教
者
の
よ
う
に
、
自
己
の
表
現
領
域
を
限
定
し
て
行
く
と
い
う
ょ
プ
な
方
法
で
は
表
現
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
聖
人
の
自
己
表
現
は
、
天
台
・
真
言
・
念
仏
・
禅
・
律
な
ど
既
成
仏
教
に
対
す
る
聖
人
の
主
体
的
態
度
、
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垂

そ
の
対
決
の
姿
勢
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
折
伏
は
そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
、
ゆ
え
に
聖
人
を
理
解
す
る
に
は
、
聖

人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
当
時
の
思
想
環
境
を
今
日
に
再
現
し
、
そ
れ
に
反
応
・
対
決
す
る
聖
人
一
生
の
行
動
を
と
お
し
て
、
そ
の

体
験
内
容
を
追
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
手
続
き
が
十
分
に
と
ら
れ
難
い
処
に
、
聖
人
研
究
の
難
し
さ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
般
日
本
仏
教
史
学
に
お
い
て
は
、
実
証
的
研
究
に
よ
り
、
聖
人
を
め
ぐ
る
歴
史
的
条
件
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ

れ
は
丁
度
さ
き
に
述
べ
た
聖
人
が
う
け
と
め
ら
れ
て
い
る
既
成
の
仏
教
文
化
と
亜
り
合
う
関
係
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
家
永
博
士
は
、
聖

人
の
法
華
教
学
の
中
に
、
念
仏
・
真
言
等
の
教
義
要
素
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
し
た
表
現
形
式
が
存
在
す
る
こ
と
を
実
証
し
た
が
、
こ
れ
は

当
然
に
念
仏
・
真
言
破
折
と
い
う
聖
人
の
主
体
的
立
場
と
断
絶
・
矛
盾
す
る
。
こ
の
事
実
の
解
釈
に
つ
き
、
家
永
氏
は
、
と
く
に
念
仏
を

中
心
に
し
て
、
鎌
倉
仏
教
は
念
仏
信
仰
を
主
流
と
す
る
も
の
で
、
日
蓮
の
宗
教
は
そ
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
と
論
じ
た
（
中
世
仏
教

思
想
史
研
究
）
・
戸
頃
璽
基
博
士
は
、
こ
れ
を
解
釈
し
て
、
日
巡
は
日
本
宗
教
に
固
有
な
折
衷
主
義
の
典
型
的
表
現
で
あ
る
と
論
じ
た
。

（
日
蓮
と
鎌
倉
仏
教
）
・
‐
し
か
し
実
証
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
史
実
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
「
素
材
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
に
ど
の
よ
う
な
「
意
味
」
を
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
素
材
に
対
す
る
意
義
づ
け
は
、
少
く
と
も
日
蓮
研
究
で
あ
る
か

ぎ
り
は
、
聖
人
の
主
体
的
立
場
に
即
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
両
氏
と
も
こ
れ
を
無
視
し
た
所
に
お
い
て
意
義
づ
け
を
な
し
て
い
る

の
は
、
上
述
の
ご
と
き
聖
人
の
二
面
性
を
「
自
己
矛
府
」
と
う
け
と
っ
た
た
め
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
抹
殺
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
（
こ
の
問
題
に
対
す
る
私
見
は
か
つ
て
述
べ
た
か
ら
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
）
ま
た
鎌
倉
仏
教
・
日
本
宗
教
と
一
般
に
称
す
る
こ
と
も

実
は
学
問
上
の
作
業
仮
説
的
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
体
的
意
味
は
そ
れ
自
身
間
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
か
か
る
仮
説
的

概
念
か
ら
日
蓮
の
宗
教
を
規
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
む
し
ろ
日
蓮
の
宗
教
を
問
う
こ
と
は
、
か
か
る
仮
説
の
実
体
的
意
義
を
問
う

こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
唱
題
行
は
、
聖
人
以
前
か
ら
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
今
日
の
史
学
か
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
反
し
聖
人
は
御

自
分
が
は
じ
め
て
題
目
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
史
実
と
聖
人
の
主
体
的
立
場
（
自
己
葱
識
）
と
の
間

に
断
絶
・
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
一
例
で
あ
る
が
、
当
体
義
抄
に
お
い
て
聖
人
は
、
南
僻
・
天
台
・
伝
教
大
師
等
の
先
徳
が
唱
題
を

行
な
っ
た
と
い
う
事
例
を
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
教
義
形
式
と
し
て
の
題
目
は
聖
人
以
前
に
お
い
て
確
定
し
、
そ
れ
を
唱
文
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
聖
人
は
認
め
て
い
ら
れ
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
三
師
の
例
は
、
教
権
と
し
て
引
用
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
史
実
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
題
目
が
既
成
教
義
の
一
環
と
し
て
聖
人
以
前
か

つ
ぎ
に
宗
学
の
概
念
よ
り
見
る
に
、
上
述
の
聖
人
に
お
け
る
二
面
性
は
、
ま
さ
し
く
教
相
主
義
と
観
心
主
義
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
本
尊
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
最
近
に
お
い
て
は
釈
尊
本
尊
論
と
マ
ン
ダ
ラ
本
尊
論
と
が
対
立
し
て
い
る
と
評
せ
ら
れ
る
が

久
遠
実
成
の
釈
尊
の
概
念
は
、
天
台
以
来
主
張
せ
ら
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
既
成
教
義
で
あ
り
、
教
相
的
概
念
で
あ
る
。
聖
人
は
主

師
親
三
徳
の
教
主
釈
尊
に
対
し
熱
烈
な
信
仰
の
借
を
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
信
仰
は
伝
統
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
、
既
成
教
義
と
し

、
、
、

、
、
、
、

て
の
釈
尊
の
概
念
と
矛
盾
し
た
も
の
で
な
く
、
本
門
の
釈
尊
、
寿
鍬
品
の
釈
尊
と
い
う
教
相
的
表
現
は
、
久
成
釈
尊
が
教
相
的
概
念
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
教
相
に
対
す
る
聖
人
独
自
の
意
義
づ
け
は
マ
ン
ダ
ラ
本
尊
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
マ

ン
ダ
ラ
に
は
必
ら
ず
、
「
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
余
年
一
閻
浮
提
の
内
未
曾
有
の
大
曼
茶
羅
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
末
法
の
聖
人
の
時
点

に
お
い
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
本
尊
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
よ
り
、
マ
ン
ダ
ラ
が
聖
人
に
お
け
る
観
心
の
本
尊
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
観
心
と
い
う
点
か
ら
は
教
相
と
対
立
す
る
が
、
教
相
の
内
容
的
意
味
は
観
心
に
お
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
本
門
本
尊
は
、
教
相
的
に
は
久
成
釈
尊
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
聖
人
独
自
の
意
義
は
マ
ン
ダ
ラ
に
お
い
て
表
明
さ
れ

て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ら
叡
山
で
唱
え
ら
れ
て
い
た
事
実
が
、
三
師
の
権
威
を
か
り
て
、
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る

と
日
蓮
が
は
じ
め
て
題
目
を
唱
え
た
と
い
わ
れ
る
の
は
、
形
式
は
以
前
と
同
じ
で
も
、
聖
人
独
自
の
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
・
て
唱
え
ら
れ

た
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
諸
法
実
相
妙
に
「
地
涌
の
菩
薩
の
さ
き
が
け
日
蓮
一
人
な
り
。
：
．
…
地
涌
の
菩
薩
の
出
現
に
あ
ら
ず
ん
ば

唱
へ
難
き
題
目
な
り
」
と
い
う
。
地
涌
の
菩
薩
は
聖
人
自
身
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
人
独
自
の
意
味
で
の
題
目
は
、
聖
人
で

な
く
て
は
唱
え
難
い
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。

（
一
二
）

聖
人
の
独
自
性
は
当
然
「
観
心
」
に
お
い
て
表
明
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
中
古
天
台
の
よ
う
に
、
教
相
を
無
視
し

た
観
心
で
は
な
い
。
教
相
の
奥
に
あ
る
本
質
的
意
義
を
把
握
す
る
観
心
で
あ
っ
て
、
教
相
を
客
体
、
観
心
を
主
体
と
す
れ
ば
、
主
体
と
客

．
体
が
相
互
に
規
定
し
あ
い
つ
つ
、
主
体
が
客
体
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
ご
と
き
観
心
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
文
底
秘
沈
で
あ
る
が
、
か
か
る

観
心
主
義
を
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
聖
人
の
特
色
で
あ
る
う
。

そ
こ
で
、
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
聖
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
教
相
、
す
な
わ
ち
法
華
経
に
対
し
、
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
独

自
の
解
釈
を
さ
れ
た
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
聖
人
の
独
断
で
な
く
法
華
経
の
本
質
に
即
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
ど
う
い

弧
意
味
で
い
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紙
数
が
つ
き
た
の
で
私
見
を
簡
単
に
述
べ
る
と
、
仙
法
華
経
を
爾
前
（
諸
宗
）
無
得

道
の
思
想
と
解
釈
し
た
の
は
型
人
独
自
の
説
で
あ
り
、
側
法
華
縦
の
特
説
と
さ
れ
る
二
乗
作
仏
は
人
附
会
で
あ
る
ゆ
え
、
諸
家
無
得
道
と

即
応
す
る
。
切
に
つ
い
て
再
説
す
る
と
、
一
乗
に
は
法
開
会
（
教
法
の
統
己
と
人
開
会
（
教
団
の
統
ご
と
が
あ
る
が
、
仏
教
思
想
史

上
の
一
乗
の
学
説
を
類
型
化
す
る
と
、
人
開
会
を
拒
否
し
て
法
開
会
を
立
場
と
す
る
も
の
（
唯
識
法
相
宗
）
と
、
法
開
会
に
加
え
て
人
開

会
を
主
と
す
る
も
の
（
法
華
経
）
と
に
対
照
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
聖
人
の
法
華
絲
観
は
、
法
開
会
の
方
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
華
経
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教
学
の
中
に
念
仏
・
真
言
等
の
教
義
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
人
開
会
の
方
面
に
お
い
て
は
、
他
教
剛
の
独
立
的
存
在

性
を
承
認
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
諸
宗
無
得
道
の
説
と
な
る
と
解
し
え
よ
う
。
聖
人
の
折
伏
は
、
諸
家
無
得
道
の
思
想
と

内
面
的
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
佐
前
の
御
書
に
二
乗
作
仏
を
重
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
証
す
べ
く
、
法
華
経

の
人
開
会
を
忠
実
に
実
践
の
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
諸
宗
破
折
を
見
る
に
、
学
説
の
破
折
よ
り

、
、
、

も
人
師
に
対
す
る
破
折
を
主
体
と
し
て
い
る
（
例
え
ば
佐
後
の
台
密
破
折
の
開
始
は
慈
覚
・
智
証
両
師
の
破
折
を
も
っ
て
そ
の
し
る
し
と

す
る
）
こ
と
は
、
人
開
会
を
表
明
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
聖
人
は
人
開
会
の
実
を
あ
ら
わ
さ
ん
が
た
め
に
意
識
的
に
人
師
を
攻

撃
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
へ
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
聖
人
の
人
間
像
に
お
い
て
、
他
の
仏
教
家
に
比
べ
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
こ
と
は
他
宗
折
伏
の
行
動
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
折

伏
の
評
価
と
意
義
づ
け
に
つ
い
て
は
見
解
が
ま
ち
ま
ち
で
も
っ
と
も
理
解
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
は
こ
れ
が
単
な
る
布
教
手

段
に
止
る
も
の
で
な
く
、
聖
人
の
法
華
経
解
釈
の
本
質
と
連
絡
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
い
さ
さ
か
推
定
し
、
聖
人
の
思
想
と
実
践
に

お
け
る
統
一
的
解
釈
を
志
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
開
会
（
教
団
統
乙
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
は
他
教
団
の
独

立
的
存
在
性
を
否
定
す
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
ず
、
立
正
安
国
論
等
に
お
け
る
よ
う
に
、
政
治
機
栂
を
対
象
に
し
て
法
を
弘
め
ら
れ
た

の
も
、
教
団
統
一
を
目
的
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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