
前
号
に
お
い
て
、
般
若
経
河
天
品
・
転
女
身
経
・
″
上
女
経
・
大
宝
積
経
の
各
会
に
、
み
る
こ
と
の
出
来
る
女
人
成
仏
の
あ
り
方
を
見

て
来
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
女
人
に
対
す
る
態
度
に
三
つ
の
類
型
が
認
め
う
る
こ
と
を
摘
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
ち
が

い
は
、
女
人
に
対
す
る
仏
者
の
態
度
が
変
遷
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
変
遷
は
単
に
時
間
的
な
相
違
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
経
典
が
同
一
の
場
処
、
同
一
の
人
々
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
な
し
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
進
歩
的
な
土
地
に
お
い
て
は
早
い
速
度
で
、
保
守
的
な
土
地
に
お
い
て
は
遅
い
速
度
で
、
そ
れ
《
て
れ
の
立
場
を
蔵
し
な
が
ら
も
、

対
女
人
観
●
堤
恋
し
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
摩
訶
波
間
波
捉
の
出
家
発
願
に
つ
い
て
の
、
釈
尊
と
阿
難
と
の
問
答
と
し
て
伝
え
ら
れ

る
逸
紙
は
、
川
、
い
か
に
教
団
没
狩
り
必
場
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
維
蟻
居
士
の
物
語
は
在
家
仏
教
の
立
場
を
昂
揚
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
｝
・
）
に
て
は
、
当
然
、
対
女
人
観
も
相
違
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
逆
に
考
え
て
み
る
と
、
一
経
の
中
に
お
い
て
女
人
観
に
相
違
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
相
違
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ

う
な
理
由
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
同
じ
よ
う
な
女
人
観
を
示
す
異
経
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
災
通
点
を
兇
出
す
こ
と
は
可
能
で

あ
る
の
か
。
多
規
に
わ
た
る
問
題
を
蔵
し
て
お
る
、
。
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
小
篇
は
、
法
華
経
中
に
見
ら
れ
う
る
対
女
人
観
を
調
べ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。

提
婆
達
多
品
に
お
け
る
女
人
成
仏
側

望
月

海
淑
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法
華
経
に
お
け
る
対
告
衆
と
し
て
、
各
品
そ
れ
ぞ
れ
個
有
の
人
物
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
特
定
人
物
以
外
に
各
処
に
お
い

て
四
衆
を
も
登
場
せ
し
め
て
い
る
。
四
衆
中
の
比
丘
尼
ｇ
弄
浬
昌
憂
婆
夷
巨
葛
里
颪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
女
人
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
更

に
、
仏
が
語
り
始
め
る
時
に
呼
び
か
け
る
言
莱
は
、
善
男
子
汽
巨
旨
や
鼻
息
善
女
人
冒
旨
包
巳
葺
画
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
法

華
経
の
説
法
が
男
女
に
か
Ｌ
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
々
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
基
盤
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

序
雌
ｚ
己
曽
画
冒
凰
ぐ
自
国
は
説
法
の
列
座
の
人
々
の
名
前
を
展
ぺ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
釈
尊
の
育
て
の
親
、
摩
訶
波
闇
波
捉

冨
島
画
胃
且
§
胃
一
と
耶
輪
陀
雑
昌
儲
○
号
胃
倒
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
従
者
を
と
も
な
っ
て
参
集
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
Ｌ
に
お
い
て

は
彼
女
等
の
行
動
等
一
切
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
な
い
で
、
后
の
勧
持
品
ご
詠
閏
富
忌
引
弓
閏
冨
の
中
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
彼
女
等
に
対

す
る
法
華
経
の
立
場
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
女
人
に
も
教
説
を
間
か
せ
ん
と
す
る
立
場
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

五
百
弟
子
授
記
品
勺
目
８
ず
霞
慰
匡
雷
ｇ
ぐ
葛
六
肖
国
口
騨
冒
凰
ぐ
胃
圖
は
仏
が
富
楼
那
に
記
を
授
け
る
際
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と

五
百
弟
子
授
記
品
勺
目
８

窟
楼
那
弥
多
羅
尼
子
弔
胃
目
ｇ
巴
寓
身
自
ぢ
鼻
国
は
説
法
人
の
中
で
第
一
で
あ
り
、
常
に
仏
法
を
護
持
し
、
弘
宣
し
、
衆
生
を
教

化
し
、
悟
り
を
得
て
法
明
如
来
己
冨
『
目
色
胃
画
ｇ
肝
幽
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
国
土
は
七
宝
を
地
と
し
、
地
は
掌
の
如
く
平
で
あ

り
、
七
宝
の
台
観
そ
の
中
に
充
満
し
、
諸
天
の
宮
殿
は
虚
空
に
あ
り
、
人
天
交
接
し
て
両
者
共
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
。
そ
し
て
、

を
語
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
以
下
の
文
は
、

無
二
諸
悪
通
一
亦
無
二
女
人
一
・
一
切
衆
生
皆
以
化
生
。
無
ン
有
二
婬
欲
一
。
大
正
Ｐ
刀
ｃ

9
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と
な
っ
て
い
る
。
正
法
華
経
は

と
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
化
生
』
と
は
闘
巨
冨
忌
合
汽
鈎
の
訳
で
あ
り
、
自
然
発
生
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
「
女
人
に
よ
ら

ず
」
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
故
に
、
「
女
性
を
離
れ
る
」
と
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
女
人
な
し
」
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
女
人
な
き
と
こ
ろ
に
て
は
淫
欲
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
妙
法
華
経
の
訳
語
は
、

言
鈎
旨
日
鯵
目
］
・
ヨ
の
訳
で
あ
っ
て
、
通
備
は
蛇
行
を
修
す
。
梵
行
と
か
訳
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
淫
欲
な
し
」
の
言
葉
の
も
っ
て

い
る
一
ヨ
ー
ア
ン
ス
は
持
っ
て
お
ら
な
い
。
恐
ら
く
、
女
人
な
き
た
め
に
、
男
女
間
の
通
常
の
現
象
と
し
て
の
発
動
と
し
て
瀝
欲
な
し
と

な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
雛
什
訳
が
意
訳
と
称
せ
ら
れ
る
由
縁
で
あ
ろ
う
が
、
名
訳
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
に
該
当
す
る
偶

文
も
同
様
の
表
現
で
、
淫
欲
な
き
た
め
に
化
生
で
あ
り
、
従
っ
て
女
人
な
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
あ
り
方
か
ら
、
次
の
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
五
百
弟
子
授
記
品
が
女
人
を
淫
欲
の
対
象
と

し
て
み
る
目
を
も
っ
て
考
え
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
こ
と
は
何
故
で
あ
る
の
か
。
法
華
経
は

①

こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
を
加
え
て
は
お
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
声
聞
衆
に
、
仏
が
記
別
を
与
え
る
に
際
し
て
の
部
分
で
あ
り
、
窟
楼

其
土
無
し
有
二
九
十
六
種
六
十
二
見
一
。
糯
慢
羅
網
。
一
切
化
生
不
し
由
二
女
人
一
・
浄
修
一
尭
行
一
各
有
二
威
徳
一
。
Ｐ
弱
ｃ
、
く
船
ａ

で
あ
っ
て
、
共
に
一
切
衆
生
は
化
生
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
梵
文
法
華
経
は

箆
謹
日
冒
登
彦
心
意
９
国
目
角
己
麹
晩
画
愚
冨
冨
冒
す
ロ
画
急
望
呉
昌
四
℃
鱈
晩
胃
四
日
礫
渦
国
日
画
伺
８
侭
冒
の
８
８
“
胃
弓
四

鼬
巨
己
興
己
倒
包
匡
宍
画
ず
ぼ
固
く
耐
望
四
己
蝕
可
吋
画
底
コ
ゴ
ロ
⑦
凶
ユ
コ
。

（
こ
の
仏
の
凪
土
で
は
、
悪
人
を
離
れ
、
女
性
を
離
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
彼
の
衆
生
は
自
然
に
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
梵
行
を
な

し

ｰ
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は
彼
女
に
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。

那
に
た
い
す
る
記
別
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

我
々
は
声
聞
衆
が
出
家
教
団
の
護
持
の
た
め
に
、
女
人
の
出
家
を
避
け
よ
う
と
し
た
事
を
知
っ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ
先
述②

の
、
阿
難
が
摩
訶
波
閤
波
捉
の
出
家
発
願
を
仏
に
た
い
し
て
と
り
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
が
他
の
人
々
に
よ
っ
て
批
難
さ
れ
て
い
る

の
も
教
団
の
態
度
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

胸
間
衆
の
こ
の
様
な
教
団
護
持
の
態
度
を
み
る
時
、
昨
脾
聞
を
救
済
せ
ん
と
し
た
法
華
経
が
、
仏
の
国
土
に
は
女
人
は
い
な
い
と
、
こ
と

さ
ら
に
語
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
華
経
が
声
聞
に
た
い
し
て
払
っ
た
神
経
の
秘
は
並
々
な
ら

ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
切
衆
生
の
救
済
を
眼
目
と
す
る
な
ら
ば
、
女
人
の
救
済
を
も
真
正
面
か
ら
執
り
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
女
人
は
い
な
い
、
悪
人
は
い
な
い
と
、
両
者
を
並
べ
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
土
を
表
現
す
る

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

勧
持
品
ご
厨
喜
幽
冒
凰
息
再
画
は
仏
の
義
母
で
あ
る
躍
訶
波
闇
波
提
と
、
妻
で
あ
っ
た
耶
輪
陀
羅
の
こ
と
を
執
り
上
げ
て
い
る
。

摩
河
波
闇
波
提
と
学
・
無
学
の
比
丘
尼
六
千
人
は
、
座
よ
り
立
ち
、
一
心
に
合
掌
し
、
尊
顔
を
仰
ぎ
み
ま
も
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、
仏

「
註
」

①
文
句
、
玄
論
、
玄
賛
等
に
も
こ
れ
に
つ
い
て
の
脱
明
は
み
ら
れ
な
い
。

の
犬
服
二
ｔ
一
、
Ｐ
妬
ｃ
、
く
蹄
ａ

ｌ
１

10
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正
法
華
経
の
文
も
内
容
は
、
殆
ど
同
一
で
あ
る
。
梵
文
法
華
経
も
内
容
は
同
一
で
あ
る
が
、
文
章
の
展
開
の
行
な
わ
れ
方
は
、
仏
と
僻
曇

弥
と
の
対
諦
の
型
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
＆
で
注
目
し
た
い
の
は
、
妙
法
華
経
の
我
先
総
説
一
切
声
聞
皆
己
授
記
、
正
法
華
経
の
一
切
衆
会
等
共
和
側
。
爾
乃
波
布
授
衆
人

決
．
当
至
無
上
正
真
之
迩
。
梵
文
法
華
経
の
画
凰
目
汽
旨
脚
旨
冒
目
目
の
画
属
箇
目
の
胃
国
冒
刷
且
ぐ
乱
冨
吋
息
ｇ
画
く
菌
貢
薗
・
里

の
各
文
莱
で
あ
る
Ｊ
す
な
わ
ち
、
一
切
の
亦
聞
に
記
を
授
け
た
時
に
、
摩
訶
波
闇
波
提
に
も
記
を
授
け
た
の
だ
と
な
す
背
餓
に
は
、
男
女

の
差
別
の
な
い
平
等
の
理
念
を
見
得
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
荷
し
、
仏
が
男
女
に
つ
い
て
籠
別
を
考
え
て
い
た
な
ら
ば
、
男
に
た
い
す

る
記
を
述
べ
、
災
に
改
め
て
、
女
に
た
い
す
る
把
を
述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
せ
ず
に
た
ぽ
一
度
、
声
聞
に
た
い
す
る
記
を
述
べ
る
こ

と
で
す
ま
し
た
こ
と
は
、
男
女
の
差
別
を
考
慮
に
入
れ
て
お
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
、
女
人
の
成
仏
可
能
を
高
唱
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
態
度
は
耶
輪
陀
羅
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
勧
持
伽
の
対
女
人
観
と
、
五
百
弟
子
授
記

品
の
対
女
人
観
と
に
は
、
非
粥
な
和
典
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
百
弟
子
授
記
雌
に
見
ら
れ
う
る
女
人
は
、
淫
欲
を
と
も
な
う
も
の
と
し
て
、
女
人
は
そ
の
面
か
ら
だ
け
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

女
人
な
く
、
瀝
欲
あ
る
こ
と
な
し
、
と
す
る
文
は
、
逆
に
女
人
あ
れ
ば
、
淫
欲
あ
り
を
背
餓
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
う
だ
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
女
人
を
男
に
と
っ
て
淫
欲
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
み
る
見
方
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
淫

欲
は
、
男
女
の
両
者
が
揃
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
女
人
だ
け
を
除
こ
う
と
す
る
態
度
は
汁
手
落
ち
の
見
方
と
い
い
う
る
。
勧

持
品
が
、
声
聞
に
た
い
し
て
記
別
を
行
っ
た
時
、
す
で
に
女
人
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
、
と
語
っ
て
い
る
時
、
そ
こ
に
は
女
人

何
故
愛
色
。
耐

聞
拷
己
授
レ
記
リ 而
視
一
励
来
一
。
汝
心
将
無
し
調
丁
。
我
不
丙
説
二
汝
名
一
。
授
乙
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
記
印
耶
。
崎
曇
弥
。
我
先
総
説
一
切
蔵
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を
淫
欲
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
態
度
を
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
、
女
人
も
声
聞
と
同
じ
く
梵
行
を
修
し
、
悟
り
を
得

た
清
浄
な
も
の
と
し
て
扱
う
態
度
を
見
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
両
品
に
お
け
る
対
女
人
観
の
相
異
は
、
法
華
経
成
立
の
問
題
に
源
流
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

勧
持
品
は
口
跡
豐
画
冒
凰
ぐ
胃
国
の
訳
語
で
あ
る
が
、
胃
闘
ぽ
輿
は
貝
ｃ
い
百
・
事
両
の
ｇ
）
＋
切
農
（
ヨ
脚
鎚
斡
〆
甫
澤
寺
か
①
言
）

か
ら
出
来
た
言
葉
で
あ
る
。
従
っ
て
、
よ
く
耐
え
忍
ぶ
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
訳
語
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
品
は
衆
生
に
よ

っ
て
こ
の
経
典
が
保
た
れ
る
べ
く
八
十
万
億
那
由
陀
の
菩
薩
等
が
、
弘
経
に
さ
い
し
て
の
心
構
え
Ｉ
耐
え
忍
ぶ
心
ｌ
を
州
陳
し
て
い

る
。
こ
の
弘
経
の
心
構
え
と
、
摩
訶
波
闇
波
提
・
耶
翰
陀
羅
と
の
物
語
は
ど
こ
で
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
仏
の
言
葉
を
附
い
て
歓
喜
し

た
彼
女
等
が
、
喜
び
の
詩
を
語
っ
た
后
に
の
べ
た
言
葉
が
あ
る
。

世
尊
。
我
等
亦
能
於
他
方
国
土
広
宣
此
経
。
と
、
正
、
梵
と
も
に
こ
の
経
を
広
宣
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
確
心
が
耐
え
忍
ぶ

心
に
結
び
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
忍
耐
を
説
き
示
し
て
い
る
の
は
、
仏
の
教
化
を
う
け
た
菩
薩
衆
の
凡
て
で
あ
っ
て
、
彼
女

等
の
特
定
の
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
彼
女
等
の
広
宣
此
経
は
勧
持
品
の
偶
に
続
け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
彼
女
等
だ
け
が
結
び

つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
彼
女
等
を
含
む
凡
て
の
人
々
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
勧
持
品
は
彼
女
等
の
授

記
と
、
忍
耐
の
心
と
の
二
部
の
異
質
の
も
の
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
少
か
な
契
機
に
よ
っ
て
関
連
せ
し
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
知
り
う
る
。
彼
女
ら
の
授
記
を
語
る
に
際
し
て
、
従
来
救
済
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
女
人
の
授
記
を
「
皆
已
授
記
」
と
し
て
、
さ

ら
り
と
語
り
流
し
て
、
菩
薩
の
弘
経
の
態
度
を
展
開
せ
し
め
て
い
る
。
女
入
の
成
仏
の
問
題
を
こ
の
よ
う
な
表
現
で
示
し
た
勧
持
姉
の
あ

り
方
は
非
常
な
興
味
を
そ
上
る
処
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
方
便
品
か
ら
始
め
ら
れ
、
五
百
弟
子
授
記
品
第
九
で
終
る
一
連
の
授
記
思
想
等
の
法
華
経
の
成
立
を
う
け
、
新
た
な
る
信
解
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思
想
を
語
る
一
連
の
法
華
経
成
立
の
橘
渡
し
を
か
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
第
一
期
成
立
の
法
華
経
は
一
切
衆
生
救
済
の
憧
印
に
反

し
て
、
女
人
成
仏
を
語
り
得
な
か
っ
た
が
、
第
二
期
成
立
の
法
華
経
は
、
こ
の
問
題
を
授
記
か
ら
発
達
す
る
実
践
論
の
中
に
お
い
て
、
解

決
し
よ
う
と
し
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
て
は
、
仏
が
一
切
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
す
る
眼
目
を
持
つ
以
上
、
女
人
の
成
仏
、
不

成
仏
は
問
題
に
な
り
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
団
護
持
者
の
声
聞
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
極
め
て
重
大
な
問
題

で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
「
皆
已
授
記
」
と
な
し
終
え
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
声
聞
に
対
す
る
配
慮
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

安
楽
行
品
の
鼻
底
騨
笥
冨
圖
冒
魂
茸
画
惑
範
は
勧
持
雌
の
弘
経
の
誓
願
を
引
き
つ
い
で
、
こ
の
経
を
ど
の
よ
う
に
し
て
弘
め
る
べ
き
で

あ
る
か
に
つ
い
て
の
心
構
え
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
四
法
の
中
の
第
一
、
身
安
楽
行
に
お
け
る
親
近
処
の
中
に
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
声
聞
を

求
む
る
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
炎
に
親
近
せ
ざ
れ
、
と
語
り
更
に
、
女
人
の
身
に
お
い
て
、
能
く
欲
の
想
を
生
ず
る
相
を
と
っ

て
、
法
を
説
く
べ
か
ら
ず
、
亦
見
る
こ
と
を
楽
わ
ざ
れ
、
他
家
に
入
ら
ば
小
女
・
処
女
・
寡
女
等
と
共
に
語
ら
ざ
れ
、
若
し
女
人
の
た
め

に
法
を
説
く
と
き
は
、
歯
を
あ
ら
わ
に
し
て
笑
わ
ざ
れ
；
：
・
・
云
々
、
と
女
人
に
接
す
る
態
度
が
語
ら
れ
て
い
る
。

声
聞
を
求
む
る
比
丘
比
丘
尼
等
に
親
近
す
る
な
か
れ
、
と
い
う
の
は
、
男
女
の
性
の
如
何
、
性
の
問
題
に
関
す
る
訓
戒
で
は
な
く
、
声

聞
を
求
む
る
人
々
に
親
近
す
る
な
か
れ
、
に
関
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

正
法
華
経
、
梵
文
法
華
経
も
声
聞
を
求
め
る
こ
と
に
拘
泥
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
乗
を
志
し
た
徒
に
と
っ
て
、
小
乗
の
徒
と
交
際
す

①

る
こ
と
に
よ
っ
て
堕
落
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
於
女
人
身
云
々
の
文
は
女
対
男
の
立
場
を
充
分
に
考
え
て
の
上

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

11
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男
と
女
の
い
る
の
が
人
間
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
を
説
く
人
は
女
人
と
の
淫
欲
の
快
楽
の
中
に
は
ま
り
こ
ま
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
梵
文
法
華
経
は
目
墜
漫
働
目
色
圏
國
島
胃
日
四
目
号
笛
旨
感
恩
＆
凰
鼠
。
ｇ
自
白
“
８
日
愚
帰
急
凰
号
胃
目
四
日

号
笛
冒
武
冨
管
冒
冒
画
７
鼠
忌
彦
の
目
３
日
働
県
筒
（
女
に
法
を
説
く
の
に
彼
は
決
し
て
内
に
淫
欲
を
も
っ
て
法
を
説
く
こ
と
な
か

れ
。
況
ん
や
、
女
へ
の
淫
欲
を
も
っ
て
話
す
こ
と
を
や
。
）
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
女
人
と
の
接
触
に
お
い
て
、
淫
欲
の
渦
の
中

に
自
ら
入
り
こ
ま
な
い
た
め
の
訓
戒
と
う
け
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

経
典
が
万
古
に
し
て
一
切
を
救
済
せ
ん
と
す
る
も
の
な
ら
ば
、
五
百
弟
子
授
記
品
の
ご
と
く
女
人
な
き
世
界
が
仏
の
世
界
だ
、
と
し
て
済

し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
亦
、
淫
欲
が
な
け
れ
ば
女
は
い
な
い
、
と
す
る
考
え
も
理
想
で
あ
り
す
ぎ
る
。
女
は
や
は
り
女
で
あ
る

こ
と
を
腿
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
が
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
女
に
対
す
る
時
の
態
度
こ
そ
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
女
に
対
し
、
し
か
も
淫

欲
に
落
ち
入
ら
な
い
方
策
こ
そ
が
、
安
楽
行
品
の
説
示
の
展
開
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
、
対
女
人
の
問
題
を
、
勧
持
品
は
授
記
思
想
か
ら
発
遠
す
る
実
践
論
の
中
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
、
と
述
べ
て
来
た
。
若
し
、
そ

う
だ
と
す
る
な
ら
ば
安
楽
行
品
の
女
人
不
親
近
の
立
場
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
路
祥
は
、
そ
の
著
・
義
疏
に
お
い
て
、

②

始
行
之
人
顛
倒
強
観
行
弱
。
忽
親
二
近
非
道
之
縁
一
者
進
無
二
済
し
彼
之
功
一
退
有
二
愛
累
之
失
一
。

と
語
っ
て
染
愛
の
縁
を
離
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
と
な
し
て
い
る
。
一
方
、
慈
恩
は

菩
薩
雌
三
復
普
化
二
群
生
一
始
行
之
人
応
し
為
一
碕
択
一
。
非
二
久
学
一
者
亦
復
如
し
是
。

と
し
て
、
十
諏
律
の
女
人
は
熟
食
の
人
が
更
に
食
す
る
ご
と
く
、
人
を
愛
著
し
て
捨
離
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
、
智
度
論
の
清
風
は

形
な
く
と
も
捉
え
う
る
が
女
人
の
心
は
不
可
得
の
こ
と
、
四
分
律
の
白
衣
の
家
に
行
け
ば
、
数
々
女
人
を
見
、
見
る
こ
と
数
々
な
れ
ば
親

③

し
み
、
親
押
し
、
欲
想
を
生
じ
、
致
死
し
苦
悩
す
の
三
文
を
引
用
し
て
、
長
染
の
縁
を
離
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
、
と
玄
賛
の
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即
ち
、
こ
上
で
は
両
者
共
に
、
説
法
者
が
始
行
の
人
で
あ
る
か
ら
と
な
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
女
人
だ
か
ら
と
い
い
、
こ
れ
を

さ
け
て
通
る
べ
き
で
は
な
く
、
対
処
す
べ
き
で
あ
る
が
、
機
未
だ
熟
せ
ず
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
い
か
ん
な
が
ら
、
こ
れ

ら
の
理
解
に
は
便
宜
主
義
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
期
成
立
の
授
記
思
想
を
引
き
つ
い
だ
第
二
期
の
法
華
経
の
見
宝
塔

品
・
勧
持
品
・
安
楽
行
品
が
、
続
け
て
弘
経
の
心
得
を
展
開
し
て
い
る
の
は
従
地
涌
出
品
、
如
来
寿
量
品
の
成
立
に
な
る
本
仏
思
想
を
招

来
す
る
た
め
の
礎
石
た
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
る
と
、
本
仏
思
想
の
中
に
お
い
て
、
全
て
を
あ
り
の
ま
典
に
肯
定
す
る
た
め
の
方
法

の
よ
う
に
見
ら
れ
う
る
。
智
頭
の
文
句
の

④

今
戒
門
広
出
二
衆
辱
之
縁
一
。
応
し
修
二
遠
離
一
。
非
し
持
二
刀
仗
一
亦
不
二
乗
捨
一
但
以
一
正
慧
一
而
遠
二
離
之
一
。

の
言
梁
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
安
楽
行
品
自
身
が
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に

（
妙
）
亦
不
レ
分
二
別
是
男
是
女
一
不
し
得
二
諸
法
一
不
し
知
不
し
見

（
正
）
一
切
皆
至
誠
丈
夫
無
二
想
念
一
堅
固
行
二
勇
猛
一
不
し
知
二
一
切
法
一
亦
不
レ
見
二
滅
尽
一
。

（
梵
）
の
副
》
三
コ
マ
胃
凹
３
５
Ｑ
嵩
３
℃
貝
匡
詔
寓
ロ
画
弄
巴
冨
曽
碑
一

切
胃
ぐ
脾
農
胃
冒
§
】
且
閏
国
司
豊
碩
働
く
の
留
具
ｏ
口
角
冨
辱
胃
ご
二
ご

（
思
慮
あ
る
人
は
「
女
」
と
な
さ
ず
「
男
」
と
分
別
せ
ず
、
一
切
法
は
不
生
と
な
す
か
ら
、
追
求
し
て
も
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
）

⑤

と
諮
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
無
男
無
女
思
想
の
立
場
で
あ
る
。
男
、
女
と
人
間
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
諸
法
を
得
る
こ
と
で
は

な
い
。
男
対
女
と
隔
別
に
判
断
し
て
い
く
考
え
方
は
、
男
と
女
を
畢
党
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
人
間
す
ら
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
内
に

淫
欲
の
心
が
あ
っ
て
男
女
が
対
す
る
時
、
男
女
が
互
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
淫
欲
の
心
が
生
ず
る
時
、
五
種
の
人
の
行
い
の
よ
う
に
人

が
あ
る
時
、
そ
れ
ら
は
男
・
女
を
分
別
せ
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
超
え
た
あ
り
の
ま
Ｌ
に
も
の
を
見
る
如
実
の
相
を
捉
え
な
け
れ
ば

中
に
て
語
っ
て
い
る
。

即
ち
、
こ
上
で
は
一
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な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
淫
欲
を
離
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
落
入
る
途
を
心
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
男
無
女
思
想
は
そ
う
し
た

拒
否
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
危
険
極
ま
り
な
い
。

安
楽
行
品
が
示
す
こ
の
立
場
は
、
説
法
者
が
男
で
あ
り
、
彼
等
が
女
に
対
す
る
時
の
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
、

修
行
者
の
態
度
如
何
に
よ
っ
て
は
女
が
修
行
者
に
と
っ
て
妨
げ
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
は
、
女
性
が
男
性
よ
り
下
劣
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
男
と
女
の
両
者
共
に
淫
欲
に
走
る

危
険
性
が
あ
る
に
よ
っ
て
、
戒
め
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
、
男
対
女
を
分
別
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
優
劣
を
定
め
、
仏
の
世
界
か
ら
女
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
男
女
共

に
執
愛
に
よ
り
淫
欲
に
走
り
、
も
の
の
相
を
正
し
く
み
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
が
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
立
場

は
、
男
が
女
に
対
す
る
時
の
態
度
と
し
て
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
逆
、
女
が
男
に
対
す
る
時
の
態
度
と
し
て
も
受
け
と
る
こ
と
が
出

来
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
説
示
が
男
女
の
優
劣
を
考
え
て
い
な
い
こ
と
、
男
女
間
に
は
淫
欲
の
心
が
生
じ
易
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の

来
る
。
こ
《

で
あ
ろ
う
。

初
期
教
団
に
お
い
て
、
女
人
の
出
家
を
拒
否
す
る
物
語
の
存
す
る
こ
と
も
、
実
は
こ
上
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
り
と
雌
も
、

こ
の
立
場
に
て
は
女
人
の
救
済
を
招
来
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
安
楽
は
特
定
の
人
々
の
特
権
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
大
長

老
達
の
教
団
護
持
の
精
神
に
よ
る
こ
の
種
の
発
動
こ
そ
が
、
実
は
仏
教
と
し
て
の
将
来
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
声
聞
長
老
衆
の
企
図
し
た
こ
と
が
、
仏
の
真
意
阻
害
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
の
教
は
一
切
の
救
済

で
あ
っ
た
。
大
乗
の
経
典
の
発
起
は
仏
の
真
意
顕
揚
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
大
乗
の
あ
り
方
と
し
て
は
女
人
の
救
済
も
果
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
男
女
平
等
の
説
が
強
調
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
再
び
淫
欲
の
問
題
が
発
起
す
る
。
こ
の
複
雑
な
問
題
に
対
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す
る
も
の
と
し
て
、
人
々
の
心
の
あ
り
方
、
身
の
処
し
方
と
し
て
、
安
楽
行
の
対
女
人
の
態
度
は
ボ
さ
れ
た
も
の
て
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

こ
れ
は
女
人
を
観
る
見
方
で
は
な
く
、
女
人
に
対
す
る
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法
雄
絲
弘
通
者
の
心
併
て
お
く
べ
き
規
範
と

し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
い
う
る
。
安
楽
行
肺
の
対
女
人
側
は
、
一
切
平
呼
の
仏
の
糀
仲
に
立
脚
し
た
無
男
無
女
思
想
で
あ
っ
た
、

し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
一

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
蓮
華
色
女
ロ
ｇ
四
国
ぐ
四
ｓ
角
の
物
諦
は
非
常
に
面
白
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。

蓮
華
色
女
は
蓮
華
の
よ
う
に
美
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
あ
る
青
年
と
結
婚
し
女
を
産
む
が
、
お
産
中
に
彼
女
の
夫
は
母
と
情
を
通
じ

て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
、
彼
女
は
家
を
出
て
、
後
、
商
人
と
再
婚
し
幸
福
な
生
活
を
送
る
。
し
か
し
、
商
用
で
出
た
夫
は
旅
先
で
二
号
を

設
け
て
連
れ
蹄
っ
て
来
る
。
や
が
て
彼
女
は
二
号
が
自
分
の
実
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
愛
欲
の
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
出
家
し
て
し
ま
っ

た
。
自
分
の
身
の
体
験
か
ら
非
情
な
世
界
を
知
っ
て
い
る
彼
女
は
、
修
行
が
進
み
神
通
力
を
得
て
い
た
、
．
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
彼
女

が
、
森
の
小
庵
に
一
人
住
ん
で
い
る
時
、
留
守
中
に
侵
入
し
て
い
た
青
年
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
人
々

に
お
い
て
、
僻
り
に
連
し
た
人
で
も
情
欲
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
の
議
論
が
問
題
に
な
っ
た
。
仏
の
質
問
に
対
し
て
彼

女
は
、
「
焼
い
た
鉄
に
て
身
を
焼
か
れ
た
如
く
で
あ
っ
た
」
、
と
答
え
、
仏
は
「
か
く
の
如
く
な
ら
ば
無
罪
な
り
」
、
と
称
し
た
と
い
わ

れ
る
。
対
女
人
観
を
追
っ
て
来
て
、
非
常
に
含
帝
の
あ
る
物
語
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
、
安
楽
行
品
の
女
人
に
対
す
る
心
押
を
兄
て
想
起
せ
し

女
は
、
司

れ
る
。
対
庇

籟
等
の
上
の
水
の
如
く
、
針
端
の
芥
子
の
如
く
、
欲
に
染
ら
ざ
る
人
を
我
は
婆
羅
門
と
調
う
。
と
示
す
法
句
経
四
○
一
番
の
言
葉
は
、

淫
欲
に
落
ち
入
ら
な
い
心
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
男
女
の
性
の
如
何
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

快
楽
を
感
ず
る
か
否
か
の
心
榊
え
こ
そ
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
女
人
に
対
し
た
時
、
女
人
の
中
に
淫
欲
を
求
め
る
か
、
仏
を
求
め
る
か
の
心

め
ら
れ
た
。
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を
追
っ
て
見
て
い
く
と
、

薬
王
菩
薩
本
事
品
国

薬
王
菩
薩
本
事
品
国
ロ

と
訳
出
し
、
梵
文
法
華
経
は

と
示
し
て
い
る
。
こ
の
尽
是
女

で
あ
る
。
即
ち
、
正
法
華
経
は

櫛
え
の
相
違
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

若
有
女
人
。
聞
二
此
経
法
一
尋
即
受
持
。
便
於
二
此
世
一
畢
二
女
形
寿
一
。
後
得
一
男
子
一
・
．
：
・
・
以
下
略

巴
留
言
胃
画
旨
呂
フ
国
冒
碩
角
ｇ
『
ご
胃
冨
は

若
有
二
女
人
一
聞
一
是
薬
王
菩
薩
本
事
品
一
。
能
受
持
者
。
尽
二
是
女
身
一
後
不
二
復
受
一
・
若
如
来
滅
後
后
五
百
歳
中
。
若
有
二
女
人
一
・

間
二
是
経
典
一
如
レ
説
修
行
。
於
し
此
命
終
。
即
往
二
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
…
…
住
処
一
。
生
二
蓮
華
中
宝
座
之
上
一
・

①

示
し
て
い
る
。
こ
の
尽
是
女
身
後
不
復
受
の
言
葉
は
般
若
経
恒
河
提
婆
品
の
、
女
身
を
畢
り
男
子
の
形
を
得
る
、
と
す
る
思
想
と
同
一

第
三
期
成
立
の
法
華
経
、
所
謂
、
後
分
法
華
経
に
て
は
随
所
に
女
人
を
執
り
上
げ
た
箇
所
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
、
そ
れ
を
順

司

註
L－

⑤④③②①

ｊ

大
正
三
十
四
、
Ｐ
剛
Ｃ

″
〃
、
Ｐ
加
ｂ

ｌ

棲
神
三
十
八
号
所
栽
、

法
華
義
疏
巻
十

Ｊ

Ｊ

12
拙
論
参
照
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の
：
黒
ご
ロ
ロ
関
ｚ
錘
嚴
胃
冒
国
冨
の
脚
日
穴
口
２
日
一
国
ご
冨
蔵
四
日
画
庁
閃
愚
日
箆
一
日
画
冒
・
画
胃
日
画
冨
ご
蝕
冒
日
脅
具
乱
骨
国
冨
選
胃
一

○
菌
国
嵐
望
騨
一
冨
望
風
の
画
の
§
ご
鼠
９
日
画
置
禺
昌
ご
昏
習
◎
ず
ご
画
量
暑
喫
一
（
以
下
略
）

（
亦
、
宿
天
華
よ
、
こ
の
法
門
を
聞
い
て
、
捉
え
受
持
す
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
人
は
存
在
せ
る
鹸
后
の
女
性
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
）

で
あ
る
の
で
、
法
門
を
聴
き
受
持
す
る
功
徳
に
よ
っ
て
、
下
劣
な
女
身
を
終
っ
て
、
次
に
は
男
身
を
も
っ
て
生
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
即
ち
、
女
性
劣
視
の
観
は
強
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
華
経
の
功
徳
を
讃
え
る
た
め
に
語
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
が
斌
品

の
主
旨
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
も
の
と
い
い
う
る
。

妙
音
菩
薩
品
の
鈎
合
且
画
の
ぐ
角
国
冒
吋
ご
胃
冨
は
妙
音
菩
薩
が
極
々
の
身
に
変
化
し
て
こ
の
経
典
を
祝
く
一
・
）
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
”
一
』

の
中
に
、
姉
女
の
身
、
婆
羅
門
の
姉
女
、
撒
女
、
後
宮
に
て
は
女
身
と
変
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
｝
・
）
れ
は
、
観
世
音
菩
薩
普
門
品

診
ぐ
巴
○
嵐
扇
ぎ
凹
冒
ぐ
弄
貝
ぐ
、
唇
鱒
凰
己
の
母
冒
吋
耳
画
再
餌
に
お
け
る
観
音
の
三
十
三
身
の
化
身
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
神
通
力
を

得
、
慨
リ
を
得
て
い
る
も
の
は
、
凡
て
に
自
在
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
身
を
も
所
意
の
ま
典
に
現
ず
る
こ
と
か
出
来
る
の
は
、
無
自
性
、

諸
法
実
相
を
得
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
悟
り
の
立
場
に
お
い
て
は
、
男
・
女
の
憾
別
な
ど
あ
り
よ
う
は
な
い
。
従
っ
て
、
転

輪
型
王
を
も
、
女
身
を
も
現
ず
る
こ
と
か
出
来
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
凡
て
本
来
一
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
凡
て
に
差
異
が
な

い
か
ら
、
凡
て
を
現
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
男
・
女
の
相
異
を
語
り
、
優
劣
を
語
る
こ
と
の
空
し
さ
、
虚
妄
さ
を
超
え
た
本
来
平

等
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
云
い
う
る
。
こ
の
立
場
に
於
て
は
、
女
人
成
仏
の
可
否
は
既
に
問
題
と
は
な
り
御
な
い
。
極
め
て
進
歩
的
な

立
場
に
於
て
製
作
さ
れ
た
経
典
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

妙
荘
厳
王
本
事
姉
の
号
冨
ぐ
葛
彦
画
融
冒
目
『
ぐ
斡
寓
呂
脚
冒
吋
さ
胃
冨
に
は
、
外
遊
を
信
ず
る
妙
荘
厳
王
を
正
法
に
導
か
ん
と
し
て
、

二
子
が
母
と
計
り
神
変
を
現
じ
て
父
を
教
化
し
、
皆
共
に
菩
薩
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
母
浄
徳
は
光
照
荘
厳
相
菩
薩
と
な
っ
た
物
語
が
示
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原
始
分
法
華
経
と
称
せ
ら
れ
る
、
第
一
期
第
二
期
成
立
分
に
お
い
て
は
、
女
人
劣
視
の
趣
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
う
る
五
百
弟
子
授
記

品
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
無
男
無
女
の
考
え
に
立
ち
、
こ
の
よ
う
な
劣
視
の
観
な
さ
と
想
わ
れ
る
も
の
に
、
勧
持
品
と
安

楽
行
品
と
を
挙
げ
う
る
。
更
に
、
第
三
期
の
後
分
法
華
経
に
て
は
、
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
劣
視
思
想
、
妙
音
菩
薩
・
観
世
音
菩
薩
品
の
男

女
自
在
で
あ
る
と
す
る
思
想
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
‐

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
妙
荘
厳
王
や
諸
の
春
属
を
哀
感
す
る
た
め
に
彼
の
中
に
生
じ
た
の
だ
と
い
う
が
、
有
体
に
い
え
ば
、
女
人
が
成

仏
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
上
に
掲
げ
た
四
品
の
中
に
は
三
種
の
表
現
を
見
出
し
得
る
。
一
は
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
女
身
を
尽
く
し
て
男
身
を
得
る
と
す

る
女
人
劣
視
思
想
の
立
場
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
、
二
は
妙
音
、
観
音
の
二
菩
薩
共
に
、
夫
々
に
変
化
身
を
示
し
女
身
を
も
現
じ
て
見

せ
る
と
す
る
菩
薩
か
ら
見
た
一
切
平
等
思
想
に
よ
る
も
の
、
三
は
妙
荘
厳
王
本
事
品
の
王
の
夫
人
が
菩
薩
と
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
中
、
こ
の
立
場
は
菩
薩
の
立
場
で
は
あ
る
が
、
三
の
立
場
と
共
に
一
切
平
等
の
非
常
に
進
ん
だ
女
人
観
を
示
す
も
の
で
あ
る
と

い
い
う
る
。
こ
と
女
人
観
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
中
の
各
品
よ
り
は
優
れ
た
女
人
観
の
理
解
を
も
っ
て
お
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
薬
王
菩
薩
本
事
品
と
妙
音
菩
薩
品
と
妙
荘
厳
王
本
事
品
の
三
品
は
明
ら
か
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
法
華
経
を
意
識
し
た
上
で

の
作
製
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
品
の
中
で
前
品
と
后
二
品
の
女
人
観
に
相
異
の
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恐

ら
く
、
成
立
の
場
処
、
時
期
、
作
者
等
に
つ
い
て
の
相
異
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
註
」
①
大
正
八
・
Ｐ
畑
ｃ 報

13
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換
言
す
る
と
、
女
性
が
男
性
よ
り
劣
性
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
に
基
盤
を
置
く
も
の
は
、
五
百
弟
子
授
記
品
と
、
薬
王
菩
薩
本
事

品
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
優
劣
の
差
異
を
考
え
な
い
も
の
は
、
勧
持
品
吋
安
楽
行
品
・
妙
音
菩
薩
・
観
世
音
菩
薩
普
門
品
と
で
あ
る
。
・

一
経
の
中
に
於
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
相
せ
達
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
法
華
経
の
成
立
が
何
回
に
も
わ
た
っ
て
、
成
立
し
た
も
の
を

編
集
し
て
い
っ
た
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
表
現
さ
れ
て
い
る
対
女
人
観
と
し
て
の
立
場
だ
け
で
、
こ
れ
を
見
る
と
、
五
百

弟
子
授
記
品
と
薬
王
菩
薩
品
が
古
§
、
勧
持
品
・
安
楽
行
品
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、
妙
音
菩
薩
・
観
世
音
菩
薩
の
両
品
の
思
想
へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
と
想
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
法
華
維
が
こ
の
よ
う
な
順
序
で
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
各
品
の
詳
細

な
研
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
薬
王
菩
薩
本
事
舶
は
、
そ
の
説
示
の
内
容
に
お
い
て
、
五
百
弟
子
授
記
品
・
勧
持
品
あ

た
り
に
関
連
す
る
の
が
認
め
ら
れ
な
い
。
た
ｒ
、
勧
持
姉
は
五
百
弟
子
授
記
品
を
含
む
一
連
の
授
記
思
想
を
考
慮
に
入
れ
、
か
つ
そ
れ
ら

に
お
い
て
執
り
上
げ
得
ら
れ
な
か
っ
た
女
人
の
問
題
を
執
り
上
げ
た
も
の
と
考
え
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
に
は
対
女
人
観
の
発
達

を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
安
楽
行
品
が
示
す
無
自
性
、
一
切
法
空
に
あ
る
無
男
無
女
思
想
は
勧
持
品
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
一
切
を
騨
幽
段
虚
空
の
世
界
に
移
し
、
如
来
の
寿
並
が
展
開
さ
れ
る
時
、
対
女
人
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
如
来
寿
雄
品
の
説
示
は
、
無
自
性
・
一
切
法
空
を
踏
ま
え
て
、
一
切
を
肯
定
す
る
立
場
を
示
す
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
法
華
経
の
流
れ
を
見
る
時
、
提
婆
達
多
雌
は
ど
の
よ
う
な
女
人
観
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

提
婆
達
多
品
は
提
婆
達
多
の
成
仏
と
、
八
才
の
竜
女
の
成
仏
の
二
部
か
ら
成
立
し
て
お
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
成
仏
に
関
し
て
は
、
多
宝

如
来
の
所
従
の
菩
薩
た
る
智
積
菩
薩
・
舎
利
弗
と
、
文
殊
支
利
菩
薩
・
竜
女
の
対
論
と
し
て
説
示
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
多
宝
如
来

が
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
十
二
章
と
し
て
法
華
経
の
中
に
含
入
さ
れ
た
、
と
想
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
多
宝
如
来
の
名
称
が
示
さ
れ
る

以
外
、
見
宝
塔
品
・
勧
持
品
と
の
連
絡
は
見
受
け
ら
れ
得
な
い
。
『
十
一
章
『
《
十
三
章
に
見
ら
れ
る
弘
経
に
つ
い
て
の
心
柵
え
の
よ
う
な
も
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の
は
、
提
婆
品
に
は
見
ら
れ
な
い
し
、
そ
れ
が
無
く
、
そ
の
他
に
も
関
連
性
が
無
い
以
上
、
十
二
章
に
接
続
す
る
も
の
と
し
て
認
め
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
か
え
っ
て
、
妙
法
華
経
の

聞
妙
法
華
経
。
提
婆
達
多
品
。
浄
心
信
敬
。

の
言
葉
に
見
ら
れ
う
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
、
法
華
経
を
讃
仰
す
る
た
め
に
、
後
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
と
さ
ら
に
、
提
婆
達
多
品
と
品
名
を
掲
げ
て
い
る
が
、
法
華
経
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
異
例
で
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
品
が
法
華
経
中
の
一
軍
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
作

為
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

智
積
菩
薩
は
弔
圃
蔵
画
冨
冨
の
訳
で
あ
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
智
積
菩
薩
の
呼
胃
ぎ
冨
愚
冨
宮
と
は
異
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う

な
菩
薩
で
あ
る
か
は
今
、
不
明
で
あ
る
。
胃
凰
倒
は
音
訳
し
て
般
若
、
意
訳
し
て
慧
、
理
智
、
等
で
あ
る
が
、
法
華
経
の
中
に
お
け
る

こ
の
語
の
使
用
例
は
比
較
的
少
な
い
。
そ
れ
は
般
若
経
に
於
て
刃
旦
倒
埴
画
愚
昌
一
卿
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
た
さ
れ
て
来
た
も
の
で

あ
る
。
分
別
功
徳
品
は
胃
ｇ
目
高
国
目
薗
に
た
い
し
、
一
念
信
解
に
よ
る
悟
り
へ
の
実
践
道
を
展
開
し
、
法
華
経
の
即
時
性
を
展
開

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
両
者
が
別
個
の
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
切
衆
生
救
済
の
大
悲
願
の
た
め
に
、
唯

①

一
の
も
の
の
換
質
を
計
っ
た
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
法
華
経
中
に
は
、
六
波
羅
蜜
を
論
説
す
、
と
提
婆
品
が
語
る
よ
う
な
も
の
は
見

受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
品
が
、
般
若
を
強
調
す
る
よ
う
な
、
桐
ロ
凰
獄
汽
暮
画
菩
薩
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
何
故
だ
ろ
う
か
。

提
婆
品
は
、
文
殊
支
利
が
海
中
に
て
不
可
称
計
の
人
々
を
導
い
た
、
と
語
る
の
に
対
し
、
智
積
菩
薩
が
疑
義
を
生
じ
、
文
殊
支
利
は
八

才
の
竜
女
を
つ
か
っ
て
成
仏
し
た
様
を
示
し
て
い
る
が
、
疑
義
を
生
じ
た
智
積
菩
薩
と
舎
利
弗
と
は
黙
然
信
受
し
、
疑
義
が
誤
で
あ
る
こ

と
を
も
っ
て
、
即
時
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
成
仏
の
即
時
性
は
法
華
経
の
特
質
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
提
婆
品
の
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の
言
葉
の
大
乗
教
と
は
、
武
豊
目
四
日
目
胃
日
脚
（
広
大
な
法
）
で
あ
り
、
法
華
経
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
竜
女
の
須
爽
の
成

仏
は
、
法
華
経
の
教
え
の
即
時
性
の
証
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
即
時
性
の
説
話
は
、
十
一
章
ま
で
に
て
は
十
章
法
師
品
以

②

外
に
は
見
当
ら
な
い
。
そ
の
法
師
品
が
第
二
期
の
成
立
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
布
施
博
士
に
よ
っ
て
明
白
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、

こ
の
即
時
性
の
展
開
を
提
婆
品
が
活
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
提
婆
品
作
者
が
法
華
経
の
説
法
、
少
な
く
も
分
別
功
徳
品
ま
で
の
説
示
を
知

っ
て
い
た
と
想
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
提
婆
品
は
法
華
経
を
識
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
品
の
記
述
に
よ
る

と
、
そ
れ
は
悪
人
の
成
仏
と
竜
女
の
成
仏
で
あ
る
。
し
か
も
、
悪
人
と
女
人
の
明
白
な
成
仏
を
、
法
華
経
は
成
文
化
し
て
語
っ
て
は
お
ら

な
い
が
、
そ
こ
に
提
婆
品
の
作
成
目
的
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
五
百
弟
子
授
記
品
の
記
述
で
は
、
無
有
譜
女
人
亦
無
諸

宍
色
片
口
ぐ
幽
旦
旨
脚
国
己
働
【
目
色
の
公
序
画
ぐ
幽
国
創
陛
庁
ぐ
餌
口
］

●

●

●

岸
一
目
』
ぐ
画
の
画
蒔
『
画
目
〕
ご
○
旦
匿
一
門
目
幽
門
ぬ
ゆ
口
画
Ｑ
の
恥
四
国
一
一

●

寓
幽
○
○
昏
吋
匡
汁
ぐ
帥
や
『
ご
『
ず
○
・
ぽ
画
昌
①
．
－
画
註
画
○
回
再
画
ゴ
●

２
国
且
凰
尊
の
口
扉
ｇ
ｇ
Ｂ
－
豐
号
幽
爵
号
讐
一
一
お
一
一

の
如
く
、
智
積
菩
薩
の
、
ど
の
経
典
を
説
い
た
の
か
の
質
問
に
つ
い
て
、
文
殊
支
利
は
法
華
経
を
説
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
須
典
の
間
に
成
仏
出
来
な
い
と
す
る
智
積
の
間
に
対
す
る
竜
女
の
、

減
暢
実
相
義

と
示
す
言
葉
は
、

我
悶
大
乗
教
度
脱
苦
衆
生

開
闘
一
乗
法
広
導
諸
群
生
令
速
成
菩
提
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悪
道
と
語
ら
れ
て
、
こ
れ
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
様
を
見
出
す
こ
と
す
ら
出
来
る
。
こ
の
偶
文
に
対
す
る
梵
文
は
ｇ
日
蝕
高
的
融
日
。

●
凰
８
９
寓
凹
ず
胃
選
島
、
ロ
脚
３
日
ｇ
ご
勵
目
画
。
四
目
員
昌
冒
畠
働
日
三
雲
一
（
そ
こ
に
て
は
女
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

災
難
は
な
く
地
獄
の
恐
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
て
は
、
と
は
法
明
如
来
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
正
法
華
経
は
其

土
亦
無
女
人
之
衆
無
有
悪
趣
と
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
み
る
と
、
妙
法
華
経
が
悪
道
と
な
し
、
正
法
華
経
が
悪
趣
と
な
し
て
い
る

部
分
が
、
梵
文
法
華
経
に
て
は
創
忌
乱
。
間
合
侭
幽
画
す
ほ
ど
“
と
な
っ
て
お
る
こ
と
を
認
め
う
る
。
ｇ
身
働
は
終
末
・
犯
罪
等
の
意

が
あ
り
、
漢
訳
し
て
悪
趣
・
悪
道
・
罪
悪
等
と
な
さ
れ
て
お
り
、
自
侭
島
は
悲
惨
・
地
獄
等
と
訳
さ
れ
、
漢
訳
し
て
悪
道
・
悪
趣
・
地

獄
等
、
ご
冨
員
角
は
恐
れ
・
恐
怖
等
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
漢
訳
に
は
女
人
と
悪
道
と
の
二
者
の
み
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
梵
文
に
て
は
、
悪
通
・
地
獄
・
女
人
の
三
事
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
事
の
う
ち
、
悪
道
と
地
獄
と
は
同
一
内
容
の
異
表
現
で
も
あ
ろ
う
。
訳
例
も
類
似
し
て
お
る

の
で
あ
る
が
、
漢
訳
の
地
獄
は
場
処
的
な
も
の
を
指
示
す
る
が
、
悪
道
は
人
倫
的
な
も
の
の
指
示
で
あ
っ
て
、
両
者
共
に
道
徳
的
規
範
、

生
命
的
基
盤
か
ら
し
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
訳
の
両
経
が
梵
文
の
三
事
に
対
し
て
、
女
人
・
悪
道
（
悪

趣
）
の
二
事
の
み
し
か
掲
げ
な
か
っ
た
理
由
も
こ
Ｌ
に
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
捉
婆
品
の
提
示
は
、
こ
の
二
者
も
救
済
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
顕
示
し
た
か
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

更
に
、
前
掲
の
棲
神
三
十
八
号
所
載
の
須
摩
提
菩
薩
経
は
、
八
才
の
女
・
須
摩
提
が
文
殊
支
利
の
貴
女
は
ど
う
し
て
女
身
を
転
じ
な
い
の

か
、
の
質
問
に
対
し
て
、
法
は
無
男
・
無
女
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
な
し
、
疑
を
解
く
た
め
に
変
成
男
子
し
て
み
せ
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
提
婆
品
の
八
才
の
竜
女
、
舎
利
弗
の
疑
義
に
よ
る
変
成
男
子
、
文
殊
支
利
の
登
場
等
、
非
常
に
類
似
し
た
点
が
見
ら
れ
る
が
、
両
者

の
立
場
は
同
一
で
は
な
い
。
両
者
の
関
係
が
果
し
て
存
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
即
断
出
来
か
ね
る
。
更
に
、
大
き
な
ち
が
い
は
須
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摩
提
菩
薩
経
が
五
百
弟
子
授
記
品
同
様
に
、
須
摩
提
菩
薩
の
国
土
に
て
は
三
事
な
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
、
捉
婆
価
が
こ
の
三
獅
を
執

り
上
げ
て
作
仏
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
相
違
点
で
あ
り
進
歩
し
た
見
方
で
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
婆
達
多
品
が
執
り
上
げ
た
悪
人
捉
婆
の
成
仏
、
八
才
竜
女
の
成
仏
の
二
点
は
、
一
切
の
救
済
を
果
し
た
法
華
経
が
、
こ
と
さ
ら
に
執

り
上
げ
て
み
せ
な
か
っ
た
二
点
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
提
婆
達
多
品
が
竜
女
に
変
成
男
子
を
さ
せ
し
め
た
要
因
は
何
だ
ろ
う

か
。
こ
の
品
は
、
竜
女
の
対
論
の
相
手
と
し
て
智
積
菩
薩
と
舎
利
弗
と
を
代
表
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
多
宝
如
来
は
梵
文
法
華
経
に
よ
る

と
冨
嵩
胃
胃
口
角
冨
号
潤
色
国
で
あ
り
、
過
去
の
仏
、
法
身
仏
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
我
々
を
直
接
導
き
賜
う
仏
で
は
な
い
。
こ
の
仏
の

従
者
智
積
菩
薩
は
前
掲
の
ご
と
く
犀
凰
圏
汽
画
冨
菩
薩
で
あ
る
。
般
若
を
強
調
す
る
あ
り
方
は
、
舎
利
弗
と
同
様
法
華
経
に
と
っ
て
過
去

の
見
方
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

男
女
平
等
、
無
差
別
の
仏
の
あ
り
方
に
と
っ
て
、
男
女
の
何
れ
を
示
す
こ
と
の
易
さ
は
、
す
で
に
維
摩
経
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
品
の
所
論
の
テ
ー
ゼ
は
、
女
の
成
仏
が
不
可
能
で
あ
る
と
信
ず
る
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
如
何
に
浅
薄
に
し
て
誤
れ
る
も
の
で
あ
る

か
を
教
え
る
か
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
深
く
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
従
来
の
女
人
の
五
陣
に
対
し
、
即
時
に
成
仏
を
示
し
た
迩
女
の
あ
り

方
は
法
華
経
の
精
神
を
高
揚
す
る
目
的
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
誤
れ
る
観
念
を
打
破
せ
ん
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
般
若

経
等
、
女
人
の
成
仏
を
示
し
た
経
典
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
女
人
の
身
畢
り
男
子
と
し
て
出
世
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

女
人
不
成
仏
に
対
す
る
女
人
成
仏
説
の
も
っ
て
い
る
こ
の
弱
さ
を
打
破
せ
ん
と
す
る
も
の
と
し
て
、
須
爽
の
間
に
示
す
変
成
男
子
の
あ
り

方
は
力
強
い
方
便
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
り
方
こ
そ
、
法
華
経
の
強
調
す
る
即
時
性
の
強
さ
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
変
成
男
子
の
表
現
に
は
、
そ
の
ま
上
の
変
成
男
子
と
、
時
間
を
経
過
し
て
の
変
成
男
子
と
が
存
す
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｜

I

｜

換
言
す
る
と
、
提
婆
達
多
品
は
、
法
華
経
が
特
別
に
執
り
上
げ
て
見
せ
な
か
っ
た
二
つ
の
部
分
を
、
補
強
せ
ん
と
す
る
よ
う
な
意
図
の

も
と
に
作
製
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
成
男
子
は
、
男
女
平
等
の
仏
の
理
念
を
捉
え
て
の
上
で
の
方
便
化
現
の
表
現
で
あ
っ
た
と

い
い
う
る
。
こ
の
よ
う
な
提
裟
達
多
品
の
あ
り
方
を
観
る
時
、
こ
の
品
は
原
始
分
法
華
綴
と
い
わ
れ
る
部
分
’
二
十
二
章
嘱
累
品
ま
で

部
の
分
ｌ
が
作
製
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
期
は
一
念
信
解

が
強
調
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
ろ
う
。

る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1

ﾄ

「
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①
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法
華
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ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
‐
’
Ⅱ
‐
，
ｌ
ｌ
ｌ

ｊＩｆ，１１１１ⅡＩ００ｌ１ＩＩⅡＩ１０ｌｌｌ７９Ｉ００ＩｊＩ，ＩＩｌｌ１’１■ＰＩ７ｌ１１ＰＩＩｌ０①拙論、原始分法華経

学
会
年
報
三
十
号
所
職

②
布
施
浩
岳
・
法
華
経
成

施
浩
岳
・
法
華
経
成
立
史
参

１
１
，
１
１
１
Ｉ
Ｐ
Ｉ
ｌ

棲
神
三
十
五
号
所
戦
、
法
華
経
分
別
功
徳
品
に
あ
ら
わ
れ
た
行
に
つ
い
て
、
仏
教

l
I

I

｜

’
1

ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｑ
Ｉ
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