
例
え
ば
法
華
経
に
し
て
も
、
序
品
第
一
に
は
、
如
延
我
聞
一
時
仏
住
王
舎
城
替
闇
堀
山
中
・
・
…
…
・
…
…
と
説
か
れ
て
い
る
。
一
時
と
は

際
日
暑
画
で
あ
り
、
実
際
の
時
間
を
示
す
宍
堅
色
と
は
異
り
、
全
く
「
あ
る
時
」
と
い
う
時
間
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
里
見
泰

何
故
な
ら
ば
、
仏
教
に
お
い
て
非
常
に
数
多
く
の
経
典
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
お
釈
迦
さ
ま
が
、
自
ら
筆

を
と
っ
て
書
か
れ
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
さ
れ
仏
弟
子
た
ち
の
記
憶
に
な
る
言
葉
を
集
め
た
も
の
、
更
に
後
世
の
人
々
が
、
仏
教
思
想

の
展
開
の
上
に
お
い
て
述
作
さ
れ
た
も
の
等
が
経
典
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
如
是
我
聞
と
語
り
出
さ
れ
る
経
典
の
冒

頭
の
言
葉
の
よ
う
に
、
い
つ
も
釈
尊
が
人
々
に
あ
る
時
に
語
っ
た
と
い
う
型
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
史
実
的
に
は
果
し
て
何
時
頃
の
こ
と

で
あ
る
の
か
、
イ
ン
ド
の
ど
の
辺
の
地
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
実
証
的
な
こ
と
が
解
明
し
得
ら
れ
な
い
こ
と
を

①

静
谷
正
雄
先
生
が
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
に
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
目
録
が
あ
る
。
イ
ン
ド
、
。
ハ
キ
ス
タ
ン
等
に
お
い
て
発
見
せ
ら
れ
て
い
る

碑
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
れ
は
稗
①
昌
宍
◎
ロ
◎
葛
や
伊
巨
①
厨
の
目
録
等
々
と
の
校
証
も
な
さ
れ
て
お
り
、
大
変
に
便

利
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

意
味
し
て
い
る
。

碑
銘
幻
想

望
月
海
淑

(2“）



穏
教
授
の
御
指
獅
通
り
で
あ
る
か
ら
ゞ
果
し
て
史
実
的
に
何
時
の
こ
と
で
あ
る
か
は
、
全
く
明
白
に
は
せ
ら
れ
て
お
ら
な
い
．
に
も
か

か
わ
ら
ず
王
舎
城
と
い
っ
た
こ
と
は
、
釈
尊
が
韮
舎
城
で
股
も
長
期
に
亘
っ
て
教
え
を
説
か
れ
た
と
い
う
伝
統
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ

事
実
、
大
乗
非
仏
説
論
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
徳
川
跨
代
に
遡
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
近
代
の
研
究
に
お
い
て
も
、
法
華
経
等
の
大

乗
仏
教
の
成
立
は
、
紀
元
一
世
紀
頃
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
大
乗
仏
教
は
、
少
く
と
も
法
華
経
は
何
年
頃
、
ど
の
辺
で
作
製
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
推
測
の
域
を
出
な
い
で
い
る
と
い
う
他
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
解
明
の
鍵
を
握
る
も
の
と
し
て

経
典
中
に
あ
ら
わ
れ
る
具
体
的
事
物
と
イ
ン
ド
の
古
代
の
社
会
の
あ
り
方
等
の
関
係
と
の
追
求
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
て
い
る
と

例
え
ば
、
イ
ン
ド
に
現
存
し
て
い
る
種
々
な
石
造
彫
刻
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
、
最
も
古
い
時
代
に
お
い
て
は
釈
尊
の
姿
を
彫
す
る
こ

と
を
さ
け
、
菩
提
樹
や
獅
子
座
や
足
跡
で
釈
尊
を
象
徴
的
に
示
そ
う
と
し
、
ギ
リ
シ
ャ
文
明
と
の
交
渉
の
後
に
お
い
て
仏
像
の
彫
刻
が
出

②

現
し
て
来
た
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
時
、
方
便
品
の
中
の
、
童
子
が
た
わ
む
れ
に
砂
の
上
に
仏
の
像
を
描
い
て

も
、
と
い
う
よ
う
な
話
が
、
法
華
経
成
立
の
年
代
を
推
測
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
意
味
合
い
を
も
っ
て
登
場
を
し
て
来
る
、
と
い

も
、
と
い
う
よ
う
な
討

っ
た
具
合
で
あ
ろ
う
。

い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

例
え
ば
、
イ
ン
ド
に
函

と
を
さ
け
、
菩
提
樹
や
砥

今
、
静
谷
先
生
の
碑
銘
目
郷

そ
し
て
今
、
私
が
参
考
に
ｒ

て
了
解
を
と
っ
て
お
き
た
い
。

静
谷
先
生
の
碑
銘
目
録

っ
た
と
想
像
せ
ら
れ
る
。

が
便
利
な
も
の
と
い
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

て
今
、
私
が
参
考
に
し
た
も
の
は
、
こ
の
碑
銘
目
録
の
う
ち
、
グ
プ
タ
時
代
以
前
の
仏
教
碑
銘
目
録
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

一
別
Ｊ
Ｕ
つ
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②

仏
教
碑
銘
目
録
は
、
イ
ン
ド
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
仏
教
関
係
の
事
物
の
中
か
ら
、
碑
銘
の
あ
さ
ら
か
な
も
の
を
、
地
域
別
に
解
統

し
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
グ
プ
タ
以
前
の
目
録
に
し
て
も
、
そ
れ
は
一
八
○
四
銘
と
い
う
数
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
碑
銘
に
は
、
誰
が
何
の
た
め
に
、
何
を
奉
献
し
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
の
ど
の
地
方
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
仏
教
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
或
は
ど
の
地
方
に
は
ど
の
よ
う
な
流

派
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
推
論
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
。

今
、
大
乗
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
地
点
で
、
そ
の
動
き
を
示
し
だ
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
一
つ
の
仮
説
の
も
と
に
考
究
を
は
じ
め
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
乗
仏
教
の
母
胎
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
大
衆
部
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
地
点
に
、
大
乗
の
動
き
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
八
○
四
種
に
の
ぼ
る
こ
れ
ら
碑
銘
の
中
で
、
大
衆
部
の
た
め
に
、
と
い
う
よ
う
な
具
合
で
、
大
衆
部
に
言
及
さ
れ
て
い
る

も
の
は
、
僅
に
十
一
種
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
残
さ
れ
て
い
る
石
造
物
に
は
菩
薩
像
な
ど
の
数
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、

大
衆
部
に
関
す
る
も
の
が
全
体
の
千
分
の
一
に
充
た
な
い
と
い
う
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
わ
ざ
わ
ざ
大
衆
部
の
た
め
に
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
言
及
す
る
必
要
も
な
い
程
の
こ
と
と
し
て
省
略
さ
れ
た
も
の
も
沢
山
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
破
損
等
の
た
め
に
解
読
さ
れ
得

な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
沢
山
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
、
実
際
に
一
つ
づ
つ
の
石
造
物
に
あ

た
っ
て
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
論
究
の
外
に
お
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら

の
道
は
、
極
め
て
不
完
全
な
仮
説
の
上
に
な
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
御
了
承
願
っ
て
お
き
た
い
。

③
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イ
ン
ド
の
雨
季
に
は
短
時
間
に
す
さ
ま
じ
い
豪
雨
に
襲
わ
れ
て
河
川
が
氾
濫
し
、
現
在
で
も
交
通
が
遮
断
さ
れ
て
回
復
に
数
日
を
要
す

る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
修
道
僧
た
ち
が
遍
歴
の
足
を
う
ば
わ
れ
る
雨
季
の
間
、
一
カ
所
に
滞
留
し
て
集
団
生
活
を
営
む
習
慣
が

③

古
く
か
ら
生
れ
て
い
た
。
と
い
う
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
赤
土
の
間
に
背
の
低
い
潅
木
が
点
在
す
る
デ
カ
ン
高
原
で
は
、
よ
り
一
層
に
こ
の

感
は
深
い
が
、
こ
の
デ
カ
ン
高
原
の
間
を
え
ぐ
っ
て
河
川
が
流
れ
て
い
る
あ
た
り
の
断
雌
は
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
恒
久
的
な
寺
院
建
築

の
場
と
し
て
、
あ
る
い
は
絶
好
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
絶
好
な
場
で
あ
る
と
し
て
も
、
堅
い
断
崖
を
堀
り
ぬ
く
に
は
大
変
な
労
働
力
と
時
間
と
金
銭
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
金
銭
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
海
に
近
い
と
い
う
立
地
条
件
は
大
き
な
鈍
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

し
か
し
、
之

で
あ
ろ
う
。
塾

宍
胃
寄
ま
た
は
屍
胃
旨
と
よ
ば
れ
る
こ
の
地
は
、
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
南
西
の
方
角
、
プ
ー
ナ
ヘ
行
く
途
中
に
あ
る
。

・
赤
色
を
し
て
無
限
の
彼
方
に
ひ
ろ
が
る
か
と
思
え
る
デ
カ
ン
高
原
の
中
に
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
よ
う
に
河
川
が
流
れ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
河
川
に
そ
っ
て
、
し
か
も
交
通
の
さ
ほ
ど
に
不
便
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
、
仏
教
教
団
に
と
っ
て
も
便
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
海

岸
か
ら
宍
凹
曽
ま
で
は
、
さ
ほ
ど
の
距
離
は
な
い
。
こ
の
地
形
的
な
も
の
は
、
仏
教
の
発
達
上
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
示
唆
を
含
ん
で
い

と
思
わ
れ
る
。

と
な
っ
て
い
る
。

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

仏
典
の
中
に
は
外
国
と
の
通
商
を
思
わ
せ
る
も
の
を
多
々
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
現
在
で
も
こ
の
近
く
に
あ
る
ボ
ン
ベ
イ
が
イ

ン
ド
の
西
の
玄
関
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
方
に
む
い
て
開
い
て
い
る
海
は
、
早
く
か
ら
他
国
と
の
貿
易
交
流
に
便
で
あ
っ

大
衆
部
に
言
及
さ
れ
た
十
一
種
の
碑
銘
の
出
土
地
は
、
尻
胃
一
昂
二
ヶ
、
宍
。
閻
日
が
一
ヶ
、
冨
胃
冒
勵
が
七
ヶ
、
言
“
且
鼻
が
一
ヶ
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現
在
、
知
ら
れ
て
い
る
イ
ン
ド
の
石
窟
寺
院
は
言
一
○
○
以
上
の
多
く
を
数
え
、
そ
の
中
の
七
十
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
は
仏
教
寺
院
で
あ
る

と
い
う
が
、
更
に
こ
の
石
窟
寺
院
の
大
半
は
西
方
イ
ン
ド
と
呼
ば
れ
る
地
方
に
点
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
戴
象
条
件
の
差
も
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
宍
國
島
窟
院
は
、
第
一
期
の
チ
ャ
ィ
テ
ィ
ャ
窟
の
発
展
の
頂
点
に
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
こ
の
種
の
形

式
の
石
窟
で
最
大
を
ほ
こ
る
の
み
な
ら
ず
、
均
整
極
め
て
美
し
い
堂
々
た
る
見
事
な
出
来
栄
え
で
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
石
窟
開
堀
の

④

技
法
が
如
何
に
進
歩
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

宍
幽
皆
窟
院
は
、
正
面
入
口
の
後
壁
に
明
り
と
り
を
か
ね
た
大
き
な
チ
ャ
ィ
テ
ィ
ヤ
が
あ
り
、
入
口
か
ら
は
半
円
型
に
堀
り
ぬ
か
れ
た

洞
窟
が
ひ
ろ
が
り
、
八
角
形
の
石
の
柱
が
三
十
八
基
、
十
六
角
形
の
石
柱
が
一
基
、
騎
象
の
男
女
の
姿
を
彫
り
出
さ
れ
て
建
て
ら
れ
て
お

り
、
一
番
奥
に
は
ス
ッ
ー
。
ハ
ー
が
建
立
せ
ら
れ
て
い
る
。

僧
た
ち
は
一
定
の
時
間
に
、
経
を
調
し
な
が
ら
、
こ
の
ス
ッ
ー
パ
ー
の
周
り
を
め
ぐ
っ
て
、
仏
陀
に
対
す
る
供
養
を
つ
く
し
た
も
の
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
チ
ャ
ィ
テ
ィ
ャ
ー
と
よ
ば
れ
る
こ
の
石
窟
は
、
礼
拝
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
チ
ャ
イ
テ

ィ
ャ
ー
の
近
く
に
は
、
ピ
ハ
ー
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
僧
院
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
は
こ
の
窟
院
に
刻
さ
れ
て
い
る
と
い
う
碑
銘
の
こ
と
に
関
し
て
考
究
を
進
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
に
言
及
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

④

⑤

静
谷
目
録
の
五
二
○
番
目
に
は
こ
う
識
か
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
文
章
の
末
尾
の
「
十
四
（
？
）
年
、
雨
期
の
第
四
半
月
一
日
、
証
沓
が
作
製
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
た
年
代
に
つ
い
て
、

こ
の
十
四
年
と
は
何
の
十
四
年
で
あ
る
の
か
が
、
解
読
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
碑
文
の
作
製
年
代
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
宍
画
島
窟
院
の
創
設

年
代
も
明
白
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
点
は
明
白
で
は
な
い
ら
し
い
。
普
通
、
年
代
を
示
す
場
合
は
、
何
々
王
の
何
年

と
い
う
表
現
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
碑
文
に
は
こ
の
王
名
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
碑
文
の
解
読
に
功
績
の
あ
る

Ｆ
屋
号
厨
は
、
こ
の
年
代
に
つ
い
て
、
十
八
年
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
更
に
、
。
◎
庁
目
言
巨
国
留
目
冨
凰
の
治
世
で
あ
ろ
う
、
と
し

。
◎
厨
目
ロ
ロ
３
段
目
冨
凰
王
は
、
西
南
イ
ン
ド
に
栄
え
た
ア
ー
ン
ド
ラ
王
朝
の
王
様
の
名
前
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
王
の
十
四
年
乃

至
十
八
年
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
王
名
が
刻
さ
れ
た
の
は
、
紀
元
一
○
六
年
か
ら
一
三
○
年
の
間
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う

推
定
が
な
さ
れ
て
来
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

⑥

更
に
静
谷
目
録
の
五
一
二
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

て
い
る
。

王
は
旨
四
目
堅
画
に
い
る
高
官
勺
胃
狩
巨
冨
に
次
の
命
令
を
与
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
ぐ
画
旨
３
百
の
窟
に
止
住
す
る
「
大
衆
部
の
出
家

比
丘
の
支
持
の
た
め
に
」
富
四
目
”
両
Ｉ
豐
野
画
の
北
部
の
〆
胃
皇
画
冨
村
の
寄
進
比
丘
田
は
彼
ら
に
施
与
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

宍
胃
凰
鼻
閣
村
に
対
し
、
比
丘
田
と
し
て
（
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
諸
税
と
官
吏
の
介
入
と
の
）
免
除
を
認
め
（
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
）

免
除
を
賦
与
す
る
。
こ
れ
ら
の
免
除
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
（
収
税
官
の
介
入
か
ら
）
免
除
す
る
。
こ
の
穴
胃
旦
、
冨
村
の
比

丘
田
の
免
除
に
関
し
て
は
、
口
頭
の
命
令
を
受
領
し
た
。
…
・
・
に
よ
っ
て
証
書
が
起
草
さ
れ
、
一
通
の
認
可
状
が
、
（
王
に
よ
り
）
勝
利

に
輝
く
王
の
幕
営
に
お
い
て
下
附
さ
れ
た
。
十
四
（
？
）
年
、
雨
期
の
第
四
半
月
一
日
、
（
証
普
が
）
盟
畠
夢
且
攪
巨
冨
に
よ
っ
て

作
製
さ
れ
た
。

ー
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成
然
あ
れ
／
ぐ
画
鳥
匡
唱
冨
盟
昌
も
廷
昌
愚
菖
王
の
二
十
四
年
、
冬
の
第
三
半
月
二
日
、
、
２
砦
言
愚
息
の
子
で
、
崔
冒
両
円
愚

に
住
む
の
。
ご
画
患
冨
の
函
胃
ｇ
冨
恩
怠
優
婆
塞
が
、
こ
の
九
ヶ
の
僧
房
を
も
つ
会
堂
を
、
大
衆
部
の
所
領
と
し
て
四
方
僧
伽
に
対
し

て
寄
進
し
た
。
両
親
へ
の
供
養
、
一
切
衆
生
の
利
益
安
楽
の
確
立
の
た
め
に
。
三
一
年
、
私
と
画
且
富
国
丙
匡
薗
と
、
国
巨
農
胃
鼻
巨

箇
の
母
冨
騨
閏
悌
言
冨
優
婆
夷
と
に
よ
る
寄
進
と
し
て
、
第
二
の
通
路
が
完
成
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
静
谷
博
士
は
、
民
胃
苔
冒
局
冒
の
名
前
と
、
諺
盲
冒
愚
の
地
名
は
イ
ン
ド
的
で
は
な
く
、
ペ
ル
シ
ャ
系
の
も
の
で

は
な
い
か
と
言
及
し
て
お
ら
れ
る
が
、
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
碑
銘
に
は
王
名
と
年
代
が
明
記

⑦

せ
ら
れ
て
お
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
て
も
、
こ
の
窟
院
の
年
代
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

③

一
方
、
観
点
を
か
え
て
こ
の
尻
凶
昌
の
窟
院
を
見
る
と
、
イ
ン
ド
の
生
ん
だ
学
者
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

デ
ヵ
ン
西
部
の
カ
ー
ル
レ
の
僧
院
は
大
衆
部
に
屈
し
た
が
、
ど
の
部
派
の
仏
教
僧
侶
に
も
州
放
さ
れ
た
。
そ
の
遺
跡
で
は
、
チ
ャ
イ
ト

ャ
の
天
井
の
か
っ
て
彩
色
さ
れ
て
い
た
梁
を
除
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
金
属
品
や
木
工
品
が
消
滅
し
、
柱
や
壁
に
描
か
れ
た
絵
画
も
消
え
て
し

ま
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
改
革
に
よ
っ
て
、
金
銭
に
関
心
を
も
っ
た
乞
食
者
が
マ
ガ
ダ
に
あ
っ
た
国
家
の
抑
制
や
慣
習
に
わ
ず
ら
わ

さ
れ
な
い
南
の
方
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
放
射
性
炭
素
の
測
定
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ル
レ
の
寺
院
は
ア
シ
ョ
ー
カ
よ
り
前
の
時
期
に
建

立
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
る
蝿
や
象
に
乗
り
流
行
の
先
端
の
服
装
を
し
た
金
持
の
端
艇
な
夫
姉
像
は
、
美
し
く
し
か
も
肉
感
的
で
あ

る
。
こ
れ
が
僧
侶
た
ち
の
集
会
所
に
あ
る
と
は
だ
れ
も
ほ
と
ん
ど
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
こ
そ
爾
裕
な
商
人
が
好
ん
だ
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
彫
刻
家
は
、
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
と
く
に
連
れ
て
来
て
か
な
り
の
費
用
で
飾
っ
た
に
違
い
な
い
。

⑨

病
倒
筈
窟
院
が
ア
シ
ョ
ヵ
王
よ
り
前
の
時
代
に
建
立
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
注
目
を

し
た
い
の
は
、
宍
幽
砦
窟
院
に
は
仏
教
窟
院
に
不
似
合
な
肉
感
的
な
像
が
彫
刻
せ
ら
れ
て
お
り
、
彫
刻
家
は
速
い
と
こ
ろ
か
ら
連
れ
て
来
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ら
れ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
件
で
あ
ろ
う
。

尻
倒
皆
窟
院
の
入
口
前
座
の
側
壁
に
は
男
女
一
対
づ
つ
の
供
養
者
の
像
が
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
腰
に
細
い
布
を
巻
き
つ
け
た
だ
け

の
男
女
が
、
互
に
扉
に
腕
を
の
せ
あ
っ
て
並
ん
で
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
人
目
を
引
く
の
は
、
そ
の
締
人
の
胸
と
腰
の
ふ
く

ら
み
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
豊
か
な
姿
で
あ
ろ
う
。

男
女
一
対
の
姿
は
そ
れ
か
ら
更
に
進
ん
で
、
男
女
の
肉
体
的
結
合
あ
る
い
は
性
的
結
合
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ミ
ト
ウ
ナ
像
と
し
て
呼

⑩

ば
れ
て
来
て
い
る
。
静
谷
目
録
の
五
一
六
に
は

制
多
窟
ベ
ラ
ン
ダ
の
右
隅
の
一
対
の
人
物
の
上
に
国
昏
目
印
◎
四
日
色
比
丘
寄
進
の
日
茸
ロ
目
届

と
書
か
れ
て
い
る
。
豊
満
な
姿
態
の
こ
の
婦
人
と
男
性
の
一
対
の
像
に
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
仏
教
窟
院
の
中
に
も
こ

の
よ
う
な
ミ
ト
ウ
ナ
像
が
用
い
ら
れ
て
来
て
い
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

仏
教
は
本
来
、
釈
尊
の
冥
想
に
出
発
し
、
肉
体
的
欲
求
を
抑
制
し
て
、
精
神
性
の
昂
揚
を
は
か
る
こ
と
を
主
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ミ
ト
ウ
ナ
像
は
仏
教
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
て
肉
体
的
な
力
を
求
め
肯

定
し
よ
う
と
す
る
の
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
カ
ジ
ュ
ラ
ー
ホ
に
示
さ
れ
る
ミ
ト
ウ
ナ
像
の
群
像
、
性
の
識
美
の
塔
は
仏
教

と
ち
が
っ
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
あ
り
方
を
極
端
に
ま
で
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ト
ウ
ナ
像
が
大
衆
部

の
窟
院
と
さ
え
い
わ
れ
る
宍
野
園
に
も
見
出
さ
れ
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
。

「
女
性
は
梵
行
の
垢
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
「
カ
ビ
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
更
に
仏
教
僧
団
に
女
性
の
出
家
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

一
千
年
伝
え
ら
れ
る
と
い
わ
れ
た
正
法
が
五
百
年
し
か
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
さ
え
い
わ
れ
て
さ
げ
す
ま
れ
た
女
性
が
、
し

か
も
ミ
ト
ウ
ナ
像
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
に
は
、
イ
ン
ド
土
着
の
ヒ
ン
ズ
ー
の
底
力
の
強
さ
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
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こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
Ｃ
二
世
紀
中
葉
に
造
ら
れ
た
と
い
う
縁
ハ
ー
ル
フ
ッ
ト
の
柵
楯
に
見
ら
れ
る
、
豊
満
な
胸
を
あ
ら
わ
に
し
た
ヤ
ク
シ
ー

像
、
Ｂ
Ｃ
一
世
紀
初
期
の
造
立
に
な
る
と
い
う
ボ
ド
ガ
ャ
ー
の
欄
楯
に
見
ら
れ
る
官
能
的
姿
態
の
ヤ
グ
シ
ー
像
、
更
に
Ｂ
Ｃ
一
世
紀
の
サ

ン
チ
ー
の
大
塔
の
塔
門
に
あ
る
全
身
ヌ
ー
ド
の
女
体
の
美
し
さ
を
強
調
し
た
と
思
わ
れ
る
ヤ
ク
シ
ー
像
、
等
々
が
、
す
で
に
あ
り
、
宍
”
島

の
ミ
ト
ゥ
ナ
像
が
仏
教
寺
院
と
し
て
岐
初
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ミ
ト
ウ
ナ
像
と
し
て
、
将
来
の
ヒ
ン
ズ
ー
の
ミ
ト

ゥ
ナ
像
全
磯
へ
の
包
芽
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
こ
に
当
時
の
イ
ン
ド
の
人
た
ち
の
持
っ
て
い
た
人
間
性
へ
の
識
歌
の
心
の
強
さ
を

感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
仏
教
々
団
に
よ
っ
て
さ
げ
す
ま
れ
て
来
た
女
性
が
、
法
華
経
の
中
に
お
い
て
は
、
摩
訶
波
閤
波
捉
と
耶
翰
陀
羅
の
授
記

と
し
て
、
他
の
男
の
弟
子
た
ち
に
授
記
を
授
け
た
時
に
、
彼
女
等
に
も
全
く
同
一
に
授
記
を
し
た
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
女
は
仏

に
な
れ
な
い
と
頑
く
な
に
い
わ
れ
て
来
た
仏
教
・
経
典
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
舎
利
弗
・
目
述
等
の
男
の
仏
弟
子
と
女
の
仏
弟
子
と
が

全
く
同
様
に
と
り
扱
か
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
劃
期
的
な
出
来
ご
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
大
乗
と
い
わ
れ
る
仏
教
経
典
に

お
い
て
は
、
全
く
男
女
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
ヒ
ン
ズ
ー
の
持
つ
考
え
と
結
び

合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ミ
ト
・
ウ
ナ
像
を
採
用
す
る
の
に
至
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
、
イ
ン
ド
で
は
、
宗
教
的
な
も
の

の
中
に
、
宗
教
の
否
定
す
る
人
間
本
来
の
性
的
欲
求
を
、
端
的
に
具
象
化
し
た
も
の
を
並
べ
表
わ
す
こ
と
に
、
何
等
の
矛
盾
も
感
じ
な
か

⑪

っ
た
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
は
彫
刻
家
は
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
た
、
と
い
っ
て
い
る
が
遠
い
と
こ
ろ
と
は
何
処
な
の
だ
ろ
う
か
。

丙
凶
皆
窟
院
の
碑
銘
は
三
十
五
を
数
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
銘
文
を
し
ら
べ
て
み
る
と
外
国
人
が
出
て
来
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
即
ち
そ

う
に
思
わ
れ
る
。
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れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

四
九
五
、
ご
胃
曾
颪
冨
冨
か
ら
来
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の
の
冒
鼠
ロ
画
箇
の
柱
の
寄
進
。

四
九
八
、
ロ
胃
口
巨
颪
冨
冨
か
ら
来
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の
ご
富
日
日
固
の
寄
進
。

五
○
○
、
己
冒
呂
閏
働
冨
冨
か
ら
き
た
ギ
リ
シ
ャ
人
ぐ
拝
閉
画
３
隠
冨
の
柱
の
寄
進
。

五
○
三
、
ご
言
唇
巨
富
冨
富
か
ら
き
た
ギ
リ
シ
ャ
人
己
冨
冒
農
冨
冨
の
柱
の
寄
進
。

五
○
五
、
己
冨
冒
颪
冨
冨
か
ら
き
た
ギ
リ
シ
ャ
人
○
巳
母
鼻
冨
の
柱
の
寄
進
。

五
○
六
、
ロ
胃
冒
厨
鷺
画
か
ら
き
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の
房
且
冨
冨
の
柱
の
寄
進
。

五
○
九
、
ご
冨
唇
匡
圃
買
画
か
ら
き
た
ギ
リ
シ
ャ
人
尽
勵
切
画
ぐ
且
冨
曾
の
柱
の
寄
進
。

以
上
七
種
の
銘
文
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
西
イ
ン
ド
の
地
が
外
国
と
の
交

流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
が
来
た
と
い
う
ロ
ゴ
２
口
颪
冨
冨
か
ら
来
た
人
た
ち
で

ギ
リ
シ
ャ
人
と
い
わ
れ
な
い
人
た
ち
に
よ
る
寄
進
の
数
々
は
、
更
に
こ
の
外
に
九
棚
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
。
常
垣
吊

厩
冨
冨
か
ら
こ
の
地
に
来
た
人
々
の
手
が
、
窟
院
の
附
設
に
大
き
な
力
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

己
胃
督
房
爵
黒
色
の
地
が
何
処
で
あ
る
の
か
、
カ
ニ
ン
ガ
ム
は
ク
リ
シ
ュ
ナ
ー
下
流
の
己
冨
ａ
國
富
冨
冨
で
は
な
い
の
か
と
推
定
を
し

て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
は
確
定
を
さ
れ
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
、
未
だ
に
不
明
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
プ
ー
ナ
の
町
の
北
方
七
○
キ
ロ
ほ
ど
の
町
当
日
目
胃
に
あ
る
窟
院
か
ら
も
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
寄
進
に
よ
る
水
溜
、
食
堂
、
玄
関

の
寄
進
が
あ
る
こ
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
に
は
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
の
移
住
が
か
な
り
な
数
に
上
っ
て
い
た
こ
と
は
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
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更
に
静
谷
目
録
五
○
二
に
は
、
ロ
篇
目
厨
冨
冨
か
ら
来
た
商
人
の
聚
落
が
柱
を
寄
進
し
た
こ
と
を
記
し
、
五
○
八
に
は
商
人
の
○
．
旨

の
子
が
柱
を
寄
進
し
た
こ
と
を
録
し
て
い
る
。
商
人
が
お
り
、
商
人
の
聚
落
が
あ
り
、
し
か
も
ギ
リ
シ
ャ
人
が
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
あ
た
り
で
は
貿
易
・
通
商
が
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

南
イ
ン
ド
と
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
海
上
貿
易
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た
の
は
、
Ａ
Ｄ
一
世
紀
だ
と
い
う
が
、
貿
易
・
通
商
に
よ
っ
て
、
こ

の
あ
た
り
に
も
沢
山
な
外
側
人
の
移
入
が
あ
り
、
獅
裕
な
維
済
力
を
も
っ
た
商
人
た
ち
を
も
輩
出
し
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

宍
凶
昌
の
碑
銘
は
一
世
紀
の
後
半
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
窟
院
に
着
手
さ
れ
だ
し
た
の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

外
国
人
と
の
接
触
は
、
当
然
ど
こ
か
に
影
禅
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
性
欲
を
極
端
に
抑
制
し
よ
う
と
し
て
来
た

仏
教
々
団
に
と
っ
て
、
ミ
ト
ウ
ナ
像
が
正
面
に
飾
ら
れ
る
に
至
る
の
に
は
、
外
国
人
の
思
惟
方
法
も
何
ら
の
影
響
も
な
か
っ
た
、
と
い
い

切
る
こ
と
も
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
ら
し
い
も
の
と
の
接
触
は
、
古
い
型
に
い
つ
ま
で
も
固
執
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
碑
銘
の
中
に
、
「
大

衆
部
の
た
め
に
」
と
書
か
れ
た
も
の
二
ケ
処
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
こ
の
宍
凶
島
窟
院
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
む
か
っ
て
門
戸
を
開
く

助
さ
を
持
つ
が
故
に
、
外
剛
人
の
寄
進
を
も
得
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
岐
大
な
も
の
は
、
よ
り
沢
山
な
人
々
の
た
め
の

も
の
と
し
て
の
大
乗
仏
教
の
包
芽
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
地
の
大
衆
部
が
ど
の
よ
う
な
経
典
を
拠
り
所
と
し
た
の
か
、
生
み
出
し
た
の
か
は
解
っ
て
は
い
な
い
し
、
そ
の
手
が
か

り
も
今
の
と
こ
ろ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

⑤

宍
画
巨
闇
曾
冒
（
屍
◎
協
凰
）
か
ら
発
見
せ
ら
れ
た
八
械
類
の
碑
銘
の
う
ち
、
一
碑
銘
に
「
大
衆
部
」
と
い
う
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
出
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し
か
し
、
こ
の
地
に
は
か
っ
て
、
槌
師
羅
長
者
が
お
り
、
釈
尊
に
帰
依
し
、
園
林
を
献
上
し
、
寺
院
を
建
て
、
釈
尊
も
こ
こ
に
住
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
釈
尊
の
足
跡
の
及
ん
だ
全
く
聖
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
国
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
物
語
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
巾
の
一
つ
に
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。

釈
尊
が
拘
賞
弥
に
住
し
て
お
ら
れ
た
時
、
一
人
の
比
丘
が
戒
を
犯
し
た
。
多
く
の
比
丘
た
ち
は
、
あ
の
比
丘
は
戒
を
犯
し
た
と
し
て
こ

黒
四
口
間
目
宮
は
、
ぐ
胃
画
口
儲
房
西
、
ガ
ン
ジ
ス
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
ど
一
農
島
且
の
少
々
西
、
感
冒
臣
口
角
河
の
ほ
と
り
に
あ
る
が
、

宍
鼬
５
画
目
富
と
は
宍
◎
、
画
凰
僑
賞
弥
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
は
古
代
イ
ン
ド
の
十
六
大
剛
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
六
大
都

市
の
一
つ
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
か
な
り
な
繁
栄
を
い
た
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
岡
の
こ
と
に
つ
い
て
は
玄
弊
三
減
の
西
域
記
に
詳
し
い
の
で
、
今
は
そ
れ
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

橋
賞
弥
国
は
周
囲
六
千
余
里
。
国
の
大
都
城
は
周
囲
三
十
余
里
。
土
地
は
肥
沃
で
、
地
利
は
豊
か
。
気
候
は
暑
熱
で
、
風
俗
は
剛
勇
。

よ
く
勉
強
し
、
福
徳
普
集
を
行
う
こ
と
を
心
懸
け
、
伽
腔
は
十
余
ヶ
所
あ
る
が
、
崩
れ
倒
れ
荒
廃
し
て
い
る
。
僧
徒
は
三
百
余
人
、
小
乗

⑫

の
教
え
を
学
ん
で
い
る
。
天
祠
は
五
十
余
ケ
所
、
外
道
の
人
々
は
催
だ
多
い
。

玄
弊
三
蔵
は
唐
の
太
宗
の
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
八
月
に
長
安
を
出
発
し
、
十
九
年
（
六
四
五
）
正
月
に
長
安
に
帰
っ
て
い
る
が
、
こ

の
間
実
に
十
六
年
余
に
及
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
玄
弊
三
蔵
が
イ
ン
ド
に
入
っ
た
時
は
、
漸
く
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
が
衷
退
を
来
し

は
じ
め
て
い
る
時
で
あ
っ
た
の
で
、
昔
日
の
遺
跡
は
荒
廃
し
た
も
の
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
「
傾
頓
荒
蕪
」
の
字
句
は
そ
れ
を
如
実
に
物
語

来
る
。
こ
れ
は
〃

が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
仏

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

の
座
像
の
台
座
に
沓
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
宍
凹
巨
の
画
目
宮
と
い
う
地
名
の
所
在
を
雌
め
て
お
く
必
要
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こ
の
評
は
持
律
者
と
調
法
者
と
の
評
い
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
仏
典
結
集
に
関
す
る
詞
竺
画
鳴
冨
結
集
、
ぐ
巴
織
圏
結
集
、
北
伝

の
闘
冨
一
宮
蝿
結
集
の
伝
説
が
、
そ
の
背
景
に
持
律
者
と
持
法
者
の
抗
争
を
想
定
せ
し
め
た
も
の
と
一
巡
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て

注
目
に
価
す
る
、
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
尻
目
閻
日
言
国
に
お
い
て
僧
団
が
二
つ
に
分
裂
す
る
よ
う
な
危
機
が
生
じ
た
と
い
う
の
は
、

将
来
の
上
座
・
大
衆
の
二
派
発
生
の
包
芽
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
ぐ
昌
識
風
結
集
は
、
長
老
耶
舎
が
、
そ
の
ぐ
画
誓
族
出
身
の
比
丘
た
ち
が
十
事
を
提
唱
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
他
で
金
銭

⑬

比
丘
た
ち
は
和
合
を
し
た
。

れ
を
非
難
し
た
が
、
す
る
と
そ
の
比
丘
は
私
は
戒
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
更
に
他
の
比
丘
ら
に
語
ら
い
そ
の
支
援
を
う
け

て
、
多
く
の
人
々
の
同
意
を
求
め
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
拘
賞
弥
の
比
丘
僧
団
は
二
つ
の
派
に
分
裂
を
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
釈
尊
に
報
告
せ
ら
れ
る
と
、
釈
尊
は
斗
識
し
て
相
罵
署
し
、
誹
誘
し
て
、
他
の
人
の
長
短
を
何
求
し
て
は
い
け
な
い
。
汝

等
は
共
に
斉
し
く
集
ま
り
、
水
と
乳
の
合
す
る
よ
う
に
一
つ
に
な
っ
て
、
仏
法
を
利
益
し
安
楽
に
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
、
と

教
え
ら
れ
、
更
に
過
去
世
の
伽
春
王
梵
施
と
拘
薩
羅
王
長
生
と
そ
の
子
長
と
の
物
語
り
を
語
っ
て
聞
か
せ
、
怨
み
を
以
て
怨
み
を
除
け
ば

怨
み
は
や
む
こ
と
は
な
い
が
、
無
怨
な
ら
ば
怨
み
は
自
か
ら
除
か
れ
る
の
で
あ
る
、
と
訓
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
二
派
に
分
れ
た
比
丘
た
ち
は
、
心
が
過
熱
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
評
い
を
や
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
釈
尊
は
誰
に
も
告
げ
な
い
で
、
自
ら
臥
具
を
も
っ
て
、
拘
賞
弥
田
を
出
て
舎
術
耐
に
州
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。

釈
尊
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
と
知
っ
た
拘
賞
弥
国
の
人
々
は
、
原
因
が
比
丘
た
ち
の
評
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は

こ
の
国
の
比
丘
ら
を
見
て
も
起
っ
て
迎
え
ず
、
恭
敬
礼
拝
も
せ
ず
、
教
え
も
聞
か
ず
、
供
養
を
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

比
丘
た
ち
は
困
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
釈
尊
の
み
も
と
に
行
っ
て
謝
罪
し
、
斗
評
事
を
減
し
な
け
れ
ば
、
と
舎
術
剛
に
行
っ
て
、
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の
布
施
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
非
難
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
遂
に
ぐ
画
薑
族
の
比
丘
た
ち
か
ら
非
沙
門
で
あ
る
と

非
難
せ
ら
れ
た
耶
舎
は
、
ぐ
堅
織
圏
を
逃
れ
て
〆
ロ
ロ
留
日
宮
に
来
っ
て
、
そ
こ
か
ら
各
地
に
使
者
を
送
っ
て
助
力
を
求
め
、
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
く
菖
織
風
で
結
集
が
行
な
わ
れ
た
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
教
団
は
二
つ
に
分
裂
を
し
て
し
ま
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ご
脚
曽
族
は
進
歩
派
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
限
り
で
は
、
大
衆
部
の
包
芽
は
ぐ
巴
織
昌
に
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
逆
に
〆
昌
勗
働
目
冒
は
ぐ
画
誉
族
に
反
対
し
た
耶
舎
が
使
者
を
送
っ
た
拠
点
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
尻
目
印
画
目
宮
に
つ
い
て
、

二
つ
の
物
語
が
な
さ
れ
、
同
時
に
後
世
、
玄
弊
に
よ
っ
て
、
小
乗
の
教
え
を
学
ぶ
と
さ
え
い
わ
れ
た
こ
の
地
点
か
ら
大
衆
部
の
た
め
に
と

謀
か
れ
た
刻
文
が
発
見
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
宍
画
巨
ｍ
画
自
冨
は
西
南
へ
は
ｇ
満
凰
を
経
て
国
富
日
冨
の
呂
四
へ
の
ル
ー
ト
に
当
り
、
闘
撰
ａ
や
国
高
昏
昌
の
聖

地
の
存
在
は
、
早
く
か
ら
こ
の
方
面
へ
仏
教
が
浸
透
し
た
こ
と
を
示
す
。
西
へ
は
昏
目
匡
急
に
よ
っ
て
旨
色
嘗
匡
働
に
通
じ
、
北
は
宍
ｏ
ｍ
ｌ

⑮

画
旨
東
は
、
詞
些
騎
画
冨
へ
の
経
路
が
あ
り
、
重
要
な
交
易
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
と
い
う
事
柄
の
う
ち
、
冨
画
昏
巨
風
に
通
じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
の
旨
胃
冒
働
が
第
三
の
仏
教
中
心
地
と
し
て
浮
び
上
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
等
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

汽
画
扁
画
目
寓
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
碑
銘
は
八
種
類
だ
が
、
そ
の
内
容
は
仏
足
跡
を
刻
し
た
石
板
が
一
種
、
菩
雌
像
が
二
極
、
仏
像
が

二
種
、
石
柱
・
灯
明
皿
・
印
章
が
各
一
極
づ
つ
と
な
っ
て
い
る
。

仏
像
彫
刻
の
歴
史
に
よ
る
と
、
仏
の
姿
を
直
に
表
現
す
る
こ
と
は
釈
尊
の
威
容
を
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
菩
提
樹
や
仏
足
跡

や
法
座
な
ど
を
刻
し
て
、
そ
こ
に
釈
尊
が
お
い
で
に
な
る
こ
と
を
暗
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
時
代
が
下
っ
て
、
ギ
リ
シ

ャ
文
明
と
の
交
流
の
結
果
、
○
回
目
９
国
や
冨
骨
目
箇
で
仏
像
彫
刻
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
と
は
、
定
説
に
な
っ
て
き
て

い
ス
宅

９
１
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大
王
宍
息
鏡
冨
と
は
有
名
な
カ
ニ
シ
カ
王
の
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ニ
シ
カ
王
の
出
身
地
は
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
承
に
よ
る
と
コ
ー
タ
ン
国

の
出
身
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
明
白
で
は
な
い
ら
し
い
。
し
か
し
、
王
は
都
を
タ
キ
シ
ラ
の
ペ
シ
ャ
ワ
ル
に
お
き
、
北
イ
ン
ド
を
中
心
に
広

大
な
王
国
を
建
設
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
王
国
の
中
に
は
械
々
な
民
俗
が
お
っ
た
が
、
加
え
て
ギ
リ
シ
ャ
。
ロ
ー
マ
や

中
国
の
文
明
が
入
っ
て
も
来
た
の
で
、
そ
れ
ら
が
イ
ン
ド
の
文
化
と
融
合
し
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
文
明
と
よ
ば
れ
る
特
樋
な
文
化
を
作
り
出

⑰

し
て
来
た
。
ギ
リ
シ
ャ
風
の
波
う
つ
頭
髪
、
エ
ン
ゼ
ル
を
持
っ
た
飾
り
物
、
通
肩
と
よ
ば
れ
る
衣
服
を
ま
と
っ
た
仏
像
の
彫
刻
な
ど
は
、

カ
ニ
シ
ヵ
に
よ
る
ク
シ
ァ
ー
ナ
王
国
の
特
異
な
文
化
の
華
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
カ
ニ
シ
カ
王
の
年
代
に
は
異
説
が
多
く
、
王
の
即

位
を
Ａ
Ｄ
七
十
八
年
に
お
く
も
の
も
あ
る
が
、
妓
近
の
考
古
学
の
成
果
に
よ
る
研
究
で
は
、
即
位
を
一
四
○
年
と
一
五
二
年
の
間
と
す
る

も
の
、
在
位
期
間
を
一
二
八
年
か
ら
一
五
一
年
と
す
る
も
の
、
一
二
九
年
か
ら
一
五
二
年
と
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
み
て
も
、
Ａ
Ｄ
二
世
紀
の
前
年
に
活
躍
し
た
と
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
る
と
こ
の
菩
薩
像
は
二
世
紀
の
初
め
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
冨
画
昏
厚
画
の
仏
像
彫
刻
が

⑬

は
な
や
か
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

更
に
、
静
谷
目
録
の
五
三
○
と
五
三
一
と
の
銘
文
に
よ
る
と
、
こ
の
二
つ
の
菩
薩
像
は
と
も
に
、
国
巨
＆
冨
昌
《
乱
比
脆
尼
の
寄
進
に

こ
れ
に
よ
る
限
り
、
〆
画
巨
闇
日

て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、

と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
大
王
尻
息
耐
冒
の
二
年
、
冬⑯

の
像
を
造
立
し
た
こ
と
を
録
す
る
」

〆
画
巨
闇
昌
冒
か
ら
仏
の
足
跡
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
仏
教
活
動
が
行
な
わ
れ

ｗ
で
あ
り
、
四
祇
類
も
の
仏
菩
薩
像
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
旨
胃
９
３
と
の
交
渉
の
並
々
な
ら
な
か
っ
た
こ

に
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
尻
目
の
四
目
宮
出
土
の
菩
薩
像
の
台
座
に
は
次
の
よ
う
に
雷
か
れ
て
い
る
。

二
年
、
峰
方
二
月
八
日
に
、
三
蔵
に
通
暁
せ
る
国
且
号
閏
目
貫
凶
比
厭
尼
が
、
世
尊
・
仏
陀
の
経
行
処
に
菩
薩
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な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
比
丘
尼
の
名
前
は
こ
の
外
に
旨
画
昏
目
色
出
土
に
な
る
菩
薩
像
の
台
座
の
碑
銘
の
中
に
も
見
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
一
人
の
比
丘
尼
が
冨
画
昏
胃
画
と
嵐
働
匡
閏
目
宮
の
両
地
に
往
き
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け

に
こ
の
両
地
の
交
流
は
密
接
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

国
富
号
画
目
農
冨
王
の
八
三
年
に
こ
の
仏
像
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
を
録
し
、
こ
の
僧
院
が
大
衆
部
の
占
住
す
る
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
証

⑲

明
し
て
い
る
と
い
う
。
な
お
同
様
の
仏
像
が
も
う
一
つ
あ
り
、
そ
れ
に
も
同
じ
銘
文
が
刻
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

と
あ
る
。
仏
像
の
彫
刻
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
旨
四
号
目
色
か
ら
は
、
大
衆
部
の
た
め
に
と
い
う
よ
う
に
沓
か
れ
た
仏
像
（
菩
薩
像
）
は

三
種
に
の
ぼ
り
、
そ
の
他
柱
頭
、
台
座
等
の
四
種
か
ら
、
大
衆
部
の
た
め
に
と
い
っ
た
刻
文
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

高
田
修
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仏
像
の
出
現
し
た
時
期
の
前
後
に
は
、
す
で
に
主
な
部
派
が
対
立
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
当
時
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
大
乗
仏
教

⑳

が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
形
跡
は
全
然
見
当
ら
ず

し
か
し
、
マ
ト
ウ
ラ
ー
の
碑
銘
に
見
え
る
部
派
名
の
研
究
に
よ
っ
て
、

以
上
の
年
代
的
な
区
分
か
ら
す
る
と
、
大
衆
部
は
わ
れ
わ
れ
の
い
う
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
の
全
期
を
通
じ
て
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
地
方
で
教
線

⑳

を
張
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
有
部
は
早
期
に
の
み
勢
力
が
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

と
の
べ
て
い
る
。
即
ち
部
派
発
生
当
時
に
は
大
乗
系
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
ク
シ
ャ
ー
ン
朝
に
な
る
と
、
冨
働
昏
弓
画

で
は
大
衆
部
の
活
跳
が
し
き
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
〆
画
巨
の
画
日
寓
出
土
に
な
る
大
衆
部
の
た
め
に
と
さ
れ
た
菩
薩
像
等
々
は
、
旨
画
晉
日
働
の
仏
教
運
動
に

静
谷
目
録
五
三
二
に
よ
る
と
、
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関
連
あ
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
冨
胃
ｐ
ｐ
３
と
尿
四
号
目
は
そ
れ
ぞ

れ
大
乗
仏
教
興
起
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来
る
。

⑳
高
田
修
・
前
掲
盤
Ｐ
３
９
４

⑳
″
Ｐ
３
９
６

⑬
大
正
ｖ
Ｏ
Ｌ
２
２
Ｐ
８
７
９
ｂ
、
Ｉ
８
８
５
ａ
等

⑭
塚
本
啓
祥
・
初
期
仏
教
々
団
史
の
研
究
Ｐ
２
６
９

⑮
〃

Ｐ
３
８
１
、
Ｉ
５

⑯
静
谷
正
雄
・
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
目
録
Ｐ
４
３

⑰
平
川
彰
・
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
Ｐ
９
６
１
９
７

⑱
高
田
修
・
仏
像
の
起
源
、
マ
ト
ウ
ラ
ー
仏
の
出
現
Ｐ
２
０
３
以
後

⑲
静
谷
正
雄
・
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
目
録
Ｐ
４
２

⑪
高
田
修
心
仏
教
美
術
史
論
考

⑫
大
正
Ｖ
Ｏ
Ｌ
風
、
Ｐ
８
９
８
ａ

＠
大
正
Ｖ
Ｏ
Ｌ
９
、
Ｐ
九
上
、
Ｐ
、

③
芸
術
新
潮
二
四
五
号
Ｐ
帥
田
枝
幹
宏
・
ア
ジ
ャ
ン
タ
再
見

④
上
野
照
夫
・
イ
ン
ド
の
美
術
Ｐ
虹
で
は
カ
ー
ル
ラ
ー
窟
院
は
一
世
紀
で
あ
る
と
い
う
が
、
高
田
修
・
仏
教
美
術
史
論
考
Ｐ
ｗ
で
は
、
二
世
紀
初
期
で

あ
る
と
い
う
。
更
に
、
コ
ー
サ
ン
ピ
ー
・
イ
ン
ド
古
代
史
Ｐ
西
日
で
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
よ
り
前
の
時
期
の
創
立
だ
、
と
い
う
。

⑤
静
谷
正
雄
・
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
目
録
Ｐ
伽
ｌ
虹

⑥
″
Ｐ
型

⑦
こ
の
二
つ
の
碑
銘
に
つ
い
て
、
静
谷
目
録
五
二
○
の
碑
銘
の
王
は
①
目
冒
昌
冒
勵
色
獣
冨
穴
肖
凰
か
ぐ
ぃ
鰹
切
旨
冒
旬
四
勺
匡
一
厘
日
画
乱
王
の
何
れ
か

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
、
五
二
○
と
五
二
一
の
碑
銘
の
間
に
は
ほ
ん
の
数
年
の
へ
だ
た
り
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

③
コ
ー
サ
ン
ピ
ー
著
、
山
崎
利
男
訳
、
イ
ン
ド
古
代
史
Ｐ
２
８
０
１
２
８
１

⑨
ア
ミ
ョ
ヵ
王
は
Ｂ
Ｃ
三
世
紀
の
人
で
、
カ
ー
ル
リ
ー
の
窟
院
の
彫
刻
は
Ａ
Ｄ
一
世
紀
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に
は
三
○
○
年
か
ら
そ
れ
以
上
の

差
が
あ
る
の
で
、
カ
ー
ル
リ
ー
の
原
型
が
あ
っ
た
と
す
る
の
も
か
な
り
困
難
か
と
思
わ
れ
る
が
。

⑩
静
谷
正
雄
・
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
目
録
Ｐ
犯

⑪
高
田
修
・
仏
教
美
術
史
論
考
Ｐ
２
０
９

①
棲
神
瓢
号
Ｐ
調
以
後

②
大
正
Ｖ
Ｏ
Ｌ
９
、
Ｐ
九
上
、

③
芸
術
新
潮
二
四
五
号
Ｐ
帥
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