
見
宝
塔
品
（
正
・
七
宝
塔
品
、
梵
牌
号
凹
留
日
８
吋
綴
目
四
回
目
ぐ
肖
厨
）
は
釈
尊
が
法
華
経
を
説
法
し
て
い
る
耆
闇
堀
山
の
そ
の
場
面

に
、
大
地
か
ら
七
宝
で
荘
飾
さ
れ
た
宝
塔
が
涌
出
し
、
そ
の
宝
塔
の
住
者
で
あ
る
多
宝
如
来
か
ら
釈
尊
の
説
法
Ｉ
法
華
経
の
正
し
さ
が
証

（
１
）

明
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
正
し
い
も
の
、
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
が
多
宝
如
来
と
い
う
法
身
仏
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
し
い
経
典
に
対
す
る
行
い
の
あ
り
方
、
行
動
に
つ
い
て
の
覚
悟
が
必
要
と
な
っ
て
来
る
。
す
で
に
行
い
の
あ
り

（
ｎ
色
）

方
と
し
て
は
法
師
品
に
お
い
て
、
五
種
法
師
と
し
て
説
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
見
宝
塔
品
で
は
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と

法
華
経
に
お
け
る
野
四
目
澤
幽
と
画
己
昌
目
鼻
陸
の
使
用
例
を
検
べ
来
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
前
三
回
に
引
き
続
い
て
、
見

宝
塔
品
か
ら
如
来
寿
量
品
ま
で
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
従
来
に
な
く
広
範
囲
に
亘
っ
て
検
討
を
加
え
る
の
は
、
従
前
と

異
っ
て
こ
れ
ら
の
と
こ
ろ
に
は
こ
の
両
語
の
使
用
例
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

、

法
華
経
に
見
ら
れ
る
野
璽
量
冨
と
崔
今
旨
屋
巨

Ｉ
見
宝
塔
・
勧
持
・
安
楽
行
・
従
地
涌
出
・
如
来
寿
量
品
に
関
し
て
Ｉ
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な
る
。
そ
こ
で
釈
尊
は

（
３
）

誰
能
於
二
此
娑
婆
国
土
一
広
説
二
妙
法
華
経
一
。
今
正
是
時
。
如
来
不
し
久
当
レ
入
二
浬
藥
一
。
仏
欲
下
以
二
此
妙
法
華
経
一
付
属
有
上
し
在
。

と
語
っ
て
、
仏
滅
後
に
お
い
て
の
法
華
経
の
弘
通
者
を
求
め
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
得
難
い
法
華
経
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仏

滅
後
に
法
華
経
を
説
く
こ
と
の
困
難
さ
、
六
難
九
易
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）

於
二
我
滅
後
一
聴
二
受
此
経
一
間
二
其
義
趣
一
是
則
為
し
難

こ
の
一
句
は
そ
の
六
難
九
易
の
中
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
５
）

若
持
二
此
経
典
一
信
喜
而
愛
楽
数
を
誌
称
者
爾
乃
為
二
殊
異
一
。

と
あ
っ
て
、
妙
法
華
経
が
聴
受
此
経
と
訳
し
た
も
の
を
、
正
法
華
経
は
若
持
此
経
典
と
訳
し
、
更
に
信
喜
而
愛
楽
の
訳
を
つ
け
加
え
て
説

明
し
て
い
る
。
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
梵
文
法
華
経
に
見
る
と
、

菌
の
制
目
ョ
号
筈
胃
ｇ
目
色
ョ
昼
凹
ョ
呂
働
“
卦
８
号
胃
畠
ｇ
ｌ

（
６
）

脅
邑
目
号
２
画
目
目
色
２
８
乱
号
餅
ｇ
乱
．
豆
ロ
目
暑
己
目
農
一
一

（
こ
の
経
典
を
受
持
し
、
信
じ
、
信
解
し
、
再
び
三
度
び
語
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
）

と
な
っ
て
お
り
、
受
持
す
る
こ
と
の
内
容
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
妙
法
華
経
が
何
故
に
聴
受
の
二
文
字
で
省
略
し
た
の
か
は
解
ら
な
い

が
、
梵
文
法
華
経
の
場
合
、
興
味
を
引
く
の
は
野
四
目
爵
と
且
冨
自
民
盆
の
語
が
並
べ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
あ
り
方
は
、
安
楽
行
品
や
従
地
涌
出
品
や
分
別
功
徳
品
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
も
こ
の
二
語
が
全
く
同
じ
意
味

を
示
す
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
吟
自
己
風
し
且
冨
昌
烏
建
し
と
続
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
意
味
を
強
め
る
こ
と
以
外
に
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
続
け
て
二
語
が
語
ら
れ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
こ
の
二
語
が
も
っ
て
い
る
意
味
合
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た

（2）



も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
正
法
華
経
が
信
喜
と
愛
楽
と
の
二
語
に
訳
出
し
た
の
は
、
そ
の
辺
の
事
情
を
く
ゑ

と
っ
て
の
上
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
見
宝
塔
品
の
中
で
は
、
右
の
偶
以
外
に
こ
の
二
語
に
つ
い
て
の
説
示
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
そ
れ
を
究
明
す
る
手
が
か
り
は
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尚
、
見
宝
塔
品
で
は
、
空
中
画
ロ
圃
吋
涛
協
に
昇
っ
た
多
宝
塔
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
衆
等
が
体
得
し
た
心
の
状
態
に
つ
い
て
、

（
７
）

皆
得
二
法
喜
一
怪
二
未
曾
有
一
。
従
し
座
而
起
恭
敬
合
掌

と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
得
法
喜
怪
未
曾
に
関
し
て
梵
文
法
華
経
は

（
８
）

８
ョ
蔵
冨
冨
愚
響
冒
昼
胃
四
目
８
冒
冒
勝
山
忌
日
ｇ
薗
昏

（
歓
喜
を
生
じ
、
喜
び
と
喜
悦
と
浄
心
を
得
た
）

と
な
し
て
、
信
に
つ
い
て
の
語
の
一
つ
と
さ
れ
る
胃
画
出
目
（
浄
心
）
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
尚
、
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
の
訳
語

（
９
）

は
歓
喜
湘
躍
で
あ
る
か
ら
、
妙
法
華
経
と
も
ど
も
ロ
日
出
目
に
ど
う
対
処
し
た
の
か
は
解
ら
な
い
。

勧
持
品
（
正
・
勧
説
品
、
梵
・
口
跡
理
屈
ロ
胃
ご
閏
ｇ
）
は
薬
王
菩
薩
と
大
楽
説
菩
薩
と
二
万
の
作
属
が
仏
滅
後
に
法
華
経
を
受
持
し
説

く
こ
と
を
誓
い
、
授
記
を
う
け
た
五
百
の
阿
羅
漢
や
八
千
の
学
無
学
の
比
丘
ら
が
娑
婆
世
界
で
法
華
経
を
説
く
こ
と
が
困
難
な
の
で
、
他

の
世
界
で
説
く
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
更
に
、
摩
訶
波
闇
波
提
言
堅
固
買
い
満
冨
建
と
耶
輸
陀
羅
昌
煙
８
鼻
間
煙
と
そ
の
祥

属
ら
に
授
記
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
彼
女
ら
も
他
方
の
国
土
で
法
華
経
を
説
く
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
し
か
し
て
勧
持
品
は
、
八

十
万
億
那
由
佗
の
菩
薩
を
見
ら
れ
た
の
で
彼
等
は
、
釈
尊
に
む
か
っ
て
、
法
華
経
を
弘
め
よ
う
と
誓
っ
て
二
十
行
の
偶
を
語
る
と
い
う
説

3
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こ
の
勧
持
品
の
冒
頭
に
お
け
る
薬
王
菩
薩
ら
の
誓
言
の
中
に

（
皿
）

後
悪
世
衆
生
。
善
根
転
少
。
多
二
増
上
慢
一
。
貧
二
利
供
養
《
・
増
二
不
善
根
一
・
遠
二
離
解
脱
一
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
仏
滅
後
の
悪
世
の
人
々
の
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
の
訳
文
は
（
ｕ
）

仮
使
有
し
人
。
侭
戻
自
用
。
性
不
修
調
。
薄
徳
無
福
。
心
懐
二
目
大
一
・
著
二
供
養
利
一
不
し
備
二
善
本
一
。
離
二
於
解
脱
一
。

で
あ
る
か
ら
、
と
も
に
解
脱
の
字
が
見
え
る
。
梵
文
法
華
経
は

３
鳶
乱
の
厨
の
日
冒
恩
厨
ウ
冨
急
遭
画
昌
一
冨
吋
騨
冨
丙
鼠
画
厨
目
ロ
両
目
嵐
自
画
己
冨
圃
９
画
３
房
堅
画
の
画
昏
凰
営
函
農
巨
世
脚

（
吃
）

日
昌
画
胃
胃
言
目
日
脚
ロ
日
§
日
脚
“
目
自
民
蝕
急
国
冨
薗
自
且
冨
目
時
感
ず
巴
巨
馨
一

（
こ
の
時
、
衆
生
ら
は
欺
満
的
で
、
善
根
に
限
り
が
あ
り
、
高
慢
で
、
利
益
と
名
誉
に
と
ら
わ
れ
、
不
善
根
で
、
自
制
心
な
く
、
信
解

の
志
向
な
く
、
信
解
な
ら
ざ
る
も
の
が
強
い
）

と
あ
る
か
ら
、
漢
訳
両
経
が
解
脱
を
離
れ
る
と
訳
し
た
も
の
は
、
且
寓
目
烏
感
ぐ
冨
冨
団
四
目
鼠
冒
目
鼻
感
ず
農
巳
馨
に
対
し
て
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
且
冨
日
〔
烏
睦
が
解
脱
と
同
義
に
と
り
扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
勧
持
品
の
二
十
行
の
偶
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。（
過
）

我
於
二
世
尊
前
諸
来
十
方
仏
一
発
一
加
レ
是
誓
言
一
仏
自
知
二
我
心
一
。

我
於
一
砥
尊
前
諸
来
十
幸

こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

一
切
世
光
曜
十
方
悉
来

と
あ
る
か
ら
、
妙
法
華
経
は

示
を
な
し
て
い
る
。

（
Ｍ
）

十
方
悉
来
会
我
当
レ
言
一
室
誠
一
悉
見
二
心
不
Ｐ
虚

妙
法
華
経
は
誓
言
を
な
し
た
我
が
心
を
知
っ
て
欲
し
い
と
し
、
正
法
華
経
は
我
の
至
誠
の
言
葉
の
心
は
虚
し
く
は
な
い
と

（ 4 ）



い
う
表
現
を
し
、
と
も
に
類
似
し
た
内
容
で
あ
る
が
、
梵
文
法
華
経
は
、

の
閏
３
８
』
呂
画
胃
且
曽
薗
画
恩
威
蔚
島
８
８
３
－

（
巧
）

閏
ご
画
ヨ
ぐ
画
８
ヨ
ロ
国
ず
ぽ
画
掛
Ｂ
ｏ
ｍ
Ｑ
営
日
屋
丙
建
ヨ
ュ
蔵
冒
閉
二

（
十
方
か
ら
集
ま
っ
た
一
切
世
間
の
光
明
よ
、
我
々
は
真
実
の
言
葉
を
語
る
。
あ
な
た
は
信
解
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
。
）

と
あ
り
、
我
々
は
真
実
の
言
葉
を
語
る
、
あ
な
た
は
且
冨
目
〔
房
鐵
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
漢
訳
両
経
に
よ
っ
て
心
、
心
不
虚
と

訳
さ
れ
た
も
の
は
且
冨
日
巨
冨
一
に
対
す
る
訳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
漢
訳
両
経
に
訳
さ
れ
た
こ
の
心
、
或
は
心
不
虚
は
、
法
華

経
を
弘
経
す
る
者
と
し
て
の
心
の
あ
り
方
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
を
ふ
ま
え
る
時
、
且
ご
目
烏
建
を
知
っ
て
い
る
と
い
う

時
の
鼠
巨
日
一
烏
醸
は
弘
経
者
の
心
の
状
態
・
あ
り
方
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
法
華
経
を
信
じ
よ
う
と
い
う
出

発
点
的
な
こ
と
に
主
意
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
信
じ
得
た
も
の
の
も
つ
心
の
あ
り
方
、
心
の
状
態
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
勧
持
品
で
二
度
示
さ
れ
る
且
寓
目
烏
堂
の
語
に
関
し
て
妙
、
正
両
法
華
経
と
も
に
一
度
を
解
脱
と
訳
し
、
一
度
を
妙
法

華
経
は
我
が
心
を
知
る
と
訳
し
、
正
法
華
経
は
心
不
虚
を
見
る
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
見
る
は
我
々
の
心
の
様
を
見
て
知
り
つ
く

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
両
者
は
同
様
の
見
解
に
立
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
且
冨
日
匡
‐

胃
一
は
単
に
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
頼
り
得
た
も
の
が
立
っ
て
い
る
心
を
理
解
す
る
、
知
り
尽
し
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
に

（
蝿
）

松
涛
誠
廉
博
士
ら
に
よ
る
法
華
経
の
和
訳
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
あ
な
た
は
（
私
ど
も
の
）
燃
ゆ
る
思
い
を
ご
ぞ
ん
じ
で
す
、
と
訳

出
し
て
い
る
が
、
且
三
目
〔
房
壁
を
燃
ゆ
る
思
い
と
訳
出
し
た
の
も
、
そ
れ
が
野
呂
畠
働
が
も
っ
て
い
る
よ
う
な
信
じ
ま
す
と
い
う
意
味

あ
い
と
は
ち
が
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。

抱
握
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（5）



漢
訳
両
経
を
見
る
限
り
、
勧
持
品
の
中
で
は
右
の
二
箇
所
の
外
に
、
信
楽
の
語
と
敬
信
の
語
と
の
訳
語
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
の

信
楽
の
語
は
、
摩
訶
波
閣
波
提
と
耶
輸
陀
羅
と
そ
の
春
属
と
が
釈
尊
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
正
法
華
経
に
は

（
Ⅳ
）

唯
然
大
聖
。
我
等
信
二
楽
是
仏
法
訓
一
・
堪
任
訓
読
。
又
及
二
余
人
他
方
世
界
一
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
妙
法
華
経
は（
肥
）

世
尊
。
我
等
亦
能
於
二
他
方
国
土
一
広
宣
一
此
経
一
。

ぐ
い
昌
関
目
四
℃
一
ず
毎
画
胴
画
ぐ
画
口
の
関
口
巨
厨
画
ぽ
画
日
凹
底
画
旨
］
四
ヨ
旦
彦
四
吋
目
四
で
画
『
望
倒
昌
画
ヨ
の
画
ヨ
ロ
吋
画
丙
朕
画
冨
舜
匡
卦
己
思
ｏ
一
門
目
①
汽
画
］
①
己
鼠
ｏ
－
１

（
畑
）

目
①
３
日
畠
①
．
凰
可
目
風
２
旨
宮
島
画
冨
磐
昼
一

（
世
尊
よ
、
後
の
時
代
、
後
の
時
に
我
之
は
他
の
世
界
に
い
て
も
こ
の
法
門
を
説
く
こ
と
に
努
め
ま
す
）

で
あ
り
、
妙
法
華
経
と
同
一
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
法
門
の
説
示
に
努
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
経
典
に
対
す
る
真

心
が
こ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
正
法
華
経
は
是
の
仏
法
の
訓
を
信
楽
し
と
意
訳
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

叉
、
二
十
行
の
偶
と
呼
ば
れ
る
品
末
の
偶
の
中
の
第
十
四
偶
に
あ
た
る
妙
法
華
経
の
訳
文
は
、

（
釦
）

悪
鬼
入
二
其
身
一
罵
二
冒
穀
三
辱
我
一
我
等
敬
二
信
仏
一
当
し
著
二
忍
辱
鎧
一
。

と
あ
り
、
仏
を
敬
信
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
皿
）

悉
罵
一
曽
我
等
一
諸
比
丘
如
レ
鬼
在
世
行
一
恭
敬
一
皆
令
レ
忍
二
苦
患
一

と
、
恭
敬
を
行
ず
と
な
し
て
い
る
が
、
梵
文
法
華
経
は

鴇
目
ｇ
ｇ
ｇ
ｍ
さ
窓
口
骨
⑦
巨
勗
“
颪
日
“
切
目
易
百
日
昌
一

と
な
っ
て
お
り
、
梵
文
法
華
経
は

（ 6 ）



安
楽
行
品
（
正
・
安
行
品
、
梵
・
の
烏
冨
ぐ
旨
即
画
己
閏
毒
胃
薗
）
は
勧
持
品
の
あ
と
を
う
け
て
、
釈
尊
の
滅
後
に
法
華
経
を
説
示
す

る
た
め
の
心
得
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
・
口
・
意
・
誓
願
の
四
安
楽
行
と
い
う
型
で
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の
六
箇
所
に
お
い

て
「
信
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
四
安
楽
行
の
第
三
番
目
の
意
安
楽
行
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

（
認
）

聴
已
能
持
。
持
已
能
調
。
涌
已
能
説
。
説
已
能
書
。
若
使
下
人
書
。
供
二
養
経
巻
一
恭
敬
尊
重
讃
歎
上
。

こ
れ
は
意
安
楽
行
を
成
就
し
た
人
に
は
、
同
学
の
者
が
あ
ら
わ
れ
、
又
法
華
経
を
聞
く
大
衆
も
あ
ら
わ
れ
て
、
聞
い
た
も
の
を
持
ち
講

し
…
…
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
下
り
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
鯉
）

若
講
若
聞
信
二
楽
斯
典
一
。
諭
二
持
雷
三
写
赦
之
竹
帛
一
。

と
あ
っ
て
、
妙
法
華
経
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
信
楽
の
語
を
の
せ
て
い
る
。
一
方
、
梵
文
法
華
経
は

雪
⑦
放
急
目
目
］
烏
肖
目
“
己
閏
忌
旨
ョ
吟
。
選
目
感
の
国
呂
幸
珊
一
目
感
冨
詳
言
望
目
建
・
冨
愚
己
葛
四
口
ご
ロ
閏
冒
ぐ
ｇ
の
冨
口
鐵

一
詳
言
釦
望
四
口
陣
屋
丙
冒
い
む
四
国
や
昌
画
目
蝕
己
巨
の
冨
丙
画
、
脚
奇
脚
ヨ
。
“
丙
騨
ぐ
中
・
…
．

丙
掛
昌
ご
画
冨
爾
箇
ヨ
ワ
目
号
冒
倒
呂
珂
閏
］
①
冨
昌
胃
農
麗
畠
旦

（
こ
の
世
の
王
に
お
け
る
尊
敬
を
も
っ
て
、
極
め
て
な
し
難
い
も
の
を
忍
び
、
忍
耐
の
鎧
を
つ
け
て
、
こ
の
経
典
を
説
こ
う
）

と
あ
り
、
そ
こ
に
は
敬
信
・
恭
敬
に
あ
た
る
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。
忍
辱
の
鎧
を
つ
け
て
こ
の
経
典
を
説
示
し
よ
う
と
い
う
た
め
に
は
、

先
づ
そ
の
経
典
に
対
す
る
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
漢
訳
両
経
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
訳
語
は
補
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

4

（7）



そ
し
て
、
誓
願
安
楽
行
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
智
恵
劣
る
人
と
に
法
華
経
を
説
こ
う
と
す
る
時
に
は
、
神
通
力
を
も
っ
て
こ
の
法
の

中
に
入
ら
せ
ん
と
誓
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
の
中
に
は
、

如
来
方
便
随
し
宜
説
レ
法
。
不
し
聞
不
レ
知
不
レ
覚
不
レ
問
不
レ
信
不
総
』

と
し
て
不
信
と
不
解
の
語
が
示
さ
れ
て
い
る
。
正
法
華
経
は

（
”
）

行
二
大
乗
一
者
善
権
方
便
演
二
真
諦
誼
一
。
若
聴
聞
者
。
不
し
知
不
レ
了
不
レ
説
不
レ
信
不
レ
省
不
レ
綜
・

と
あ
っ
て
不
信
と
不
省
の
語
が
示
さ
れ
て
お
り
、
梵
文
法
華
経
は

胃
厨
普
筒
脚
冨
の
］
ｇ
響
画
冨
屋
世
冒
昏
の
騨
忌
号
倒
ｇ
勝
冒
ョ
目
ぎ
ぐ
目
舜
旨
“
一
目
目
什
旨
画
冒
号
冒
員
の
ロ
“
貝
８
琶
目
ご

（
詔
）

邑
画
恥
愚
＆
且
底
画
画
建
口
豊
匡
日
肩
弓
脚
目
蔚

（
彼
ら
は
如
来
の
善
巧
方
便
の
深
い
意
味
で
語
ら
れ
た
も
の
を
聞
か
ず
、
知
ら
ず
、
覚
ら
ず
、
問
わ
ず
、
信
ぜ
ず
、
信
解
し
な
い
。
）

と
し
て
、
酔
圃
呂
嵐
と
四
目
旨
烏
醸
の
二
語
を
続
け
て
語
っ
て
い
る
。

即
ち
、
妙
法
華
経
の
不
信
は
肖
圃
野
且
障
融
の
訳
で
あ
り
不
解
は
口
画
呂
匡
日
ロ
胃
一
の
訳
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
法
華
経
は
不
信
と
不

省
と
に
訳
出
し
た
こ
と
が
解
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
と
も
に
⑳
愚
民
嵐
と
且
冨
目
烏
醸
と
に
差
を
与
え
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
こ
の
法
門
を
聞
き
、
信
じ
、
頼
り
、
受
持
し
、
理
解
し
、
書
写
し
、
人
を
し
て
書
写
さ
せ
、
書
物
と
な
し
、
恭
敬
し
…
…
）

で
あ
る
か
ら
、
正
法
華
経
の
信
楽
の
訳
に
あ
た
る
野
呂
ｓ
国
の
語
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

法
華
経
を
受
持
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
欝
画
＆
彦
四

に
ふ
れ
ら
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
だ
と
い
え
る
が
、
逆
に
信
は
当
然
あ
る
べ
き
基
本
で
あ
る
か
ら
妙
法
華
経
は
こ
れ
を
持
の
一
字
に
要
約

（8）



と
示
す
が
、
梵
文
法
華
経
は

（
弘
）

自
曾
働
丙
泓
箇
。
閏
朕
＆
の
冒
号
ぐ
胃
礫
酔
い
＆
昏
馨
口
溺
嘗
呉
。
ご
巨
冨
＆
ず
四
ず
ず
画
急
遇
目
陣
目
閏
自
画
閏
画
菌
冨
冒

（
空
中
を
行
く
神
々
は
、
信
を
抱
き
、
法
を
聞
く
た
め
に
あ
と
に
従
う
で
あ
ろ
う
。
）

と
な
し
て
、
漢
訳
両
経
に
な
い
恥
愚
＆
彦
脚
を
語
り
、
野
口
＆
鼠
が
あ
る
故
に
法
華
経
を
聴
こ
う
と
し
て
随
侍
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

梵
文
法
華
経
は

と
語
り
、
正
法
華
経
も

（
調
）

虚
空
神
明
無
数
天
子
聴
一
所
説
経
一

尚
、
妙
法
華
経
は
右
の
文
に
続
い
て
更
に
、

（
鋤
）

其
人
雌
逼
不
レ
問
二
不
し
信
琴
一
不
四
解
是
経
一
。

と
く
り
返
し
た
文
の
中
で
不
信
を
語
っ
て
い
る
が
、
正
法
華
経
は
こ
れ
を
一
続
き
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
く
り
返
し
が
な
い
の

で
、
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、
梵
文
法
華
経
は
、

（
帥
）

且
旦
冨
９
－
９
》
習
閏
一
畠
錺
鼠
昌
忌
鳶
ご
響
畠
誘
風
目
昌
男
鼻
餅
畠
窃
鼠
目
口
胃
巷
幽
８
嵐
当
四
目

（
神
通
力
に
よ
っ
て
、
廻
心
さ
せ
、
己
胃
酋
冒
さ
せ
、
理
解
さ
せ
、
成
熟
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
）

（
釦
）

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
脅
且
巳
愚
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
妙
法
華
経
は
冨
昌
旨
を
信
と
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
誓
願
安
楽
行
に
住
し
て
法
華
経
を
説
く
者
は
過
失
が
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
、
彼
は
比
丘
・
比
丘
尼
や
諸
天
ら
に
守
護
せ

ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
下
り
で
、
妙
法
華
経
は

（
犯
）

虚
空
諸
天
為
し
聴
レ
法
故
亦
常
随
侍

て
い
る
。

（9）



い
る
。
文
章
の
型
と
し
て
は
こ
の
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

安
楽
行
品
で
は
更
に
、
髻
中
明
珠
の
嶮
の
中
で
二
度
、
信
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は

（
弱
）

以
下
此
難
信
之
珠
久
在
一
髻
中
一
。
不
中
妄
与
心
人
。
而
今
与
し
之

で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
正
法
華
経
は
意
訳
し
た
如
く
で
該
当
す
る
言
染
が
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
梵
文
法
華
経
に
は
、

（
錨
）

協
弓
画
旨
丙
幽
野
呂
己
〕
９
画
ョ
急
の
日
脚
冒
す
匿
画
８
日

（
一
切
世
界
は
そ
れ
を
信
ぜ
ず
、
驚
き
を
生
じ
た
）

と
あ
っ
て
、
妙
法
華
経
で
は
難
信
が
珠
の
形
容
詞
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
転
輪
聖
王
が
髻
中
の
珠
を
人
に
与
え
る
こ
と
が
信

（
一
切
世
界
は
そ
れ
を
信
延

と
あ
っ
て
、
妙
法
華
経
で
は
錘

と
な
し
、
梵
文
法
華
経
は

（
調
）

忠
２
画
］
（
詩
朕
愚
民
胃
冒
日
号
冨
塁
菌
ロ
昌
箇
日
目
時
昌
如
満
冨
ｇ
色
昌
農
胃
目
四
℃
胃
忌
冒
ヨ
ゥ
嵐
粗
蔚
の
日
脚

（
一
切
世
界
が
信
ぜ
ず
、
未
だ
曾
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
も
示
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
こ
の
法
門
を
説
か
れ
た
）

と
な
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
三
経
と
も
同
じ
で
信
じ
難
い
の
は
法
華
経
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
安
楽
行
砧
に
お
い
て
は
、
一
簡
所
の
み
に
お
い
て
且
ご
日
ロ
丙
醸
が
語
ら
れ
て
お
り
、
他
の
五
箇
所
で
は
酔
い
＆
爵
が
語

じ
難
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

と
な
し
て
お
り
、
正
法
華

普
諸
世
界
古
今
以
来
。

と
な
し
、
梵
文
法
華
経
は

正
法
華

そ
し
て
続
い
て
法
華
経
が
一
切
衆
生
を
救
う
教
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

（
師
）

一
切
世
間
多
し
怨
難
レ
信
。
先
所
し
未
し
説
而
今
説
し
之

経
は

（
犯
）

以
来
。
無
し
有
し
信
二
此
正
法
華
経
一
未
二
曾
暢
Ｐ
説

（〃）



ら
れ
、
一
箇
所
は
冨
詳
ご
餌
が
語
ら
れ
て
い
る
。
指
摘
し
て
来
た
よ
う
に
伽
国
民
ぽ
ぃ
を
妙
法
華
経
は
三
度
に
亘
っ
て
信
と
訳
し
、
二
度

は
意
訳
を
し
て
お
り
、
正
法
華
経
は
二
度
は
信
と
訳
し
、
一
度
は
信
楽
と
訳
し
、
二
度
は
意
訳
を
し
、
且
匡
日
〔
民
建
に
関
し
て
は
妙
法

華
経
は
不
解
と
訳
し
、
正
法
華
経
は
不
省
と
訳
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
妙
・
正
法
華
経
は
と
も
に
野
画
登
高
を
信
ず
る
も

の
、
且
冨
目
一
烏
罫
を
理
解
を
と
も
な
う
も
の
と
し
て
抱
握
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
両
語
の
ち
が
い
を
端
的
に
示
す
も
の
が
、
脅
且
障
融
と
且
冨
自
虐
宍
郵
と
が
続
け
て
語
ら
れ
た
簡
所
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
両
語
を

相
違
す
る
質
を
も
つ
も
の
と
暗
示
を
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
の
従
地
涌
出
品
や
分
別
功
徳
品
の
漢
訳
両
経
の
場
合
は
、
こ

の
間
に
差
別
を
認
め
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
も
思
わ
れ
る
。

〔
註
〕（

１
）
多
宝
如
来
は
宝
塔
の
中
か
ら
大
音
声
を
放
ち
、
「
善
哉
善
哉
…
…
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
如
二
所
説
一
者
、
皆
是
真
実
。
」
（
大
正
九
・
３
２
中
Ｉ
下
、

１
０
２
下
、
Ｋ
２
４
０
。
）
と
語
り
、
多
宝
塔
の
扉
を
開
い
た
釈
尊
が
塔
の
中
で
多
宝
如
来
と
並
ん
で
坐
っ
た
。
（
大
正
九
・
３
３
下
、
１
０
４
上

Ｋ
２
４
９
１
２
５
０
）
と
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
便
蹴
上
、
五
種
法
師
と
表
現
し
た
が
、
妙
法
華
経
以
外
は
五
種
の
型
に
整
理
さ
れ
て
は
い
な
い
。
棲
神
四
一
号
、
Ｐ
７
３
以
降
、
拙
著
「
五
種
法

師
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
参
照

（
３
）
大
正
九
・
３
３
下
、
１
０
４
上
、
Ｋ
２
５
０

（
３
）
大
正
九
・
３
３
下
、

（
４
）
大
正
九
・
３
４
中

（
５
）
″
１
０
５
‐

（
６
）
Ｋ
２
５
５

（
７
）
大
正
九
・
３
２
下

″
１
０
５
上

〔
皿
）
大
正
九
・
３
６
上

（
８
）
Ｋ
２
４
０

（
９
）
大
正
九
・
１
０
２
下

へ

11
ｰ

〃

1

0

6

中

（血）
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大
正
九
・
３
８
下

Ｋ
２
８
８

従
地
涌
出
品
の
中
で
、

大
正
九
・
３
８
下

ｊＪ

１
０
９
中

Ｋ
２
８
８

大
正
九
・
３
９
上

Ｋ
２
９
０

大
正
九
・
３
９
上

″
１
０
９
下

Ｋ
２
９
０

Ｋ
２
８
６

大
正
九
・
３
８
下

Ｋ
２
８
８

大
正
九
・
３
８
中

″
１
０
９
上

大
正
九
・
３
６
下

″
１
０
７
上

Ｋ
２
７
３

中
央
公
論
社
・
法
華
経
Ⅱ
６
１

大
正
九
・
１
０
６
下

Ｋ
２
６
７

大
正
九
・
３
７
上

″
１
０
７

Ｋ
２
７
４

１
０
７

K〃″
１
０
９
中

３
６
中

２
７
０

中

こ
の
言
葉
は
酔
い
且
颪
．
且
三
目
屋
再
一
と
並
ん
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
Ｋ
３
１
２

(12)



そ
の
従
地
涌
出
品
は
説
示
の
前
半
に
お
い
て
、
二
度
鼠
冨
日
（
烏
建
に
関
す
る
説
示
を
見
せ
、
後
半
に
お
い
て
一
度
且
匡
日
（
馬
陸
七

箇
所
で
恥
国
民
嵐
に
関
す
る
説
示
を
見
せ
て
い
る
。

岐
初
の
且
匡
目
巨
廓
一
に
関
す
る
説
示
は
、
涌
出
し
た
菩
薩
ら
が
釈
尊
に
挨
拶
し
、
そ
れ
に
答
え
た
釈
尊
の
言
葉
の
中
に
見
ら
れ
る
。

即
ち
、
釈
尊
は
今
ま
で
教
化
し
て
来
た
衆
生
ら
は
世
々
よ
り
こ
の
か
た
諸
仏
を
供
養
し
、
善
根
を
植
え
て
い
る
の
で
化
度
し
易
い
と
述
べ

是
諸
声
聞
信
楽
。
吾
教

で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
は

こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

始
見
二
我
身
一
聞
二
我
所
説
一
。

従
地
涌
出
品
（
正
・
菩
薩
従
地
涌
出
品
。
梵
・
国
己
冨
閻
ず
ぎ
脚
胃
昏
冒
く
ぎ
四
国
の
四
日
目
恩
昌
四
℃
閏
辱
閏
冨
）
は
、
他
方
の
国
土
か

ら
来
っ
た
八
万
恒
河
沙
の
数
を
越
え
る
菩
薩
ら
が
、
我
々
も
釈
尊
の
滅
後
に
お
い
て
法
華
経
を
弘
め
よ
う
と
申
し
出
る
が
、
釈
尊
は
こ
れ

を
制
止
さ
れ
て
、
わ
が
娑
婆
世
界
に
は
六
万
恒
河
沙
の
菩
薩
ら
が
い
て
、
こ
の
者
ら
が
法
華
経
を
説
く
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
そ
の
時
、

大
地
か
ら
沢
山
な
上
行
菩
薩
等
の
菩
薩
ら
が
涌
出
し
釈
尊
に
対
し
て
久
閼
を
述
べ
る
。
こ
れ
を
見
て
人
と
は
驚
き
、
こ
の
地
涌
の
菩
薩
ら

は
何
処
か
ら
何
の
因
縁
を
も
っ
て
来
た
の
か
、
と
弥
勒
菩
薩
が
代
表
し
て
釈
尊
に
質
問
を
す
る
、
と
い
う
型
を
と
っ
て
説
示
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。

（
の
色
）

吾
教
入
一
手
仏
慧
一
。

5

（
１
）

即
皆
信
受
入
一
如
来
慈
一
。

(I3)



（
Ｑ
Ｊ
）

烏
泳
目
豊
①
ぐ
脚
冨
冒
旨
冒
寓
讐
降
脚
ぐ
眉
画
。
８
日
“
日
段
冨
日
巨
ｏ
穏
昌
①
ｇ
且
冨
盲
目
閏
目
画
く
脚
冨
国
巨
ご
“
ぐ
幽
恩
冨
具
①

（
実
に
善
男
子
よ
、
私
を
見
る
だ
け
、
聞
く
だ
け
で
信
解
し
、
ブ
ッ
ダ
の
智
慧
を
理
解
し
、
入
っ
て
い
る
）

と
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
信
受
・
信
楽
と
両
漢
訳
経
典
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
も
の
は
、
鼠
冨
旨
匡
ｏ
冒
具
①
の
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ

の
言
葉
は
且
冨
日
匡
胃
一
の
基
本
と
な
る
動
詞
且
旨
く
目
巨
ｏ
の
三
人
称
・
複
数
・
能
動
態
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
且
冨
員
旨
胃
一
と
同
様

（
４
）

に
判
断
し
て
も
差
し
つ
か
え
は
な
か
ろ
う
ｏ
信
は
本
来
、
行
い
を
と
も
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
且
匡
目
月
に
は
む
し
ろ
理
解

す
る
と
い
う
意
味
あ
い
の
方
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
且
ご
日
匡
目
が
降
画
＆
颪
の
意
味
す
る
信
と
は
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
言
葉
を
聞
い
た
菩
薩
ら
は
偶
を
語
る
が
、
そ
の
中
に
は

（
５
）

能
問
二
諸
仏
甚
深
智
慧
一
聞
已
信
行
我
等
随
喜

と
あ
る
。
こ
の
簡
所
の
正
法
華
経
と
梵
文
法
華
経
は
そ
れ
ぞ
れ

（
６
）

欲
し
得
し
聞
二
大
聖
教
命
絢
深
要
一
聴
し
之
歓
喜
信
乃
入
二
法
供
養
一

掃
。
Ｅ
“
ョ
蔵
習
“
彊
日
ｇ
§
ョ
野
昌
目
感
冒
ぐ
餌
口
母
“
恵
一

降
呉
乱
８
“
号
冒
匡
畠
目
蔚
昇
薗
儲
閏
量
８
口
ど
農
且
一

（
指
導
者
よ
、
あ
な
た
の
こ
の
深
遠
な
智
慧
を
聞
き
、
聞
い
て
信
解
し
、
到
達
す
る
、
指
導
者
よ
）

で
あ
り
、
信
行
・
信
と
訳
さ
れ
た
も
の
は
且
言
日
宮
。
黒
目
扇
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
こ
の
箇
所
に
お
け
る
且
冨
日
屋
。
の
意
図
す

る
も
の
は
、
こ
の
前
の
長
行
に
お
け
る
も
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
二
箇
所
に
お
け
る
且
寓
目
負
。
の
使
用
例
は
と
も
に
仏
滅
後
に
お
い
て
法
華
経
を
説
く
こ
と
を
申
し
出
で
た
の
に
釈
尊

(I4)



更
に
弥
勒
菩
薩
は
未
曾
有
な
り
と
怪
ん
で
、
釈
尊
は
釈
迦
族
の
太
子
と
し
て
出
生
し
、
仏
陀
伽
耶
で
覚
り
を
開
い
て
か
ら
、
四
十
余
年

を
過
ぎ
た
ば
か
り
で
あ
る
の
に
、
地
涌
の
菩
薩
ら
が
久
遠
よ
り
こ
の
か
た
菩
薩
の
道
を
行
じ
梵
行
を
修
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
二
十
五

才
の
青
年
が
百
才
の
人
を
指
し
て
、
こ
れ
は
わ
が
子
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
信
じ
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
の
所
を
妙
法
華

経
は
、

と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

（
皿
）

四
口
”
の
『
画
ぐ
四
ワ
毒
画
行
画
ご
画
昌
肖
凰
ぐ
帥
。
凶
野
巨
ｐ
辱
く
色
の
四
吋
ぐ
の
目
］
曾
昌
画
野
画
・
回
四
Ｑ
暦
画
包
昏
ぐ
閏
昌
一

（
私
の
汚
れ
な
き
真
実
の
言
葉
を
聞
い
て
、
す
べ
て
私
を
信
ぜ
よ
）

で
あ
る
か
ら
泳
国
呂
鼠
が
信
と
訳
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
地
涌
の
菩
薩
の
存
在
は
釈
尊
の
言
葉
を
信
ず
る
以
外
に
道
が
な
い
こ

に
よ
っ
て
制
止
さ
れ
た
八
万
恒
河
沙
の
菩
薩
ら
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
箇
所
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
従
地
涌
出
品
の

中
で
の
地
涌
の
菩
薩
ら
に
つ
い
て
の
説
示
に
関
し
て
相
違
が
あ
る
か
ど
う
か
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
と
も
思
わ
れ
る
ｏ

更
に
こ
の
品
は
、
弥
勒
菩
薩
ら
が
地
涌
の
菩
薩
ら
に
つ
い
て
質
問
を
な
し
、
釈
尊
が
こ
れ
に
答
え
、
地
涌
の
菩
薩
は
私
が
教
化
し
た
も

の
だ
と
述
べ
る
が
、
そ
の
時
の
偶
の
末
尾
に
お
い
て
、

（
８
）

我
今
説
二
実
語
一
汝
等
一
心
信

と
宣
言
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
９
）

今
仏
所
説
至
誠
無
漏
聞
二
仏
歎
詠
一
皆
当
レ
信
し
之

今
仏
所
説
至
誠
無
漏

で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
は

（
ｕ
）

是
事
難
し
信
。

（お）



と
述
べ
、
正
法
華
経
は

（
吃
）

世
俗
之
人
所
不
信
者
。
而
今
得
し
信

と
述
べ
、
梵
文
法
華
経
は

（
蝿
）

菌
”
旨
８
℃
員
忌
餌
の
冒
匡
届
照
弓
営
目
且
ぐ
四
８
日
画
野
呂
号
畠
§
呂
画
ぐ
２
．
富
の
冒
邑
島
野
且
号
亀
“
日

（
世
尊
よ
、
こ
の
人
の
言
葉
は
世
間
の
者
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
ず
、
信
じ
が
た
い
で
し
ょ
う
）

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
四
酔
い
＆
胃
樹
昏
と
目
沃
且
巳
』
①
急
ョ
と
を
妙
法
華
経
は
ま
と
め
て
難
信
と
訳
出
し
て
い
る
が
、
正
法
華
経

の
而
今
得
信
の
訳
出
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
は
理
解
し
が
た
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
弥
勒
菩
薩
は
更
に
不
信
を
語
る
が
、
そ
の
箇
所
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
先
ず
妙
法
華
経
は

（
皿
）

我
等
錐
画
復
厚
一
仏
随
レ
宜
所
レ
説
。
仏
所
レ
出
言
未
二
曾
虚
妄
一
。
…
…
諸
新
発
智
菩
薩
。
於
二
仏
滅
後
一
・
若
聞
二
是
語
一
或
不
二
信
受
一
。

と
述
べ
、
正
法
華
経
は

（
蝿
）

今
我
以
四
受
三
信
二
誓
誠
諦
一
。
．
…
・
・
新
学
菩
薩
…
…
如
来
滅
後
聞
二
是
経
典
一
。
終
不
し
信
也
。

と
述
べ
、
梵
文
法
華
経
は

嵐
目
。
苦
》
ぐ
母
画
昏
昏
凹
恩
ぐ
曽
琴
の
厨
昏
倒
盟
冨
の
樹
ぐ
画
８
目
目
野
呂
自
画
鼠
隠
日
電
凹
目
農
一
…
愚
ぐ
画
冒
愚
の
画
日
冒
画
牌
置
‐

０
日
●

函
毎
両
ご
画
旨
己
屋
昌
閏
ず
ぎ
画
恩
ぐ
ぃ
回
す
且
匡
の
画
鳶
乱
目
画
蔵
帥
の
ｇ
冒
倒
…
ロ
胃
目
弓
茸
の
冨
昏
”
隠
圃
冒
冒
ヨ
ロ
昏
胃
目
色
息
ご
亀
四
目

（
蝿
）

脅
昌
乱
息
忌
昌
筥
選
自
醸
愚
恥
目
・
昌
爵
望
目
霞
己
麗
寓
目
烏
選
昌
竺

（
世
尊
よ
、
我
々
は
如
来
の
言
葉
を
信
ぜ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
…
世
尊
よ
、
新
発
智
の
菩
薩
大
士
ら
は
、
…
…
如
来
が
完
全
な
浬
梁

に
入
っ
た
後
に
、
ゞ
」
の
法
門
を
聞
い
て
も
、
冨
昌
冒
せ
ず
、
信
ぜ
ず
、
信
解
し
な
い
で
し
ょ
う
。
）
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で
あ
り
、

偶
で
は

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
如
来
の
言
葉
が
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
時
は
野
島
蹄
ず
り
、
新
発
智
の
菩
薩
ら
が
信
受
し
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
時
は
、
息
昌
冨
と
脅
画
目
冨
と
四
号
目
ｇ
と
の
三
つ
の
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
梵
文
法
華
経
は
示
し
て

い
る
。
漢
訳
両
経
が
こ
の
三
語
を
ま
と
め
て
不
信
受
、
不
信
の
一
語
を
も
っ
て
訳
出
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
類
似
し
た
意
味
合
い
を
持

つ
も
の
と
判
断
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
煩
雑
と
思
わ
れ
る
ま
で
に
く
り
返
し
言
葉
を
連
ね
て
強
調
す
る
よ
う
な
習
慣
が
経

典
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
三
語
を
並
列
す
る
こ
と
は
そ
れ
が
不
信
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
三
語
の

意
味
あ
い
を
全
同
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
地
涌
出
品
は
そ
の
品
末
に
お
い
て
、
弥
勒
菩
薩
偶
を
戦
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
四
十
七
偶
に
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

諸
菩
薩
衆
如
レ
是
色
峰

で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
は

是
事
難
二
思
議
一
云
何
而

こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

諸
菩
薩
衆
如
レ
是
色
像

ス
》
。

（
釦
）

富
吾
画
ョ
耳
目
画
昌
四
号
冨
巨
冨
目
国
句
綴
ョ
蔚
冨
ヨ
野
画
呂
農
冨
葛
画
昌
ご
閂
凰
ウ
呂
冨
留
雰
鼠
竺

（
ど
う
し
て
こ
の
菩
薩
ら
は
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
こ
と
を
信
じ
う
る
だ
ろ
う
か
）

あ
り
、
三
経
と
も
に
同
一
内
容
で
、
信
と
語
ら
れ
る
も
の
は
野
画
呂
冨
の
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
四
十
九

（
皿
）

父
少
而
子
老
挙
レ
世
所
レ
不
し
信 （

肥
）

云
何
而
可
レ
信

（
⑲
）

為
し
如
一
云
何
一
誰
当
レ
信
レ
此

（〃）



と
あ
り
、
正
・
梵
両
法
華
経
は
そ
れ
ぞ
れ
、

（
犯
）

是
我
等
父
而
為
二
最
勝
一
一
切
世
間
無
二
有
し
信
者
一
我
等
無
失

（
認
）

目
原
圖
１
烏
・
富
昌
圃
ロ
ウ
冨
急
さ
百
口
碑
盲
目
琶
肖
儲
冒
口
昌
３
－
日
』
①
菌
昌
や
客

（
世
間
の
指
導
者
よ
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
若
者
の
息
子
と
は
信
じ
難
い
）

で
あ
り
、
こ
こ
で
も
三
経
と
も
に
同
様
の
こ
と
を
示
し
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
目
源
国
＆
颪
の
訳
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で

と
述
べ
て
、
“

経
を
見
る
と
、

と
述
べ
て
い
る
が
、
正
法
華
経
は

あ
る
。

そ
し
て
、
品
末
尾
の
と
こ
ろ
で
妙
法
華
経
は
、

（
型
）

我
等
従
し
仏
聞
於
一
庇
事
一
無
し
疑
願
仏
為
二
未
来
一
淡
説
令
一
開
解
一
若
有
下
於
二
此
経
一
生
し
疑
不
レ
信
者
上
即
当
レ
堕
一
悪
道
一

汽
昌
ぽ
い
ヨ
旨
口
野
画
且
旦
昏
の
署
閏
昌
箇
画
ヨ
ゥ
昏
凹
ぐ
①
昌
画
ロ
四
目
骨
身
蔚
旨
汽
画
ご
旨
卿
電
画
丙
尉
日
旨
一

急
凰
嵐
蕨
四
四
閏
自
画
汽
画
口
画
汽
画
。
箆
画
の
唾
胃
口
閏
口
胃
ぽ
ぃ
の
脚
ヨ
間
目
巨
汽
彦
画
ざ
丙
四
目
”
計
冨
四
一
一

（
配
）

急
９
画
筋
画
再
尊
習
画
］
日
画
関
凰
牌
彦
習
の
恩
ｏ
ｇ
ｇ
巨
目
回
目
晶
脚
威
す
且
彦
厨
呉
弓
響
一

●

（
世
間
の
指
導
者
よ
、
面
前
で
聞
い
た
の
で
、
我
々
に
は
何
の
疑
惑
も
な
い
が
、
世
間
の
指
導
者
に
お
け
る
完
全
な
浬
藥
の
後
に
は
、

於
二
此
仏
道
一
而
何
所
人
当
し
信
二
此
言
一
若
於
二
導
師
滅
度
之
後
一
吾
等
於
レ
此
而
無
二
狐
疑
一
仏
前
目
観
則
聞
二
菩
薩
一

（
妬
）

於
一
是
之
処
一
初
学
閂
然
将
レ
無
一
菩
薩
一
帰
二
於
悪
道
一

述
べ
て
、
妙
法
華
経
の
不
信
を
当
信
と
訳
し
、
文
章
配
列
上
に
微
妙
な
一
豆
－
ア
ン
ス
の
ち
が
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
梵
文
法
華

そ
こ
で
は

(18)



即
ち
従
地
涌
出
品
に
お
け
る
七
簡
所
の
好
色
＆
園
の
訳
語
例
は
妙
法
華
経
の
信
受
の
一
度
を
除
き
、
漢
訳
両
経
と
も
に
す
べ
て
信
と

訳
出
し
て
お
り
、
且
冨
目
色
丙
睦
に
関
し
て
は
漢
訳
両
法
華
経
は
一
度
づ
つ
信
受
・
信
楽
と
訳
し
、
一
度
は
信
と
訳
し
、
降
画
＆
冨
画
な
ど
と

と
も
に
語
ら
れ
た
一
度
で
は
そ
の
訳
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
漢
訳
両
法
華

経
に
お
い
て
降
四
登
置
画
と
且
匡
目
巨
冨
一
と
の
二
語
の
差
異
が
明
白
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
両
経
と
も
に
且
冨
日
烏
建
を
も
野
画
‐

且
彦
卿
と
似
た
意
に
理
解
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
梵
文
法
華
経
の
使
用
例
に
関
し
て
の
拳
見
る
と
、
品
の
前
半
に
お
い
て
は
且
冨
目
巨
胃
一
が
語
ら
れ
、
後
半
に
お
い
て
は

酔
い
＆
毒
凹
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
両
者
の
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
品
の
前
半
は
六
万
恒
河

沙
の
衆
生
ら
に
関
す
る
物
語
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
且
冨
日
巨
寓
一
で
あ
り
、
地
涌
の
菩
薩
が
涌
出
し
て
か
ら
後
、
弥
勒
菩
薩

が
地
涌
の
菩
薩
の
何
た
る
か
を
質
問
す
る
と
い
う
、
地
湘
の
菩
薩
の
本
質
論
に
関
す
る
物
語
の
展
開
の
中
で
は
降
画
呂
冨
”
が
使
用
さ
れ

（
”
）

て
い
る
。
地
涌
の
菩
薩
に
関
し
て
は
昔
よ
り
未
だ
見
ず
聞
か
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
、
そ
れ
は
、
地
涌
の
菩
薩
の
存
在
に

関
し
て
、
或
は
釈
尊
の
教
化
の
力
に
関
し
て
は
、
人
間
と
し
て
の
理
解
や
人
間
が
人
間
と
し
て
到
達
し
う
る
境
地
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る

ど
う
し
て
降
画
呂
嵐
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
菩
薩
ら
は
こ
れ
に
つ
い
て
疑
惑
を
な
し
て
悪
道
に
お
ち
て
は
な
ら
な
い
）

と
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
妙
法
華
経
の
不
信
の
訳
語
は
邑
巨
野
呂
＆
融
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
吟
騨
目
昏
倒
さ
れ
な

い
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
で
疑
を
生
じ
て
悪
道
に
お
ち
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
野
四
目
置
凹
せ
よ
と
い
う
こ
と
の
逆

説
で
あ
ろ
う
。
正
法
華
経
が
当
信
と
積
極
的
に
訳
し
た
の
は
、
そ
の
辺
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ｏ
そ
こ
で
、
こ
こ
で

い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
言
葉
へ
の
そ
の
ま
ま
の
降
脚
＆
彦
脚
こ
そ
は
悪
道
に
お
ち
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
る
道
だ
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(I9)



と
、
信
の
文
字
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
文
に
該
当
す
る
正
・
梵
法
華
経
は
そ
れ
ぞ
れ
、

（
調
）

皆
当
下
強
意
普
存
一
堅
固
一
各
建
二
立
志
一
一
心
平
等
上

（
釦
）

島
昌
日
自
厨
昏
昇
乱
の
日
忌
日
目
岳
の
閏
蔚
間
目
目
鼠
壷
の
自
国
胃
冨
圃
ｇ
閨
良
彦
§
昌
一

（
堅
固
を
保
ち
、
瞑
想
を
な
し
、
す
べ
て
禅
定
に
住
し
て
お
れ
）

で
あ
っ
て
、
妙
法
華
経
の
信
力
の
語
は
意
訳
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

か
ら
、
そ
こ
で
は
腎
画
危
冨
の
象
が
地
湘
の
菩
薩
に
関
し
て
知
り
う
る
道
だ
と
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

〔
註
〕（

１
）
大
正
九
・
４
０
中

（
２
）
″
１
１
１
上

″
１
１
１
上

尚
、
妙
法
華
経
に
よ
る
と
、

（
配
）

汝
今
出
一
宿
力
一
住
二
於
忍
善
中
一

（
５
）
大
正
九
・
４
０
中

（
６
）
″
１
１
１

（
７
）
Ｋ
３
０
２

（
８
）
大
正
九
・
４
１
中

（
９
）
″
１
１
２

（
皿
）
Ｋ
３
１
０

（
、
）
大
正
九
つ
４
１
下

大
正
九
・
４
１
中

″
１
１
２
中

１
１
１

（
３
）
Ｋ
３
０
１
１
２

（
４
）
石
上
善
応
「
仏
典
に
現
わ
れ
た
国
冨
再
啓
信
の
用
例
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
Ｖ
Ｏ
Ｌ
８
１
２
）
に
は
、
野
凹
呂
冨
は
師
と
仰
ぐ
人
の
教
え
を
聞

き
、
そ
の
人
の
教
え
、
行
動
、
そ
の
人
自
身
に
信
頼
す
る
こ
と
で
、
そ
の
規
範
を
自
分
の
行
動
と
結
び
つ
け
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
実
践
徳
目
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
、
と
あ
る
。
そ
し
て
、
且
寓
目
烏
昼
に
つ
い
て
は
、
心
の
自
由
な
、
即
ち
完
全
な
状
態
を
な
す
、
と
あ
る
。

Ｋ
３
０
１
１
２

石
上
善
応
「
仏
典
に
現
斗

、
そ
の
人
の
教
え
、
行
社

よ
う
に
な
る
、
と
あ
る
。

上

（”）



如
来
寿
量
品
（
正
・
如
来
現
寿
品
、
梵
・
忌
呂
樹
餌
威
冒
心
ロ
３
日
目
画
９
号
閏
厨
）
は
、
従
地
涌
出
品
に
お
け
る
弥
勒
菩
薩
の
質

（
１
１
）

問
に
答
え
る
と
い
う
型
を
と
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
品
の
主
張
は
法
華
経
の
眼
目
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
伽
耶
始

成
の
仏
身
観
を
破
し
て
、
仏
の
寿
命
の
無
限
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
久
遠
実
成
の
仏
身
観
の
説
示
を
展
開
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

即
ち
、
五
百
塵
点
劫
を
説
い
て
、
伽
耶
成
道
の
歴
史
的
事
実
を
破
し
、
燃
灯
仏
目
息
昌
厨
国
と
し
て
出
現
し
て
見
せ
た
こ
と
も
、
浬

（
狸
）
″
１
１
２
－

（
昭
）
Ｋ
３
１
１

（
皿
）
大
正
九
・
４
１
下

（
巧
）
″
１
１
２
｝

（
略
）
Ｋ
３
１
２

（
Ⅳ
）
ご
画
算
ご
口
に
つ
い
一

（
旧
）
大
正
九
・
４
２
上

（
岨
）
″
１
１
２
－

（
釦
）
Ｋ
３
１
３

（
虹
）
大
正
九
・
４
２
上

（
理
）
″
１
１
３
．

（
鯛
）
Ｋ
３
１
３

（
型
）
大
正
九
・
４
２
上

（
調
）
″
１
１
３
．

（
お
）
Ｋ
３
１
４

（
”
）
大
正
九
・
４
０
中
、

（
認
）
大
正
九
・
４
１
上

（
調
）
同
・
３
０
８

（
釦
）
Ｋ
・
３
０
８

に
つ
い
て

14

12

3上
上

４
２
上

１
１
３
上

３
１
３

４
１
下

１
１
２
下

１
１
２
下

３
１
１

、
同
居
①
『
８
９
は
こ
の
語
が
、
し
ば
し
ば
酔
画
目
冨
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

４
２
上

１
１
２
下

３
１
３

１
１
１
上
、
Ｋ
３
０
２

6

（”）



で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
は

（
４
）

画
ぐ
画
冒
言
凹
冒
号
菌
ョ
目
①
汽
巳
ｇ
ｇ
＆
画
呂
陣
画
＆
且
富
農
ぐ
§
厨
房
樹
四
国
の
冨
昏
巨
国
昏
乱
８
ョ
曼
留
胃
四
薗
迂

（
善
男
子
よ
、
如
来
の
真
実
の
言
葉
を
信
ず
べ
し
）

で
あ
る
か
ら
、
野
四
＆
彦
倒
を
妙
法
華
経
は
信
解
と
訳
し
、
正
法
華
経
は
信
と
訳
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
言
葉
は
三
度
く
り
返
し
て

語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
妙
法
華
経
も
三
度
く
り
返
し
て
訳
出
を
し
て
い
る
が
、
正
法
華
経
の
み
、
三
挙
二
声
詔
一
と
し
て
三
度
く
り
返
す
訳

を
省
略
し
て
い
る
が
、
煩
雑
を
さ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
釈
尊
の
こ
の
勧
め
に
対
し
て
弥
勒
菩
薩
を
は

じ
め
と
す
る
入
念
は
、
こ
れ
を
説
き
た
ま
え
と
三
論
を
す
る
が
、
そ
の
三
論
の
中
で
、

（
５
）

梁
を
示
し
て
見
せ
た
こ
と
も
、
す
べ
て
衆
生
を
導
き
仏
道
に
入
ら
せ
る
た
め
の
方
便
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
釈
尊
は
久
遠
の
生
命

の
持
ち
主
で
あ
る
と
の
説
示
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
の
如
来
寿
堂
品
は
目
頭
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

（
２
）

諸
善
男
子
。
汝
等
当
し
信
二
解
如
来
誠
諦
之
語
一

我
等
当
し
信
二
受
仏
語
一

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
｛

我
等
悉
信
二
如
来
所
詔

で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
率

勺
。
こ
の
文

華
経
は

こ
れ
に
対
す
る
正
法
華
経
は

（
３
）

諸
族
姓
子
。
悉
当
レ
信
二
仏
誠
諦
至
教
一
。
勿
レ
得
一
猫
予
一

涯

（
６

－
如
来
所
詔
一

に
対
す
る
正
法
華
経
は

Ｕ
）
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何
故
感
惣
欲
得
現
已

と
あ
り
、
梵
文
法
華
経
は

如
来
寿
量
品
は
更
に
偶
の
中
に
お
い
て
い
厨
呂
彦
幽
に
関
す
る
説
示
を
展
開
し
て
い
る
。
即
ち
、
世
間
の
父
で
あ
る
釈
尊
は
久
遠
の
生

命
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
狂
子
を
治
す
る
良
医
の
よ
う
に
、
顛
倒
せ
る
凡
夫
ぐ
一
息
風
冨
昌
且
冨
な
る
を
知
っ
て
浬
藥
凰
弓
匂
冨
し

て
見
せ
た
の
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

（
○
Ｏ
）

以
二
常
見
Ｐ
我
故
而
生
二
傭
恋
心
一
放
逸
著
二
五
欲
一
堕
二
於
悪
道
一

た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
妙
法
華
経
で
は
野
口
＆
爵
に
言
及
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
正
法
華
経
の
中
に
は
、

（
ｎ
コ
）

何
故
感
惣
欲
得
現
已
人
常
闇
弊
使
二
意
信
楽
一
以
二
放
逸
一
故
墜
二
堕
三
処
一

れ
る
。

（
守
Ｊ
）

ぐ
ぃ
雪
画
昌
念
騨
毎
卿
函
画
厨
”
罠
四
ず
ぽ
画
盤
冨
昌
凹
ご
冨
野
脚
・
・
彦
倒
切
望
四
日
四
宮

（
我
奄
は
如
来
の
語
ら
れ
た
も
の
を
信
ず
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
も
梵
文
法
華
経
で
は
三
度
く
り
返
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
妙
法
華
経
は
右
の
我
等
当
信
受
仏
語
の
次
に
、

如
レ
是
三
白
已
。
復
言
唯
願
説
し
之
。
我
等
当
信
二
受
仏
語
一
。
と
示
し
て
、
三
度
く
り
返
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
実
は
再
言
し
た
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
正
法
華
経
は
我
等
悉
信
二
如
来
所
詔
一
。
菩
薩
白
し
仏
而
亦
至
レ
三
と
、
三
度
く
り
返
し
た
こ
と
を
示
す
の
に
と
ど
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
く
り
返
し
は
全
く
同
じ
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
さ
け
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
品
の
冒
頭
に
お
い
て
釈
尊
と
菩
薩
ら
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
三
度
び
も
同
じ
言
葉
が
語
ら
れ
、
そ
の
中
で
い
日
＆
園
が

そ
れ
ぞ
れ
口
に
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
久
遠
実
成
を
説
示
す
る
発
端
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
方
便
品
に
お
け
る
釈
尊
と

舎
利
弗
と
の
三
止
三
請
に
関
し
て
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

（23）



と
な
し
て
、
常
に
釈
尊
の
姿
が
目
の
前
に
あ
れ
ば
、
野
良
島
団
し
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
や
が
て
は
悪
道
に
入
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
野
呂
巳
愚
を
正
法
華
経
は
信
楽
と
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
野
呂
屋
愚
し
な
い
こ
と
は
釈
尊
に
対
す
る
信
の

念
が
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
放
逸
に
走
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
妙
法
華
経
が
僑
志
の
心
を
生
じ
放
逸
に
し
て
と
訳
し
て

戯
い
菌
＆
嵐
の
訳
を
欠
い
た
の
は
、
こ
の
辺
を
ふ
ま
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
野
呂
昌
圃
の
な
い
あ
り

方
は
放
逸
に
走
る
あ
り
方
に
つ
な
が
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
恥
３
回
己
圃
の
使
用
例
に
対
し
て
、
且
匡
昌
時
昼
の
使
用
例
が
一
箇
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
久
遠
の
生
命
の
釈
尊
は
娑
婆

世
界
に
あ
っ
て
常
に
法
を
説
く
が
、
衆
生
を
度
す
た
め
に
或
る
時
は
燃
灯
仏
と
し
て
現
わ
れ
る
な
ど
し
て
、
種
々
な
方
便
を
も
っ
て
微
妙

と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正
・
梵
両
法
華
経
は

所
行
不
し
同
徳
本
浅
薄
。
多
し
所
二
壊
破
一
而
不
二
信
総
池
）

（
過
）

圃
昏
幽
恩
８
画
閏
留
匡
目
烏
威
圏
昌
殴
算
ぐ
習
目
巴
息
冒
世
画
日
昌
習
営
冨
ｇ
罵
陦
汀
織
目
目
①
ぐ
“
ョ
ぐ
且
昌

（
如
来
は
、
善
根
少
な
く
煩
悩
多
く
、
種
為
な
信
解
の
衆
生
ら
の
た
め
に
、
か
く
語
る
）

の
法
を
継
ぐ
と
な
さ
れ
た
次
の
所
で

（
ｕ
）

如
来
。
見
下
請
衆
生
楽
二
小
法
一
徳
薄
垢
重
者
上

匿
昏
恩
融
忌
昏
昌
農
冒
目
呂
言
恩
箇
烏
風
呂
牌
乱
酔
且
号
画
ｇ
目
画
§
且
冨
旦
習
農
馨
一

（
皿
）

乱
雪
四
ｍ
菌
冨
昏
①
豐
胃
角
目
ｇ
ｇ
ｇ
ｇ
菌
目
角
日
脚
烏
旨
①
芭
琶
ロ
愚
息
冒
愚
旦
昌
隠
陸
日
一
一

（
何
故
か
。
私
が
常
に
（
姿
を
）
見
せ
る
と
理
性
な
く
無
知
な
る
も
の
は
信
じ
な
く
な
り
、
愛
欲
に
あ
え
ぎ
、
放
逸
な
狂
気
の
た
め
に

（
何
故
か
。
私
津

悪
道
に
お
ち
る
）

（24）



と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
妙
法
華
経
が
楽
小
法
と
訳
し
た
も
の
は
国
営
画
且
冨
目
烏
睦
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
“
号
自
民
感

（
皿
）

に
関
し
て
の
楽
小
法
の
訳
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
薬
草
喰
品
や
信
解
品
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
正
法

華
経
は
不
信
楽
と
訳
出
し
て
い
る
。
梵
文
法
華
経
に
は
不
と
訳
さ
れ
る
否
定
の
文
字
は
見
え
な
い
が
、
善
根
少
な
く
煩
悩
多
い
も
の
に
は

釈
尊
の
微
妙
な
法
は
当
然
且
冨
昌
烏
蝕
出
来
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
信
楽
と
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
妙
法
華
経
の

訳
語
で
あ
る
楽
小
法
に
お
け
る
小
法
の
文
字
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
外
に
如
来
寿
量
品
の
妙
法
華
経
訳
に
は
信
の
文
字
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
吟
四
目
颪
と
鼠
寓
目
早

丙
感
に
関
す
る
訳
語
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
右
の
且
冨
目
口
唇
一
に
関
し
て
ふ
れ
た
文
の
直
前
に
お
い
て
、
釈
尊
は
方
便
に
よ
っ
て
微
妙

な
法
を
説
い
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、

（
巧
）

と
あ
る
が
、
梵
文
法
華
経
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を

（
妬
）

薗
昏
樹
画
圃
樹
目
・
尉
凰
習
営
恩
騨
ぐ
習
曽
旨
骨
ご
四
目
乱
冨
旦
厨
融
昌
ぐ
目
・
野
“
巨
富
日
騨
国
薗
ョ
ぐ
旨
ぐ
巳
。
ご
“

（
如
来
は
次
々
と
や
っ
て
来
る
衆
生
ら
の
根
の
大
小
を
知
っ
て
、
精
進
の
強
さ
を
見
き
わ
め
て
）

と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
信
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
示
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
正
法
華
経
も
妙
法
華
経
の

信
等
に
該
当
す
る
訳
を
な
し
て
は
い
な
い
。

更
に
、
如
来
寿
量
品
偶
の
中
に
は
、

（
Ⅳ
）

衆
生
既
信
伏
質
直
意
柔
軟
一
心
欲
し
見
レ
仏

と
の
べ
、
又

観
二
其
信
等
諸
根
利
鈍
一
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に
あ
ら
わ
す
）

（
皿
）

§
蔚
冨
闇
算
蔚
冨
口
目
閉
胃
８
．
彦
画
卦
蔚
忠
昌
頁
巴
愚
府
目
一
目
閏
忌
唱
画
す
且
冒
日
一

（
他
の
衆
生
ら
に
尊
敬
さ
れ
て
私
は
、
私
の
最
高
の
覚
り
を
説
示
す
る
）

で
あ
っ
て
、
信
に
関
す
る
言
葉
は
語
り
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
の
衆
生
ら
が
正
し
く
優
し
く
柔
軟
で
愛
欲
を
捨
て
る
と
い
う
時
、
そ
れ

は
釈
尊
の
教
え
に
対
し
て
一
心
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
仏
へ
の
信
の
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
妙
法
華
経

の
信
伏
と
い
う
訳
語
が
な
さ
れ
、
信
楽
の
訳
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
如
来
寿
量
品
で
は
野
呂
巳
圃
が
も
っ
ぱ
ら
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
仏
の
教
え
に
対
し
て
の
ひ
た
す

ら
な
信
を
意
味
し
、
そ
の
信
を
も
つ
こ
と
が
肝
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
の
べ
て
、
釈
尊
に
対
し
て
の
信
を
も
つ
生
き
方
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
に
対
す
る
正
法
華
経
の
訳
文
は
、

歓
喜
踊
躍
仮
使
質
直
説
一
室
誠
言
一

（
四
）

及
与
異
人
春
属
囲
焼
因
而
宣
揚

で
あ
っ
て
、
一
向
に
信
の
語
が
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。
梵
文
法
華
経
も

ご
匡
冨
最
前
自
己
崖
日
脚
急
ぐ
獣
８
巨
誘
恩
窟
冨
目
獣
８
ず
ぽ
男
自
陣
函
詳
乱
竺（

釦
）

厨
８
画
冨
昌
野
留
鳥
四
囲
号
唄
冨
再
弓
四
弾
自
習
“
Ｑ
閂
綴
目
曽
降
旨
閏
＆
貝
鳥
目
①
’
一

（
彼
の
衆
生
ら
が
正
し
く
優
し
く
柔
軟
で
愛
欲
を
捨
て
た
と
き
、
私
は
声
聞
の
集
団
を
引
き
つ
れ
て
自
ら
を
グ
ッ
ド
ー
ラ
・
ク
ー
タ
山

（
咽
）

余
国
有
二
衆
生
恭
敬
信
楽
者
一
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〔
註
〕（

１
）
日
蓮
聖
人
は
開
目
抄
に
「
此
経
に
二
ケ
の
大
事
あ
り
」
（
５
３
９
）
と
し
、
二
乗
作
仏
と
久
遠
突
成
を
挙
げ
て
い
る
が
、
「
発
迩
顕
本
せ
ざ
れ
ぱ

ま
こ
と
の
一
念
三
千
も
あ
ら
わ
れ
ず
、
二
乗
作
仏
も
定
ま
ら
ず
、
水
中
の
月
を
見
る
が
ご
と
し
。
根
な
し
草
の
波
上
に
浮
る
に
に
た
り
」
（
５
５

２
）
と
の
べ
て
、
久
遠
実
成
こ
そ
法
華
綴
の
肝
心
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

（
２
）
大
正
九
・
４
２
中

（
３
）
″
１
１
３
上

（
、
）
大
正
九
・
４
２
下

（
廻
）
″
１
１
３
下

（
７
）
Ｋ
３
１
５

（
８
）
大
正
九
・
４
３
下

（
９
）
″
１
１
５

（
皿
）
Ｋ
３
２
６

大
正
九
・
４
３
下

″
１
１
５

（
５
）
大
正
九
・
４
２
ド

（
６
）
″
１
１
３
上

（
４
）
Ｋ
３
１
５

（
咽
）
Ｋ
３
１
８

（
晩
）
室
住
一
妙
古
稀

（
妬
）
大
正
九
・
４
２
下

（
猫
）
Ｋ
３
１
７

（
Ⅳ
）
大
正
九
・
４
３
１

（
晩
）
室
住
一
妙
古
稀
Ｐ
１
０
３
，
１
１
１
５

へ

18
曹

〃

〃

へへ

2120
嘗曹

〃K

〃3

2

4

（
岨
）
″
１
１
４
下 Ｆ
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