
し
か
し
他
方
、
こ
れ
に
対
し
て
女
人
成
仏
論
と
い
う
視
点
か
ら
、
日
本
仏
教
史
研
究
者
や
各
宗
の
教
学
研
究
者
等
の
間
で
性
差
別
の
研

究
が
進
め
ら
れ
、
成
仏
に
関
す
る
男
女
平
等
性
を
証
明
す
る
べ
く
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
間
宮
啓
壬
氏
に
よ
る
塗
〉
日
蓮
に

お
け
る
女
性
救
済
に
関
し
て
も
、
氏
を
は
じ
め
、
渡
辺
喜
勝
・
桑
名
貫
正
・
平
雅
行
各
氏
に
よ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
、
特
に
法
華
経
提
婆

達
多
品
の
龍
女
成
仏
と
の
関
連
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
龍
女
成
仏
の
原
理
と
い
え
る
も
の
が
、
教
説

中
に
で
て
く
る
「
変
成
男
子
」
で
あ
る
。

こ
の
「
変
成
男
子
」
に
つ
い
て
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
批
判
を
浴
び
る
格
好
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
大
越
愛
子
鯰
や
小
田
嶋

利
江
鯰
ぱ
そ
の
状
態
に
つ
い
て
、
女
性
性
器
が
隠
れ
、
男
性
性
器
が
現
れ
る
こ
と
を
翻
訳
に
よ
っ
て
指
摘
し
、
龍
女
成
仏
の
裏
に
存
在
す

る
性
差
別
を
顕
示
し
て
い
る
。
日
蓮
が
依
拠
し
た
鳩
摩
羅
什
訳
の
法
華
経
に
は
性
器
の
説
示
は
当
然
見
ら
れ
ず
、
先
述
し
た
各
氏
の
研
究

に
よ
る
と
、
日
蓮
の
女
人
成
仏
の
原
理
に
は
「
変
成
男
子
」
さ
え
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
蓮
の
性
差
観
に
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

め
ざ
る
を
得
な
い
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
痛
烈
な
仏
教
批
判
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昨
今
、
特
に
性
差
別
の
問
題
は
仏
教
の
致
命
的
欠
陥
と
し
て
認

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観

は
じ
め
に

三
輪
是
法

(”）



ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

仏
教
が
従
来
備
え
て
い
る
、
差
別
的
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
当
時
の
社
会
に
性
の
優
劣
が
存
在
し
て

い
た
た
め
に
、
一
切
皆
威
仏
を
誓
願
と
し
て
い
た
日
蓮
の
立
場
か
ら
は
ベ
ク
ト
ル
が
逆
に
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の

ま
ず
、
現
代
社
会
学
が
説
明
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
隠
且
の
『
）
の
史
的
展
開
と
主
要
概
念
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

瀬
地
山
角
氏
に
よ
る
塗
》
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
一
九
七
○
年
代
後
半
の
「
女
性
学
」
（
雪
。
日
目
一
ｍ
の
計
且
雷
）
に
始
ま
る
と
い
う
。
女
性

学
は
対
象
と
研
究
の
担
い
手
が
女
性
で
あ
り
、
女
性
解
放
を
目
指
す
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
の
行
き
詰
ま
り
を
解
消
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
既
存

の
学
問
体
系
の
専
門
性
を
男
性
的
と
し
た
う
え
で
、
女
性
学
は
ア
マ
チ
ュ
ア
性
Ⅱ
女
性
的
で
あ
る
こ
と
を
基
底
に
活
動
し
て
い
っ
た
。

女
性
学
に
少
し
遅
れ
て
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
流
通
し
、
「
女
性
解
放
論
」
と
い
う
翻
訳
語
に
よ
っ
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

や
が
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
産
業
社
会
を
否
定
し
、
自
給
自
足
経
済
を
見
直
す
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
呼
称
で
社

会
学
・
社
会
科
学
で
流
用
さ
れ
る
中
、
一
九
八
三
年
に
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
に
よ
っ
て
「
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
が
提
唱

そ
こ
で
、
日
蓮
が
女
人
成
仏
を
説
く
に
際
し
、
当
時
の
女
性
の
立
場
を
、
ひ
い
て
は
性
差
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か

を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
視
点
で
捉
え
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
社
会
や
仏
教
が
内
在
す
る
性
差
別
の
問
題
を
、
日
蓮
が
ど
の
よ
う
に
超
克
し
た

さ
れ
る
。

の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。

で
あ
る
０

イ
リ
イ
チ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
前
産
業
社
会
に
お
い
て
男
女
の
役
割
は
異
な
っ
て
い
て
も
平
等
な
関
係
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
多
く

一
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て

(認）



の
批
判
を
受
け
つ
つ
も
、
一
九
八
九
年
に
江
原
由
美
子
氏
ら
が
著
わ
し
た
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
社
会
学
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
葉
が
社
会
的

性
差
の
意
味
で
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
何
か
。
次
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
意
味
に
つ
い
て
上
野
十
鶴
子
氏
里
蕊
庭
よ
っ
て
理
解
し
て
み
た
い
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
本
来
性
別
を
示
す
文
法
用
語
で
あ
っ
た
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
「
セ
ッ
ク
ス
」
に
替
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
セ
ッ
ク
ス
（
沼
浜
）
が
生
物
学
的
性
差
を
表
す
の
に
対
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
社
会
的
・
文
化
的
性
差
を
示
す
。

こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
性
区
分
に
よ
っ
て
、
フ
ェ
ミ
’
一
ズ
ム
は
性
差
を
生
物
学
的
宿
命
か
ら
乖
離
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
性
差

に
、
セ
ッ
ク
ス
Ⅱ
生
物
学
的
性
差
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
Ⅱ
社
会
的
・
文
化
的
（
心
理
学
的
）
性
差
と
い
う
概
念
が
構
築
さ
れ
、
当
初
は
前
者
が

後
者
を
決
定
す
る
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
全
く
別
の
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。
な
お
か
つ
我
々
人
間
が
男
性
と
し
て
生
き
る
か

女
性
と
し
て
生
き
る
か
は
、
宿
命
的
な
生
物
学
的
性
差
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
社
会
的
・
文
化
的
性
差
に
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
拘
束
力
は
強
く
、
自
由
に
は
変
更
で
き
な
い
と
い
う
特
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
生
物
学
的
性
差
の
壁
を
越
え
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
性
差
が
文
化
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
同
意
を
し
、
容
易
に
変
更
で
き
な

い
こ
と
を
前
提
に
、
逆
に
「
女
性
文
化
」
「
女
性
性
」
の
優
位
を
説
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
性
差
観
を
保
持
し
た
ま
ま
、
価

値
を
逆
転
さ
せ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
本
質
主
義
と
な
っ
た
。

つ
い
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
は
、
社
会
的
性
差
の
相
対
的
二
項
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
セ
ッ
ク
ス
に
先
行
し
、
人
間
の
集
団
を
男

／
女
に
分
割
す
る
行
為
と
し
て
の
差
異
化
、
各
項
を
規
定
す
る
分
割
線
自
体
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
政
治
的
非

対
称
性
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
支
配
／
被
支
配
と
い
う
権
力
関
係
の
階
層
性
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
は
流
動
的
に
変
遷
す
る
一
方
で
、
性
差
と
い
う
こ
と
は
常
に
二
元
的
に
定
義
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）
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や
が
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
歴
史
を
分
析
す
る
道
具
と
し
て
歴
史
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
謙
一
す
な
わ
ち
、
歴
史
が
人
間
の
様
々
な
言
語
表

現
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
た
上
で
、
そ
の
言
説
を
分
析
し
、
歴
史
上
の
言
語
表
現
の
非
中
寸
碑
蕃
示
し
て
、

抑
圧
的
に
機
能
し
て
い
る
不
可
視
な
言
語
の
差
異
性
Ⅱ
政
治
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
多
く
の
研
究
成
果
を
生
み
出

し
て
い
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
」
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
歴
史
学
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
文
化
的
歴
史
的
に
多
様
な
「
性
別
」
の
概
念
を

一
つ
の
用
語
で
言
い
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
分
析
の
対
象
が
男
と
女
と
い
う
二
つ
の
項
か
ら
、
一
つ
の
対
象
、
す
な
わ
ち
差
異
の
分

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

と
セ
ッ
ク
ス
の
関
係
が
切
断
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
連
続
し
て
い
る
と
す
る
「
生
物
学
的
基
盤
論
」
な
る
も
の
が
新
た
に
提
唱
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
本
来
持
つ
生
物
学
的
性
差
を
再
度
認
識
す
る
も
の
で
、
こ
の
性
差
を
無
視
し
て
社
会
的
性
差
は
考
え
に
く
い
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
性
差
は
生
物
学
的
に
は
決
定
は
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

こ
の
生
物
学
的
基
盤
に
立
脚
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
社
会
を
構
築
す
る
概
念
を
含
み
、
そ
れ
ま
で
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
階
級
や
国

籍
、
人
種
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
内
部
の
差
異
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
正
確
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
そ
の
時
々

に
執
行
す
る
差
異
化
の
中
で
、
境
界
を
定
義
さ
れ
る
と
い
う
多
様
性
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
換
言
す
る
と
、
両
性
間

の
政
治
的
対
立
関
係
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
身
体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
言
説
の
主
体
の
関
係
が
、
そ
の
時
に
応
じ
て
再
生
産
さ
れ
る

と
い
う
考
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
セ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
を
確
立
す
る
生
産
の
装
置
と
し
て
定
義
さ
れ
、
性
差
が
生
物
学
的
に

決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
言
説
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
性
差
を
生
み

出
す
言
説
実
践
が
、
身
体
の
レ
ベ
ル
で
の
性
差
を
規
定
し
、
言
説
よ
り
も
先
行
す
る
も
の
と
し
て
の
生
物
学
的
身
体
を
作
り
だ
す
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
言
説
実
践
こ
そ
、
人
間
を
自
然
と
い
う
観
念
に
縛
り
つ
け
て
い
る
も
の
で
、
例
え
ば
神
の
言
語
や
神
話
と
い
っ
た
も
の

る
。
こ
の
暉
場
今
只

で
あ
る
と
い
う
。

(26）



断
線
へ
と
移
り
、
こ
の
差
異
が
階
層
性
を
と
も
な
う
非
対
称
的
な
差
異
、
す
な
わ
ち
権
力
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
女
性
史
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
男
女
両
性
を
研
究
対
象
に
納
め
る
こ
と
、
ま
た
、
「
性
別
」
の
歴
史
的
編
成
を
問
題
化
で
き

る
こ
と
で
女
性
史
を
よ
り
大
き
な
領
域
ｌ
公
／
私
の
領
域
ま
で
拡
張
さ
れ
る
ｌ
の
中
に
置
き
な
お
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
は
セ
ッ
ク
ス
に
先
行
す
る
が
ゆ
え
に
、
歴
史
に
関
わ
る
人
間
の
肉
体
的
差
異
に
意
味
を
付
与
す
る
知
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
意
味

づ
け
は
政
治
的
な
行
為
と
な
る
。
結
果
、
歴
史
学
自
身
が
性
差
に
つ
い
て
の
知
の
産
出
に
参
与
し
て
い
る
こ
と
を
歴
史
学
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

化
」
に
よ
っ
て
暴
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

上
野
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
に
お
い
て
は
、
公
領
域
に
お
け
る
女
性
の
不
在
が
説
か
れ
る
べ
き
対
象
に
な
る
の
と
お
な
じ
く
、
私
領
域
に
お
け
る

不
在
も
説
明
の
対
象
に
な
る
。
公
／
私
の
領
域
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
用
語
で
定
義
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
が
扱
え
な
い
領

域
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
（
中
略
）
ど
ん
な
領
域
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
だ
け
で
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
抜
き
に
論
じ

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ぷ
↑

も
は
や
多
く
の
研
究
分
野
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
取
り
入
れ
ら
れ
、
政
治
的
非
対
称
性
と
い
う
見
え
な
い
権
力
を
可
視
化
し
て
い

以
上
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
確
認
し
て
く
る
と
、
日
蓮
の
女
人
成
仏
論
を
考
察
す
る
担
笈
ロ
に
も
、
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う

視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
日
蓮
の
宗
教
が
衆
生
救
済
と
い
う
目
的
を
打
ち
出
し
て
い
る
以
上
、

従
来
仏
教
内
の
定
説
と
な
っ
て
い
た
性
差
を
、
あ
る
い
は
当
時
の
性
差
別
の
根
幹
と
な
り
、
助
長
す
る
よ
う
に
働
い
た
と
さ
れ
て
い
る
仏

教
の
言
説
を
、
新
た
な
る
分
節
線
へ
と
ず
ら
す
よ
う
に
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
日
蓮
が
説
示
す
る
、
仏
教
あ

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

る
の
で
あ
る
。
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日
蓮
の
性
差
観
を
確
認
す
る
前
に
、
こ
こ
で
中
世
日
本
仏
教
の
女
人
成
仏
論
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
基
準
と

し
て
法
華
経
提
婆
達
多
品
の
龍
女
成
仏
に
つ
い
て
の
経
論
を
中
心
に
、
当
時
の
日
本
仏
教
の
性
差
観
を
一
瞥
し
て
い
く
。

仏
教
と
女
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
平
雅
行
氏
が
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
讃
で
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
氏
に

よ
る
と
、
女
人
成
仏
論
の
提
唱
は
、
女
人
罪
業
観
と
相
即
的
関
係
に
あ
り
、
九
世
紀
後
半
頃
か
ら
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的

地
位
の
没
落
、
仏
教
界
に
お
い
て
は
、
古
代
よ
り
保
持
さ
れ
て
き
た
僧
と
尼
僧
と
の
平
等
性
の
崩
壊
な
ど
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
や
が
て
、
律
令
制
の
家
父
長
制
原
理
が
定
着
し
、
女
性
の
不
浄
観
が
意
識
さ
れ
、
罪
業
観
と
し
て
定
着
す
る
中
、
女
人
成
仏
論
が
説

か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
顕
密
仏
教
の
頃
に
は
、
既
に
女
人
成
仏
論
は
説
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
顕
教
の
立
場

で
あ
る
天
台
教
学
に
は
、
法
華
経
の
み
が
女
人
成
仏
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
教
説
が
多
い
こ
と
も
確
認
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日

蓮
在
世
周
辺
の
年
代
に
お
け
る
、
日
本
天
台
の
法
華
経
論
、
あ
る
い
は
成
仏
論
に
着
目
し
、
性
差
の
言
説
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
厳
密
に
は
最
澄
か
ら
順
に
年
代
を
追
っ
て
、
天
台
の
各
文
献
を
検
証
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、

断
続
的
に
最
澄
・
円
珍
・
安
然
・
道
遼
・
証
真
・
凝
然
、
さ
ら
に
年
代
を
少
し
下
っ
て
良
助
親
王
の
各
論
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

ま
ず
最
澄
（
七
六
七
～
八
二
二
）
は
『
法
華
秀
句
』
の
巻
下
「
即
身
成
仏
化
導
勝
八
」
に
即
身
成
仏
の
教
説
と
し
て
龍
女
成
仏
を
説
い

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

る
い
は
社
会
が
持
つ
性
差
別
を
越
え
て
、
女
人
救
済
を
説
く
基
底
と
し
て
の
身
体
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す

る
な
ら
ば
、
日
蓮
が
示
す
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
記
号
秩
序
に
よ
る
身
体
の
再
定
義
で
あ
り
、
女
性
蔑
視
の
差
異
化
で
は
な
く
、
女
性
優
位

の
差
異
化
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

二
、
女
人
成
仏
論
と
性
差

(詔）



龍
女
成
仏
の
場
合
は
畜
生
・
女
身
・
少
女
と
い
う
よ
う
に
「
畜
生
」
の
成
仏
を
も
説
く
た
め
に
、
最
澄
の
純
然
た
る
性
差
観
を
窺
い
知

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
女
身
は
「
不
善
機
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
成
仏
に
関
し
て

は
三
密
の
内
、
身
密
を
開
示
し
て
速
成
仏
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
「
変
成
男
子
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

有
人
云
。
変
成
男
弔
背
。
表
虫
一
取
豊
。
今
謂
。
法
性
取
捨
。
法
性
綴
塔
常
差
珊
蛎
法
性
同
体
。
法
性
平
認
常
平
顎
”

ん
ノ
ク

ク
ノ

ス
ト

故
。
常
平
筆
蝉
不
レ
此
一
法
塁
・
常
差
別
蝉
不
レ
鼠
一
取
搭
咽

ナ
リ

す
な
わ
ち
最
澄
の
変
成
男
子
の
理
解
は
、
「
有
人
」
の
教
説
と
し
て
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
経
典
の
説
を
越
え
ず
、
男
女
身
を
取
捨
す

る
中
で
男
性
優
位
な
る
性
差
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
円
珍
（
八
一
四
～
八
九
一
）
・
安
然
（
八
四
一
？
～
九
一
五
？
）
・
道
遼
（
～
二
五
七
）
・
証
真
（
生
没
年
不
詳
、
但
し

『
法
華
疏
私
記
』
の
成
立
は
二
九
○
年
か
ら
二
九
八
年
頃
）
・
凝
然
（
一
二
四
○
～
一
三
二
一
）
・
良
助
親
王
（
一
二
六
八
～
一
三

一
八
）
の
経
論
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

一
八
）
の
経
論
を
確
認
，

て
い
る
。誤

恥
此
文
理
難
成
蕊
。
畢
鯉
ガ
風
。
六
趣
之
薙
是
畜
生
趨
叫
吸
一
歪
魏
。
男
女
之
芳
是
肌
女
壗
臥
一
不
善
蕊
。

シ

キ
テ
ワ
シ

ノ
ス
ル
可
ヲ
ノ

長
幼
之
蛙
是
肌
少
識
吸
一
不
久
僅
。
（
中
略
）
誤
私
龍
女
開
二
身
密
一
・
示
二
速
成
仏
事
一
。
顕
二
法
華
経
勢
。
化
二
十
方
衆

ノ
ヲ
ス

シ

Ａ
、
円
珍
『
法
華
論
記
』

ヲ
（
叩
）

生
一

諸
天
女
記
者
。
且
示
二
龍
女
一
。
何
故
指
二
彼
龍
一
。
詣
二
仏
所
一
変
し
形
如
レ
天
。
論
拠
二
変
形
一
云
二
天
女
一
耳
。
示
現
已
下
釈
二
與
レ
記
由
一
。

此
等
皆
有
一
仏
性
一
。
若
俗
若
道
修
一
菩
薩
行
一
。
皆
当
し
証
し
仏
。
故
大
経
云
。
若
有
二
女
人
一
。
知
三
我
身
中
有
二
仏
性
一
者
。
錐
二
是
女

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）
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「
経
云
。
皆
不
レ
捨
レ
身
不
レ
受
し
身
。
悉
於
二
現
身
一
即
得
二
成
仏
一
。
何
是
煩
悩
離
し
尽
必
須
レ
捨
レ
報
。
若
必
須
レ
捨
レ
報
者
。
経
之
文
何

云
二
皆
不
捨
身
一
不
。
当
し
知
。
胎
経
魔
梵
釈
女
。
法
華
八
歳
龍
女
。
皆
不
レ
捨
レ
報
。
現
身
成
仏
ど

Ｃ
、
道
遼
『
天
台
法
華
疏
記
義
決
』
巻
第
六
本

経
尽
是
女
身
者
。
嘉
祥
問
。
聞
二
此
品
一
不
し
受
二
女
身
一
者
。
聞
二
余
品
一
猶
応
し
受
耶
。
答
。
聞
こ
品
々
｝
皆
不
し
受
。
但
約
二
事
相
似
一
故
。

寄
二
此
品
一
言
し
之
。
以
一
安
人
多
一
愛
著
一
。
己
身
種
々
厳
錺
。
今
明
一
菩
薩
捨
身
捨
臂
一
。
破
二
彼
著
情
一
故
。
不
し
生
二
染
著
一
故
。
捨
一
女

身
一
也
。
今
謂
。
此
釈
錐
レ
爾
・
猶
不
し
云
二
四
悉
起
．
縁
。
又
彼
菩
薩
有
二
本
願
一
。
若
有
二
女
人
一
。
聞
二
我
名
一
者
。
速
捨
二
女
身
一
・
経

於
此
命
終
等
者
。
彼
士
無
二
女
人
一
。
理
必
須
二
捨
レ
女
当
生
一
。
況
男
子
。
今
挙
レ
重
況
レ
軽
・
不
し
云
二
男
士
一
。
若
依
二
不
空
謂
索
経
一
。

Ｂ
、
安
然
『
即
身
成
仏
義
私
記
』

男
子
之
義
一
。
哩

更
受
笛
召
誕
。
」

「
問
。
生
身
法
身
。
両
無
し
取
者
。
先
所
し
引
処
経
玄
文
如
何
。
答
。
略
引
如
二
文
句
一
。
今
委
勘
二
彼
菩
薩
処
胎
経
第
三
｝
。
諸
仏
行
斉

無
差
別
品
云
。
爾
時
男
衆
女
衆
。
（
中
略
）
障
閨
経
劫
鑿
霊
今
検
二
経
文
一
。
與
二
龍
女
一
合
。
問
。
胎
経
魔
梵
不
捨
受
身
。
與
二
法
華

龍
女
変
成
男
子
一
。
変
成
不
捨
。
何
得
し
同
耶
。
答
。
夫
仏
号
二
丈
夫
一
。
身
具
蒐
神
通
一
。
胎
経
女
衆
錐
し
不
し
捨
レ
身
。
而
寧
無
二
変
成

男
子
之
義
一
。
法
華
龍
女
雛
二
変
成
男
子
一
。
而
定
有
一
不
捨
受
身
之
義
一
。
当
し
知
。
変
成
二
男
子
一
・
亦
変
二
陰
蔵
一
。
非
下
捨
二
女
身
一

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

人
一
名
為
二
男
子
一
。
若
男
不
し
知
名
為
二
女
人
一
。
法
師
功
徳
品
云
。
若
男
若
女
持
二
蕊
謂
説
藍
冨
写
此
経
一
得
二
六
千
功
徳
一
。
薬
王
品

云
。
若
有
二
女
人
一
聞
二
是
経
典
一
。
如
レ
説
修
行
得
二
無
生
忍
一
。
不
軽
四
衆
法
説
四
衆
皆
有
三
女
人
得
二
無
上
忍
一
。
掴
是
行
し
道
力
。
若

不
二
修
行
一
若
男
若
女
。
曽
不
二
得
道
一
。
（
中
略
）
胎
経
云
。
魔
梵
釈
女
皆
不
レ
捨
レ
身
不
レ
受
し
身
。
悉
於
二
現
身
一
得
し
成
し
”
秒
。
故
壜
司

法
性
如
二
大
海
一
。
不
レ
説
し
有
二
是
非
一
。
凡
夫
賢
聖
人
平
等
無
二
高
下
一
。
唯
在
二
心
垢
滅
一
取
陰
証
如
し
変
レ
篭

(”）



Ｄ
、
証
真
『
法
華
疏
私
記
』

Ｅ
、
凝
然
『
法
華
疏
慧
光
記
』
第
五
十
九

第
一
明
転
女
身
生
無
量
寿
国
者
。
此
三
有
し
三
・
一
得
二
諸
功
徳
一
。
二
不
し
受
二
女
身
一
・
三
往
珪
安
養
一
。
準
二
観
経
所
説
一
。
九
品
往

生
。
読
謂
大
乗
是
上
上
業
。
於
レ
中
有
し
三
・
一
業
因
成
就
。
二
棄
稔
生
浄
。
三
不
復
為
貧
欲
所
悩
下
安
養
得
益
。
亦
二
。
初
所
離
。

依
二
法
威
力
一
現
身
得
し
生
。
一
乗
之
事
。
或
有
二
此
類
一
。
今
約
二
女
身
一
故
云
二
拾
鋤
）
。

「
八
男
女
現
成
不
現
成
記
。
昔
明
三
女
人
不
レ
得
二
現
身
成
仏
一
。
今
記
如
二
龍
女
等
一
・
（
中
略
）
文
但
記
男
不
記
女
者
。
問
。
他
経
亦

記
し
女
。
如
二
勝
髪
離
垢
施
女
般
若
恒
河
天
女
等
一
・
答
。
准
一
玄
論
一
此
持
二
龍
女
現
成
一
。
東
春
同
し
之
。
問
。
海
龍
王
経
云
。
髄
王
女

名
日
二
寶
錦
一
。
三
百
不
可
計
劫
後
作
仏
号
二
普
世
如
来
雲
云
寶
積
経
六
十
三
云
。
九
億
六
千
万
龍
女
。
星
宿
劫
当
二
作
仏
一
。
答
。
此

非
二
現
成
一
。
問
。
胎
経
釈
女
即
身
成
仏
。
答
。
彼
非
二
龍
畜
一
。
文
但
記
人
天
不
記
畜
者
。
問
。
見
実
三
昧
受
二
八
部
記
一
。
寶
積
龍
女

等
豈
非
し
記
し
畜
。
答
。
此
亦
指
二
龍
女
現
成
一
。
一
約
二
人
畜
一
。
二
約
二
男
女
一
。
｜
一
重
論
し
詮
」

「
提
婆
達
多
品
授
寵
女
謹
云
云
（
中
略
）
答
。
彼
文
迂
以
二
天
龍
八
部
皆
名
二
菩
薩
一
今
文
以
二
彼
是
雑
衆
一
故
不
修
名
二
菩
騒
」

「
問
。
胎
経
多
女
現
身
成
仏
。
法
華
唯
一
豈
非
レ
劣
耶
。
答
。
一
人
既
成
諸
人
例
爾
○
同
是
円
教
速
疾
道
故
。
又
彼
魔
梵
等
非
三
必
一

生
速
入
二
初
住
一
。
今
経
云
下
於
二
刹
那
頃
一
発
二
菩
提
心
二
生
入
糧
住
。
故
異
二
陀
経
一
。
又
是
人
類
成
仏
非
し
難
。
此
具
二
三
奇
一
。
謂
是

畜
也
。
女
也
。
小
也
。
秀
句
云
明
二
難
成
趣
一
顕
一
経
力
用
一
・
六
趣
之
中
是
畜
生
趣
明
二
不
善
報
一
・
男
女
之
中
是
則
女
身
明
二
不
善

機
一
。
長
幼
之
中
是
則
小
女
明
し
不
一
久
修
一
。
明
知
法
華
世
所
二
希
有
一
・
妃
問
。
胎
経
不
し
総
受
身
一
。
今
言
二
変
成
男
子
一
如
何
弩

無
二
死
生
一
故
倶
無
二
受
捨
一
。
仏
大
丈
夫
。
但
須
レ
変
レ
根
。
（
中
略
）
以
証
二
円
経
成
仏
速
疾
一
。
是
故
権
示
二
即
身
成
仏
一
。
此
由
二
生

身
一
亦
現
二
成
娩
）
。
」

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

二
得
菩
薩
下
所
得
。
所
離
有
似
三
。
皆
離
一
煩
悩
一
。
所
得
有
し
四
。
一
得
神
通
二
得
無
生
忍
。
三
六
根
清
浄
。
四
韻
見
諸
仏
。
嘉
祥

云
。
問
。
聞
二
此
品
一
。
不
し
受
二
女
人
一
者
。
聞
二
余
品
一
・
亦
応
レ
受
耶
。
答
聞
二
品
品
一
。
皆
不
し
受
。
但
約
二
事
相
似
一
。
故
寄
二
此
品
一

一
言
之
。
以
下
女
人
多
愛
薯
己
身
一
種
種
厳
飾
上
。
今
明
二
菩
薩
捨
レ
身
捨
一
し
臂
破
二
彼
著
情
一
。
故
不
レ
生
二
染
著
一
。
故
捨
二
女
人
一
通
里

Ｆ
、
良
助
親
王
『
法
華
輝
臨
遊
風
談
』
第
四

ノ
ト
モ
ニ

「
龍
女
内
証
與
二
外
用
一
即
身
成
仏
事
」

龍
女
内
証
即
身
成
も
海
中
娑
喝
羅
龍
宮
。
已
乍
一
女
身
一
成
催
外
用
町
身
成
偽
南
方
無
垢
世
羅
テ
男
弔
ｊ
皿
即
罰
梛
恥
部
昭

ニ
シ
テ
ニ
カ
ラ
ニ
シ
テ

経
証
如
何
。
答
。
自
讃
偶
日
。
云
云
。
此
侭
目
謡
岬
余
り
龍
女
侮
甦
テ
内
証
駆
蕊
シ
黄
身
一
成
中
一
一
夏
虹
拘
苗
。

ヲ
二
ｙ

「
龍
女
海
中
散
心
解
時
自
入
二
禅
定
一
相
事
」

（
前
略
）
問
○
龍
女
海
中
内
証
即
身
成
仏
時
。
十
界
衆
生
皆
成
悠
地
獄
餓
聡
即
身
成
仏
。
龍
女
龍
女
体
乍
一
蛇
形
一
即
身
成

ノ

ノ

ノ

ノ

シ
ハ
ノ
ニ
シ
テ
カ
ラ
ニ
シ
テ
・

ス
ル

仏
哉
。
答
。
（
中
略
）
遍
照
二
於
十
界
一
。
十
晁
桜
昂
酬
故
是
法
住
法
位
。
世
間
相
常
住
。
云
云
文
侭
空
女
位
一
一
。
女
相
常
住
。
蝋
餌
一
弛

ク
ナ
リ
ワ

ナ
リ

ー

ー

ナ
リ
メ
ヲ
ノ

位
一
弛
相
常
住
。
不
し
改
二
本
体
一
無
始
毘
慮
遮
鵡
女
体
成
適
背
是
堵

円
珍
の
『
法
華
論
記
』
は
『
法
華
論
』
、
す
な
わ
ち
『
妙
法
蓮
華
経
憂
波
提
舎
』
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
巻
下
の
「
與
二
比
丘
尼
及
諸
天

女
一
授
二
仏
記
一
者
。
｜
評
現
女
人
在
家
出
家
修
菩
薩
行
一
皆
証
二
仏
果
一
故
零
授
證
。
」
の
注
釈
に
見
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
讓
華
塗

の
「
天
女
」
に
つ
い
て
龍
女
が
「
変
形
」
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
浬
桑
経
・
法
華
経
法
師
功
徳
品
・
薬
王
品
・
菩
薩
処
胎
経
等
に

よ
っ
て
女
性
の
即
身
成
仏
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
浬
桑
経
の
引
用
に
関
し
て
は
、
仏
典
が
内
在
し
て
い
る
男
性

優
位
の
身
体
を
解
消
し
き
っ
て
は
い
な
題

と
こ
ろ
が
安
然
の
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
で
は
、
そ
の
題
目
の
と
お
り
女
身
を
捨
て
ず
し
て
成
仏
で
き
る
と
説
く
。
そ
の
証
文
と
し
て

(銘）



長
き
に
渡
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、
円
珍
の
『
法
華
論
記
』
中
に
も
確
認
で
き
た
「
胎
経
」
、
す
な
わ
ち
『
菩
薩
従
兜
術
天
降
神
母

胎
説
広
普
経
』
（
以
下
『
菩
薩
処
胎
経
』
と
略
す
）
で
あ
る
。

こ
の
経
は
証
真
の
『
法
華
疏
私
記
』
に
も
確
認
さ
れ
る
経
典
で
、
仏
が
神
通
力
を
も
っ
て
母
胎
に
入
り
、
そ
こ
で
十
方
よ
り
来
集
し
た

諸
菩
薩
に
胎
宮
中
に
お
い
て
空
に
つ
い
て
の
説
法
を
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
円
珍
・
安
然
・
証
真
三
者
と
も
引
用
し
て
い
る
経
文
は
、

「
諸
仏
行
斉
無
差
別
品
第
十
三
」
の
経
文
で
、
特
に
「
不
捨
身
不
受
身
現
成
仏
」
や
、
『
法
華
論
記
』
に
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
法

性
純
熟
無
男
無
女
」
と
い
っ
た
、
身
体
の
性
差
を
問
わ
な
い
内
容
の
部
分
で
あ
窪

『
菩
薩
処
胎
経
』
は
既
に
天
台
大
師
が
『
法
華
文
句
』
巻
第
八
下
「
釈
提
婆
達
多
品
」
中
、
「
胎
経
云
。
摩
梵
釈
女
皆
不
捨
身
不
受
身
。

悉
於
現
身
得
成
仏
。
故
偶
言
。
法
性
如
大
海
不
説
有
是
非
凡
夫
賢
聖
人
。
平
等
無
高
下
。
唯
在
心
垢
滅
取
証
如
反
篭
」
と
し
て
引
用
し

て
い
る
経
文
で
、
龍
女
成
仏
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
の
は
、
円
因
を
修
得
し
て
、
円
果
で
あ
る
成
仏
を
速
や
か
に
得
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ

て
、
そ
の
証
文
と
し
て
「
胎
経
」
を
引
く
。
妙
楽
大
師
の
雲
華
文
句
記
』
に
よ
る
轄
龍
女
成
仏
の
経
文
と
「
胎
経
」
の
経
文
の
会
通

は
権
実
論
に
約
し
て
説
示
さ
れ
、
前
者
が
法
華
円
経
に
よ
っ
て
権
に
成
仏
速
疾
を
証
し
、
後
者
は
実
に
現
身
威
仏
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
現
身
で
無
生
を
証
す
が
故
に
男
女
身
の
捨
受
が
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
龍
女
成
仏
で
変
成
男
子
と
い
っ
て
も
身
体
が
女
身
か
ら
男

身
に
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、
女
身
が
当
体
に
し
て
成
仏
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
華
経
龍
女
成
仏
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
も
い

え
る
「
変
成
男
子
」
と
い
う
差
別
的
成
仏
論
は
、
天
台
大
師
以
来
既
に
身
体
の
レ
ベ
ル
で
は
克
服
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ

》
え
る一

方
、
Ｃ
の
道
遼
と
Ｅ
の
凝
然
の
著
作
で
は
、
女
人
成
仏
に
関
す
る
説
示
は
提
婆
達
多
品
の
龍
女
成
仏
の
解
釈
中
に
は
確
認
で
き
ず
、

法
華
経
薬
王
品
解
釈
の
段
に
見
ら
れ
る
。
薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
に
は
「
若
有
女
人
。
聞
是
薬
王
菩
薩
本
事
品
。
能
受
持
者
。
尽
是

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

一
つ
・
つ
。

(銅）



最
後
の
良
助
親
王
の
女
人
成
仏
論
は
、
今
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
天
台
大
師
の
『
法
華
文
句
』
や
吉
蔵
の
『
法
華
義
疏
』
と
い
っ

た
伝
統
的
経
論
を
踏
ま
え
る
こ
と
な
く
、
法
華
経
の
龍
女
成
仏
に
よ
り
な
が
ら
も
、
女
身
を
「
無
始
の
毘
慮
遮
那
」
と
等
位
に
解
釈
し
、

女
身
即
法
身
で
あ
る
が
故
に
成
仏
す
る
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
き
て
変
成
男
子
の
思
想
は
一
王
エ
に
欠
落
し
て
お
り
、
法
性
常
件
喜
も
っ

て
男
女
身
の
差
を
越
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
女
人
成
仏
論
変
遷
の
詳
細
は
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
を
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
本
覚
思

想
の
色
彩
が
色
濃
く
な
る
と
、
成
仏
に
関
し
て
性
差
は
重
要
な
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
改
め
て
日
本
仏
教
の
性

差
観
の
特
質
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

総
じ
て
性
差
と
い
う
観
点
か
ら
女
人
成
仏
を
確
認
す
る
と
、
女
人
成
仏
の
論
拠
は
法
華
経
龍
女
成
仏
の
経
文
と
そ
れ
に
関
す
る
論
疏
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
男
女
の
平
等
性
を
説
く
『
菩
薩
処
胎
経
』
に
よ
っ
て
即
身
成
仏
を
説
く
場
合
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
際
の
性
差
と
は
社

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

女
身
。
後
不
復
受
。
若
如
来
滅
後
。
後
五
百
歳
中
。
若
有
女
人
。
聞
是
経
典
。
如
説
修
行
。
於
此
命
終
。
即
往
安
楽
世
界
。
阿
弥
陀
仏
。

大
菩
薩
衆
。
囲
続
住
処
ｏ
生
蓮
華
恥
殴
と
薬
王
品
の
功
徳
に
よ
る
女
人
救
済
が
展
開
さ
れ
、
如
来
滅
後
の
後
五
百
歳
の
時
に
は
、
女
人

は
法
華
経
を
如
説
修
行
す
る
こ
と
で
阿
弥
陀
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
女
身
を
尽
く
し
て
再
び
受
け
な
い
こ

と
が
必
然
と
し
て
明
示
さ
れ
て
お
り
、
経
文
で
は
女
身
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
道
遼
・
凝
然
両
者
と
も
に
吉
蔵
の
『
法
華
義
疏
』
第
十
一
「
薬
王
菩
薩
本
事
口
座
中
の
「
聞
此
品
不
受
女
人
者
聞
余

品
亦
応
受
耶
。
答
聞
品
品
皆
不
受
。
但
約
事
相
似
故
寄
此
品
言
之
。
以
女
人
多
愛
著
己
身
種
種
厳
飾
。
今
明
菩
薩
捨
身
捨
臂
破
彼
著
情
故

不
生
染
著
。
故
捨
女
身
堵
」
を
引
用
し
、
薬
王
品
の
功
徳
を
女
人
に
約
し
て
「
捨
命
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、

吉
蔵
の
薬
王
品
解
釈
と
何
ら
変
わ
る
解
釈
は
な
く
、
女
人
救
済
を
説
き
な
が
ら
も
「
捨
女
身
」
と
い
う
性
差
別
は
存
在
し
た
ま
ま
と
な
っ

て
い
壷

(郷）



１
、
女
人
成
仏
論
に
見
る
性
差

次
に
日
蓮
の
性
差
観
を
確
認
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
日
蓮
の
龍
女
成
仏
の
引
用
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

日
蓮
が
龍
女
成
仏
を
説
く
目
的
は
、
主
に
法
華
経
に
よ
っ
て
即
身
成
仏
可
能
で
あ
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
女
人

成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
。

シ

即
身
の
二
字
は
色
法
、
成
仏
の
二
字
は
心
法
。
死
人
の
色
心
を
変
て
無
始
の
妙
境
妙
智
と
成
す
。
是
則
即
身
成
仏
也
。
（
中
略
）

ク
ク
シ
テ
ノ
ヲ
ク
シ
ク
マ
フ
ヲ
ノ
キ
セ
ル
コ
ト

ノ

又
云
、
深
達
二
罪
福
相
一
編
照
於
十
方
一
微
妙
浄
法
身
具
レ
相
三
十
二
等
一
妻
。
上
二
句
は
生
身
得
忍
。
下
の
二
句
は
即
身
成
仏
。

即
身
成
仏
の
手
本
は
龍
女
是
。
（
杲
絵
二
像
開
眼
之
臺
、
身
延
曾
曇

ナ
リ

日
蓮
は
「
生
身
即
法
身
」
を
根
幹
に
し
て
即
身
成
仏
を
説
き
、
そ
の
証
文
の
一
つ
に
提
婆
達
多
品
の
龍
女
成
仏
が
引
か
れ
て
い
る
の
で

し

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
開
目
抄
』
（
身
延
曾
存
）
で
説
く
「
龍
女
が
成
仏
此
一
人
に
は
あ
ら
ず
、
一
切
の
女
人
の
成
仏
を
あ
ら
は
す
。
法

ノ

ノ

ノ

ニ
シ
テ

華
経
已
前
の
諸
小
乗
経
に
は
女
人
成
仏
を
ゆ
る
さ
ず
。
諸
大
乗
経
に
は
成
仏
往
生
を
ゆ
る
す
や
う
な
れ
ど
も
、
或
改
転
の
成
仏
、
一
念
三

こ
い
ち
れ
い
し
よ
シ
カ

千
の
成
仏
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
有
名
無
実
の
成
仏
往
生
な
り
。
挙
一
例
諸
と
申
て
龍
女
成
仏
は
末
代
の
女
人
の
成
仏
往
生
の
道
を
ふ
み
あ
け

た
る
な
る
べ
，
泡
」
と
い
う
女
人
成
仏
論
も
即
身
成
仏
の
上
に
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
改
転
の
成
仏
」
で
あ
る
変
成
男
子
も
一

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

会
的
性
差
と
生
物
学
的
性
差
と
の
属
性
に
お
い
て
は
後
者
の
性
差
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
変
成
男
子
に
よ
る
成
仏
、
女
身
の
ま
ま

の
成
仏
の
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
成
仏
を
説
く
に
し
て
も
、
女
人
成
仏
論
は
、
龍
女
成
仏
に
約
し
て
即
身
成
仏
を
説
く
以
上
、
垢
稜
の
女
身

を
対
象
に
し
て
お
り
、
必
ず
生
物
学
的
性
差
に
基
づ
い
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
日
蓮
の
性
差
観

(妬）



ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

念
三
千
の
成
仏
に
比
し
て
は
成
仏
論
の
陥
奔
と
し
て
不
用
と
な
る
の
で
あ
強

成
仏
論
に
お
い
て
、
日
蓮
は
女
人
差
別
を
一
念
三
千
に
よ
っ
て
超
克
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
と
し
て
の
女
人
観
を
形
成
す
る

性
差
観
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
性
差
観
は
、
ま
ず
仏
典
中
で
成
仏
不
可
能
と
さ
れ
た
女
身
に
つ
い
て
の
教
説
を
踏
ま
え
る
形
態
で
説
か

れ
る
。
そ
の
中
で
、
従
来
の
女
人
五
障
三
従
説
、
あ
る
い
は
女
性
蔑
視
説
と
い
え
る
文
も
確
認
で
き
る
。

「
女
人
を
ぱ
内
外
典
に
是
を
そ
し
り
、
三
皇
五
帝
の
三
墳
五
典
に
も
譜
曲
者
と
定
む
。
さ
れ
ば
災
は
三
女
よ
り
起
る
と
云
へ
り
。
国

、
ノ
ナ
リ
ク
ッ
ノ
ヲ

の
亡
び
人
の
損
ず
る
源
は
女
人
を
本
と
す
。
内
典
の
中
に
は
初
成
道
の
大
法
た
る
華
厳
経
に
は
女
人
地
獄
使
。
能
断
一
仏
種
子
一
。

り
え
こ
ぐ

ノ
ス
ト

外
固
艇
一
菩
瞳
一
内
血
無
夜
琴
文
。
双
林
最
後
の
大
浬
樂
経
に
は
一
切
江
河
必
有
二
回
曲
一
・
一
切
女
人
必
有
二
詣
曲
常
又
云

ノ

ク

あ
ら
ゆ
ろ
ノ
ノ
ノ

シ
テ
ル
ノ
ノ
ト

カ

所
有
三
千
界
男
子
諸
煩
悩
合
集
為
二
一
人
女
人
業
障
一
等
云
云
。
大
華
厳
経
の
文
に
、
能
断
仏
種
子
と
説
れ
て
候
は
女
人
は
仏
に
な
る

べ
き
種
子
を
い
（
焦
）
れ
り
。
（
中
略
）
雨
ふ
れ
ど
も
、
い
り
た
る
種
の
を
ひ
ず
し
て
、
か
へ
り
て
く
ち
う
す
る
は
、
女
人
の
仏
教

ル

ス

に
遇
へ
ど
も
、
生
死
を
は
な
れ
ず
し
て
、
か
へ
り
て
仏
法
を
失
ひ
悪
道
に
堕
に
讐
ふ
。
是
を
能
断
仏
種
子
と
は
申
也
。
浬
桑
経
の
文

カ

ヘ

に
、
一
切
の
江
河
の
ま
が
れ
る
が
如
く
女
人
も
又
ま
が
れ
り
と
説
れ
た
る
は
、
（
中
略
）
女
人
の
心
を
ぱ
水
に
讐
た
り
。
心
よ
わ
く

し
て
水
の
如
く
也
。
（
中
略
）
女
人
は
不
信
を
体
と
す
る
ゆ
へ
に
、
只
今
さ
あ
る
べ
し
と
見
る
事
も
、
又
し
ば
ら
く
あ
れ
ば
あ
ら
ぬ

ス

ツ

さ
ま
に
な
る
な
り
。
仏
と
申
は
正
直
を
本
と
す
。
故
に
ま
が
れ
る
女
人
は
仏
に
な
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
五
障
三
従
と
申
て
、
五
の
さ

ツ

今
力

は
り
三
し
た
が
ふ
事
あ
り
。
さ
れ
ば
銀
色
女
経
に
は
、
三
世
の
諸
仏
の
眼
は
大
地
に
落
と
も
女
人
は
仏
に
な
る
べ
か
ら
ず
と
説
れ
、

大
論
に
は
、
清
風
は
と
る
と
云
ど
も
女
人
の
心
は
と
り
が
た
し
と
云
へ
鰭
」
（
『
法
華
題
目
詮
、
宣
蹟
）

へ

「
男
子
女
人
其
性
本
よ
り
別
れ
た
り
。
火
は
あ
た
ｈ
か
に
、
水
は
つ
め
た
し
。
海
人
は
魚
を
と
る
に
た
く
み
な
り
、
雌
雄
は
鹿
を
と

あ
直

る
に
か
し
こ
し
。
女
人
は
婬
事
に
か
し
こ
し
と
こ
そ
経
文
に
は
あ
か
さ
れ
て
候
へ
。
い
ま
だ
き
か
ず
蕊
仏
法
に
か
し
こ
し
と
庵
」

(妬）



日
蓮
は
女
人
が
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
文
と
し
て
華
厳
経
、
浬
薬
経
の
経
文
を
引
き
、
不
成
仏
の
証
文
と
し
て
銀
色
女
経
を
引

い
て
い
奄
日
蓮
が
仏
典
に
よ
っ
て
性
差
を
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
男
女
の
性
差
が
宿
命
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
こ

と
が
「
男
子
女
人
其
性
本
よ
り
別
れ
た
り
。
」
の
一
文
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
性
差
を
規
定
す
る
言
説
が
仏
説
と
し
て
の

経
典
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
蓮
は
仏
教
経
典
中
に
性
差
別
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
な
が
ら
、
そ
の
性
差
の
下
に
如
何
に
し
て
一
切
衆
生

ブ

レ
ツ

を
平
等
に
救
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
解
答
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
三
の
っ
な
は
今
生
に
切
ぬ
。
五
の
さ
わ
り
は
す
で

（
既
）
に
は
れ
ぬ
ら
む
。
心
の
月
く
も
り
な
く
、
身
の
あ
か
き
へ
は
て
ぬ
。
即
身
の
仏
な
港
」
（
『
光
日
尼
御
返
事
』
、
真
蹟
）
と
い
う
言

説
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
日
蓮
が
本
来
的
に
分
別
さ
れ
て
い
る
と
す
る
性
の
差
異
に
つ
い
て
、
具
体
的
表
記
を
確
認

２
、
性
差
に
関
す
る
説
示

ま
ず
、
女
性
の
生
物
学
的
・
解
剖
学
的
性
差
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

カ
ニ
ヤ

や
ど
こ
い
の
つ
ｇ

（
前
略
）
子
の
肉
は
母
の
肉
、
母
の
骨
は
子
の
骨
也
。
（
中
略
）
何
況
親
と
子
と
の
契
り
、
胎
内
に
宿
し
て
、
九
月
を
経
て
生
落
し
、

数
年
ま
で
養
ひ
篭
（
『
光
日
上
人
御
返
事
』
、
身
延
曾
存
）

こ
の
文
中
に
は
母
ｌ
子
と
い
う
関
係
に
基
づ
く
女
性
の
身
体
的
性
差
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
既
に
脇
田
晴
子
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
庵
中
世
社
会
で
は
律
令
制
度
の
衰
退
の
結
果
と
し
て
、
「
家
」
が
社
会
を
構
成
す
る
基
礎
単
位
と
な
り
、
家
父
長
制
下
に
お

い
て
女
性
の
性
的
役
割
は
、
「
家
」
を
存
続
せ
し
め
る
後
継
者
を
生
む
性
と
し
て
の
「
母
性
」
が
尊
重
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

し
て
み
た
窪

（
『
日
妙
聖
人
御
書
』
、
真
蹟
）

(37）



三
書
い
ず
れ
も
夫
婦
の
在
り
方
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
蓮
の
性
差
観
の
特
徴
と
し
て
こ
の
よ
う
に
男
女
を
一
体
と
解
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
当
時
の
社
会
の
家
制
度
で
あ
る
家
父
長
制
の
性
差
と
同
様
に
、
日
蓮
が
示
す
性
差
の
不
等
号

も
男
性
側
に
開
い
て
い
る
が
、
や
は
り
男
女
一
体
、
性
差
に
よ
る
役
割
分
担
と
い
う
視
点
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
各
々
を
詳

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

た
、
当
時
の
社
会
で
は
家
父
長
権
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
母
子
一
体
と
す
る
見
方
が
生
じ
、
所
領
財
産
の
譲
与
に
い
た
っ
て
も
母
子
共
に
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
蓮
が
こ
こ
で
示
す
生
物
学
的
性
差
は
、
生
む
性
と
し
て
の
母
性
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
母
子
の
身
体
的
一
体
観
も
当
時
の
社
会
通
念
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
蓮
は
こ
こ
で
決
し
て
否
定
的
性
差
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
母
性
の
故
に
母
子
一
体
の
霊
山
浄
土
へ
の
往
詣
を
説
く
の
で
あ
る
。

日
蓮
が
女
性
檀
越
に
教
示
す
る
際
に
は
、
先
述
し
た
親
子
（
母
子
）
一
体
観
と
男
女
（
夫
婦
）
一
体
観
に
即
し
て
説
く
場
合
が
多
く
確

認
で
き
、
と
き
と
し
て
男
性
優
位
な
る
言
説
も
存
在
し
て
い
る
。

「
さ
て
は
、
を
と
こ
は
は
し
ら
（
柱
）
の
ご
と
し
、
女
は
な
か
わ
（
桁
）
の
ご
と
し
。
を
と
こ
は
足
の
ご
と
し
、
女
人
は
身
の
ご
と

し
。
を
と
こ
は
羽
の
ご
と
し
、
女
は
み
（
身
）
の
ご
と
し
。
（
中
略
）
い
へ
に
を
と
こ
な
け
れ
ぱ
人
の
た
ま
し
ゐ
な
き
が
ご
と
し
。

く
う
じ
（
公
事
）
を
ば
た
れ
に
か
い
ゐ
あ
わ
せ
ん
。
よ
き
物
を
ぱ
た
れ
に
か
や
し
な
う
べ
蓋
」
（
『
千
日
尼
御
返
臺
、
真
蹟
）七

「
女
と
申
す
文
字
を
ば
か
操
る
と
よ
み
候
。
藤
の
松
に
か
出
り
、
女
の
男
に
か
典
る
も
、
今
は
左
衛
門
殿
を
師
と
せ
さ
せ
給
て
、
法

華
経
へ
み
ち
び
か
れ
さ
せ
給
償
種
」
（
『
四
条
金
吾
殿
女
房
御
返
事
』
、
真
蹟
）

「
女
人
は
水
の
ご
と
し
、
う
っ
は
物
に
し
た
が
う
。
女
人
は
矢
の
ご
と
し
、
弓
に
つ
が
は
さ
る
。
女
人
は
ふ
れ
の
ご
と
し
、
か
ぢ

（
揖
）
の
ま
か
す
る
に
よ
る
べ
し
。
（
中
略
）
今
生
の
み
な
ら
ず
、
後
生
も
を
と
こ
に
よ
る
な
蝿
」
（
『
さ
じ
き
女
房
御
返
臺
、
真

蹟
一

(鉛）



細
に
見
て
い
け
ば
、
『
千
日
尼
御
返
事
』
と
『
さ
じ
き
女
房
御
返
事
』
に
関
し
て
は
、
亡
夫
の
信
仰
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
え
て
強
調

し
、
そ
の
悲
し
み
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
『
四
条
金
吾
殿
女
房
御
返
事
』
も
四
条
金
吾
の
信
仰
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
安
心
感
を

伝
え
る
た
め
に
、
男
性
優
位
に
説
い
た
と
解
釈
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
男
女
（
夫
婦
）
一
体
観
の
中
で
も
、
男
性
優
位
を
説
く
の
で
は
な
く
、
男
女
平
等
、
あ
る
い
は
女
性
優
位
を
示
す
場
合
も
確

認
で
き
る
。
こ
の
男
女
平
等
の
説
に
つ
い
て
は
、
両
性
平
等
論
と
両
性
不
浄
論
の
二
つ
に
分
類
可
能
で
あ
る
。

ス

ノ

ル

ヒ

「
妙
荘
厳
王
品
と
申
は
、
殊
に
女
人
御
た
め
に
用
事
也
。
妻
が
夫
を
す
擬
め
た
る
品
也
。
末
代
に
及
て
も
、
女
房
の
男
を
す
撰
め
ん

は
、
名
こ
そ
か
わ
り
た
り
と
も
功
徳
は
但
浄
徳
夫
人
の
ご
と
し
。
い
は
う
や
こ
れ
は
女
房
も
男
も
共
に
御
信
用
あ
り
、
烏
必
李
け
秘

ツ

そ
な
は
り
、
車
の
二
の
輪
か
か
れ
り
。
何
事
か
成
ぜ
ざ
る
べ
き
。
天
あ
り
地
あ
り
、
日
あ
り
月
あ
り
、
日
て
り
雨
ふ
る
、
功
徳
の
草

木
花
さ
き
菓
な
る
べ
，
泡
」
（
『
日
女
御
前
御
返
事
』
、
真
蹟
）

み

「
た
だ
し
疑
あ
る
事
は
、
我
等
は
父
母
の
精
血
変
じ
て
人
と
な
り
て
侯
へ
ば
、
三
毒
の
根
本
婬
欲
の
源
也
。
い
か
で
か
仏
は
わ
た
ら

せ
給
べ
き
と
疑
候
へ
ど
も
、
又
う
ち
か
へ
し
ノ
ー
案
侯
へ
ば
、
其
ゆ
わ
れ
も
や
と
を
ぽ
へ
儲
」
（
臺
須
殿
女
房
御
返
事
』
、
真
蹟
）

フ

ヒ

シ

『
日
女
御
前
御
返
事
』
で
は
、
法
華
経
妙
荘
厳
王
本
事
品
の
浄
徳
夫
人
が
夫
の
妙
荘
厳
王
を
出
家
成
仏
さ
せ
た
と
し
て
、
そ
の
功
徳
が

女
性
に
同
様
に
与
え
ら
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
実
際
経
説
で
は
、
浄
蔵
・
浄
眼
の
二
人
の
子
供
が
直
接
的
に
王
を
教
化
す
る
の
で
あ
り
、

夫
人
は
間
接
的
に
子
供
た
ち
の
出
家
を
許
可
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
日
蓮
は
こ
の
品
の
説
を
、
間
接
的
で
あ
る
夫
婦
間
の
功
徳
に
重

点
を
移
行
さ
せ
て
、
男
女
一
体
、
夫
婦
平
等
な
る
立
場
を
説
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
重
須
殿
女
房
御
返
事
』
で
は
、
通
説
と
し
て
あ
っ
た
女
人
不
浄
観
を
、
人
間
全
て
が
不
浄
で
あ
る
こ
と
へ
と
ず
ら
し
て
説
い

て
い
る
。
男
女
と
い
う
具
体
的
な
性
差
の
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
両
性
不
浄
論
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

(鋼）



仏
教
聖
典
が
全
て
男
性
に
よ
る
言
説
で
あ
る
以
上
、
男
性
が
支
配
的
存
在
と
な
り
、
相
対
す
る
女
性
が
被
支
配
的
階
級
層
に
位
置
す
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
性
を
差
異
化
す
る
そ
の
分
節
線
が
言
説
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
不
確
定
に

揺
ら
い
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
様
々
に
性
の
境
界
線
が
ず
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
性
差
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
女
忰
霞
域
か
ら
男
性
の
領
域
に
優
陣
性
を
引
き
込
ん
だ
と
い
え
る
。
そ
の
影
に
は
、

す
な
わ
ち
、
女
性
の
社
会
的
役
割
を
明
確
化
さ
せ
た
と
い
え
る
部
分
で
あ
り
、
「
家
」
の
中
で
の
女
性
の
役
割
、
社
会
で
の
役
割
に
お

い
て
、
女
性
が
男
性
よ
り
も
重
要
な
立
場
で
あ
る
と
説
く
部
分
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
説
示
か
ら
は
、
家
父
長
制
よ
り
も
妻
の
家
長
的
強

さ
が
顕
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
日
蓮
が
女
性
を
蔑
視
す
る
よ
り
も
優
位
性
を
認
識
し
て
い
る
一
端
が
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。
畢
寛
、
日
蓮
は
「
日
本
国
と
申
は
女
人
の
国
と
申
国
也
。
天
照
大
神
と
申
せ
し
如
獺
の
つ
き
い
だ
し
農
石
島
堵
」

ス

ス

（
『
日
眼
女
釈
迦
仏
陛
養
事
』
、
身
延
曾
存
）
と
日
本
と
い
う
国
に
ま
で
女
性
性
が
あ
る
こ
と
を
説
き
、
女
性
優
位
の
論
拠
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 「

（
前
略
）
両

事
』
、
真
蹟
）

す
な
わ
ち
、
女

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

こ
の
男
女
両
性
の
平
等
性
を
さ
ら
に
女
性
側
へ
押
し
進
め
る
と
、
女
性
優
位
論
と
な
る
。

め

「
や
の
は
し
る
事
は
弓
の
ち
か
ら
、
く
も
の
ゆ
く
こ
と
は
り
う
（
龍
）
の
ち
か
ら
、
を
と
こ
の
し
わ
ざ
は
女
の
ち
か
ら
な
り
。
い
ま

と
き
ど
の
の
こ
れ
へ
御
わ
た
り
あ
る
事
、
尼
ご
ぜ
ん
の
御
襄
姥
」
（
『
富
木
尼
御
前
御
董
、
真
蹟
）

「
（
前
略
）
又
い
つ
し
か
こ
れ
ま
で
さ
し
も
大
事
な
る
わ
が
夫
を
御
つ
か
い
（
使
）
に
て
つ
か
わ
さ
れ
て
膳
」
（
国
府
尼
御
前
御
返

塞
宇
と
こ

小
結

(40）



律
令
制
に
基
づ
く
家
父
長
制
の
浸
透
、
仏
教
の
定
着
な
ど
様
々
な
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
、
仏
教
が
日
本
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
に
ど
れ
ほ
ど
参
画
し
た
か
は
現
段
階
で
は
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
の
性
差
別
思
想
が
日
本
人
の
中
に
受
容

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
仏
教
は
早
く
か
ら
女
人
成
仏
を
説
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
そ
の
論

拠
と
し
て
即
身
成
仏
を
説
く
様
々
な
経
典
を
依
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
仏
教
経
典
が
孕
む
五
障
三
従
と
い
う
女
人
差
別
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
法
華
経
に
よ
る
即
身
成
仏
を
前
提
に
し
て
、
中
世
日
本

に
お
け
る
新
た
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
を
成
し
得
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
の
性
差
観
の
特
質
は
、
法
華
経
と
自
ら
の
言
説
に
よ
っ
て
、
従
来
の

身
体
を
再
び
差
異
化
し
、
男
女
平
等
、
女
性
優
位
の
立
場
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
性
差
の
再
生
産
が
、
女
人
成
仏
を
説
く
際
に

変
成
男
子
の
過
程
が
欠
落
す
る
一
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
日
蓮
の
性
差
観
は
、
生
物
学
的
性
差
を
説
き
な
が
ら
女
人
成
仏

を
説
く
仏
教
と
は
異
な
り
、
当
時
の
社
会
的
役
割
に
基
づ
い
た
性
差
を
反
映
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
性
差
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
差
異
化
・
即
身
成
仏

注
（
１
）
間
宮
啓
壬
「
日
蓮
に
み
る
女
性
の
救
済
ｌ
『
一
念
三
千
の
成
仏
』
ｌ
」
（
『
身
延
論
叢
』
創
刊
号
一
○
五
～
一
○
七
頁
、
一
九
九
六
年
）
に
近
年

の
学
説
の
流
れ
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
大
越
愛
子
・
源
淳
子
共
著
『
解
体
す
る
仏
教
ｌ
そ
の
セ
ク
シ
ユ
ァ
リ
テ
ィ
観
と
自
然
観
』
大
越
担
当
、
「
第
一
部
仏
教
と
セ
ク
シ
ユ
ァ
リ

テ
ィ
」
（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
三
六
～
四
五
頁
、
大
越
愛
子
・
源
淳
子
・
山
下
明
子
共
著
「
性
差
別
す
る
仏
教
』
大
越
担
当
、
「
第
一
部

仏
教
文
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
問
い
直
す
」
（
法
蔵
館
、
一
九
九
○
年
）
二
九
～
三
一
頁
。
大
越
氏
は
、
岩
本
裕
氏
の
翻
訳
に
よ
っ
て
い
る
。

（
３
）
小
田
嶋
利
江
「
「
変
成
男
子
』
物
語
を
め
ぐ
る
性
意
識
」
（
東
北
大
学
『
印
度
学
宗
教
学
会
論
集
』
、
一
九
九
五
年
）
（
一
九
）
～
（
三
四
）
頁
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

(叙）



（
鋤
）
右
同
書
、
四
一
八
～
四
一
九
頁
。

（
副
）
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
十
六
巻
九
頁
ｂ
。

（
犯
）
『
大
般
浬
築
経
』
「
如
来
性
品
第
四
」
に
全
く
同
文
で
は
な
い
が
、
同
意
の
経
文
が
確
認
で
き
る
。
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
四
二
二
頁

（
岨
）
右
同
書
、
四
一
五
頁
。

（
Ⅳ
）
右
同
書
、
一
三
四
～
一
三
五
頁
。

（
肥
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
」
第
十
四
巻
、
二
八
八
～
二
八
九
頁
。

（
過
）
右
同
書
、
二
一
二
頁
。

（
必
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』

（
妬
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
」

（
蝿
）
右
同
書
、
一
二
六
頁
。

『
大
日
本
仏
教
全
書
』

（
ｕ
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
二
十
五
巻
、
二
二
四
～
二
二
五
頁
。

（
胆
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
二
十
四
巻
、
一
八
六
～
一
八
八
頁
。

へへ
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（
５
）
上
野
千
観
子
「
差
異
の
政
治
学
」
（
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
第
十
一
巻
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
社
会
学
』
一
～
二
六
頁
）
。

（
６
）
上
野
千
餌
子
右
同
書
。
あ
る
い
は
同
「
歴
史
学
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
（
岩
波
講
座
日
本
通
史
別
巻
１
『
歴
史
意
識
の
現
在
』
一
七
四
～
一
八

四
頁
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
。

（
７
）
上
野
千
観
子
「
歴
史
学
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
一
七
九
頁
。

（
８
）
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
「
第
四
篇
女
性
と
仏
教
」
（
埴
書
房
、
一
九
九
二
年
）
三
九
一
～
四
五
○
頁
、
「
中
世
仏
教
と
女
性
」

（
『
日
本
女
性
生
活
史
』
２
中
世
七
五
～
一
○
八
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
○
年
）
。

（
９
）
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
三
、
二
六
一
～
二
六
四
頁
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

特
に
法
華
経
の
変
成
男
子
に
つ
い
て
は
（
二
八
）
頁
。

（
４
）
瀬
地
山
角
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
現
状
と
課
題
」
（
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
第
十
一
巻
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
社
会
学
』
二
二
七
～
二
四
三
頁

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
。

第
十
五
巻
、
三
○
○
頁
。

『
大
日
本
仏
教
全
書
」
第
二
十
二
巻
、
七
二
頁
。

右
同
書
二
六
四
頁
。

(鐙）



（
弘
）
日
蓮
は
こ
れ
ら
の
経
文
を
注
法
華
経
中
の
提
婆
達
多
品
の
経
文
で
は
な
く
、
薬
王
品
の
経
文
部
分
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
（
『
定
本
注
法
華
経
』

下
五
○
二
頁
。
）
提
婆
達
多
品
に
記
載
さ
れ
る
女
人
成
仏
に
関
す
る
経
論
疏
は
、
先
述
し
た
『
菩
薩
処
胎
経
』
・
『
法
華
玄
賛
』
・
『
法
華
秀
句
」
の
文

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

一
八
頁
。
）

（
記
）
『
昭
封

（
調
）
『
昭
萄

『
昭
和

『
昭
和

（
妬
）
『
真
訓
両
読
妙
法
蓮
華
経
開
結
」
五
二
六
～
五
二
七
頁
上
段
。

（
”
）
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
四
巻
、
六
二
一
頁
ｂ
。

（
躯
）
但
し
吉
蔵
は
、
『
法
華
義
疏
』
「
提
婆
達
多
品
」
の
中
で
、
．
男
身
成
道
。
則
釈
迦
之
流
。
二
女
身
成
仏
。
別
有
経
云
仏
出
女
国
作
女
身
成
仏
。

三
亦
男
亦
女
。
則
龍
女
是
也
。
本
是
女
変
為
男
。
四
非
男
非
女
非
天
非
人
。
如
浄
土
成
仏
。
」
と
説
い
て
お
り
、
女
身
成
仏
や
男
女
差
の
な
い
成
仏

も
確
認
で
き
る
。
後
者
の
場
合
は
、
浄
土
の
仏
は
女
人
が
い
な
い
と
す
る
法
華
経
や
、
浄
土
経
典
の
説
示
に
反
し
、
無
分
別
な
状
態
を
浄
土
成
仏
と

明
示
し
て
い
る
。
（
『
大
正
蔵
経
』
第
三
十
四
巻
五
九
二
頁
ｂ
ｏ
）

（
羽
）
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（
以
下
「
昭
和
定
本
』
）
七
九
四
頁
。

（
釦
）
『
昭
和
定
本
」
五
八
九
～
五
九
○
頁
。

（
瓢
）
間
宮
啓
壬
氏
は
前
掲
論
文
に
、
日
蓮
の
女
人
成
仏
論
の
原
理
が
一
念
三
千
の
成
仏
で
あ
る
こ
と
を
言
及
し
て
い
る
。
（
前
掲
書
、
二
三
～
一

頁
。
）
だ
け
で
あ
る
。

（
型
）
『
詳
解
合
編
天
《

ｅ
『
詳
解
合
編
天
台

ｂ
。
「
若
人
不
知
是
仏
性
者
則
無
男
相
。
所
以
者
何
。
不
能
自
知
有
仏
性
故
。
若
有
不
能
知
仏
性
者
我
鋭
是
等
名
為
女
人
。
若
能
自
知
有
仏
性
者
我

説
是
人
為
丈
夫
相
。
若
有
女
人
能
知
自
身
定
有
仏
性
。
当
知
是
等
即
為
男
子
。
」

（
羽
）
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
第
十
二
巻
一
○
三
四
頁
ｃ
～
一
○
三
五
頁
ｃ
・
日
蓮
は
『
定
本
注
法
華
経
』
上
第
五
巻
第
二
紙
表
（
三
四
三
頁
）
１
４

に
こ
の
『
菩
薩
処
胎
経
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
山
中
喜
八
氏
に
よ
る
と
、
段
澄
撰
と
伝
え
ら
れ
る
、
『
感
論
弁
惑
章
」
中
に
引
か
れ
る
経
文
の
孫

引
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
御
遺
文
中
に
引
用
が
確
認
で
き
る
も
の
は
『
一
代
聖
教
大
意
』
（
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
七
一

（
妬
）
右
同
。

大
師
全
集
』
「
法
華
文
句
第
四
」
二
○
○
四
頁
。
た
だ
し
、
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
原
文
で
は
「
不
捨
身
不
受
身
」
の
部
分

は
「
不
捨
身
受
身
」
と
な
っ
て
い
る
。

定
本
』
六
四
六
頁
。

定
本
」
四
○
○
～
四
○
一
頁
。

(“）



附
記
本
稿
作
成
に
つ
い
て
は
、
本
学
講
師
間
宮
啓
壬
氏
と
の
多
く
の
対
話
と
、
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
っ
て
新
し
い
視
点
を
得
な
が
ら

進
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
似
）
『
昭
和
定
本
』
九
九
七
頁
。

（
蛇
）
『
昭
和
定
本
』
一
五
一
四
頁
。

（
妃
）
『
昭
和
定
本
』
一
八
五
六
頁
。

（
“
）
『
昭
和
定
本
』
二
四
七
頁
。

（
妬
）
『
昭
和
定
本
』
一
○
六
四
頁
。

（
妬
）
『
昭
和
定
本
』
一
六
二
五
頁
。

（
銘
）
脇
田
晴
子
著
「
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
』
（
里
夙
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
「
序
章
中
世
に
お
け
る
『
家
』
の
成
立
と
女
性
の
位
置
ｌ

母
性
と
家
政
と
性
愛
ｌ
」
、
「
第
２
章
母
性
尊
重
思
想
と
罪
業
観
ｌ
中
世
の
文
芸
を
中
心
に
ｌ
」
参
照
。

（
胡
）
『
昭
和
定
本
』
一
七
六
二
頁
。

（
棚
）
『
昭
和
定
本
』
八
五
八
頁
。

（
訂
）
『
昭
和
定
本
』
一
八
七
九
頁
。

（
妬
）
『
昭
和
定
本
』
一
七
九
五
頁
。

（
妬
）
本
来
、
対
告
衆
で
あ
る
女
性

四
本
来
、
対
告
衆
で
あ
る
女
性
檀
越
の
当
時
の
社
会
的
身
分
や
生
活
状
況
な
ど
と
平
行
し
て
詳
細
に
考
察
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
日

蓮
の
差
異
化
の
分
節
線
を
縮
瞳
す
る
に
と
ど
め
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
か
ら
み
た
日
蓮
の
性
差
観
（
三
輪
）

が
確
認
で
き
る
。
法
華
玄
賛
の
引
用
文
は
女
人
不
成
仏
論
を
挙
げ
て
い
る
が
、
他
の
二
つ
に
関
し
て
は
即
身
成
仏
義
に
力
点
が
あ
る
。
そ
の
周
辺
の

引
用
文
に
、
女
性
を
説
か
ず
と
も
「
現
身
成
仏
」
「
速
成
仏
」
の
文
が
比
較
的
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
こ
の
品
の
飽
女
成
仏
は
即
身
成
仏
を
証

す
部
分
で
あ
る
と
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
日
蓮
が
女
人
救
済
を
説
く
場
合
に
重
点
を
霞
い
た
品
は
、
薬
王
品
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
経
文
の
「
後
五
百
歳
」
と
い
う
時
を
示
す
文
句
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(“）


