
本
稿
は
、
平
成
十
七
年
一
○
月
二
一
日
・
二
二
日
に
身
延
山
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
五
八
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
の
際
、

「
身
延
山
学
園
創
立
四
五
○
年
記
念
特
別
部
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
「
法
華
経
は
大
乗
経
典
か
ｌ
仏
説
と
し
て
の
法
華
経
Ｉ
」
の
原
稿

（
１
）

に
若
干
の
補
足
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
び
の
「
特
別
部
会
」
は
「
脱
構
築
・
法
華
経
と
日
蓮
聖
人
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
テ
ー
マ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、
ま
ず
、
従
来
の
伝
統
的
な
法
華
経
の
理
解
・
解
釈
や
日
蓮
宗
の
教
学
を
、
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
視
点
か
ら
見
直

す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
の
過
程
の
中
か
ら
現
代
に
生
き
る
我
々
に
呼
び
か
け
て
く
る
声
を
発
見
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ

て
法
華
経
者
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
る
と
と
も
に
実
践
・
教
化
の
場
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
理
解
さ

れ
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
以
来
、
多
様
化
の
道
を
歩
ん
だ
仏
教
の
教
義
・
教
理
の
展
開
は
「
脱
構
築
」
の
連
続
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
大
乗
経
典
の
制
作
活
動
は
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
仏
教
の
「
脱
構
築
」
運
動
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
》
っ
。 九

分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

一
は
じ
め
に

岡

田

行

弘
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そ
も
そ
も
、
現
代
日
本
で
成
長
し
生
活
す
る
者
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
意
識
的
に
仏
教
に
触
れ
る
よ
り
前
に
、
科
学
的
世
界
観
や
合
理

的
思
考
方
法
の
教
育
を
受
け
て
い
る
。
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
近
代
科
学
の
成
果
で
あ
る
工
業
製
品
や
医
療
技
術
が
浸
透
し
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
自
明
の
事
象
と
し
て
日
常
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
科
学
的
世
界
像
を
真
理
と
し
て
受

け
入
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
価
値
や
存
在
に
対
し
て
は
、
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
代
の
い
わ
ば
常
識
人
に
と
っ
て
、
仏
教
の
中
で
抵
抗
感
な
く
受
容
で
き
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
原
始
仏
教
、
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
教
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
存
在
の
基
本
に
あ
る
生
老
病
死
と
い
う
苦
と
、
そ
の
原
因
と
し
て
の
欲
望
・
無
知
を
正
し
く

見
極
め
、
そ
れ
を
軽
減
す
る
実
践
の
道
を
説
い
た
ブ
ッ
ダ
は
、
世
界
観
と
し
て
は
縁
起
説
（
時
間
的
因
果
関
係
）
を
提
示
し
、
観
念
的
な

実
在
を
否
定
し
た
。
経
験
的
事
実
を
重
視
し
、
み
ず
か
ら
の
方
法
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
さ
え
も
を
離
れ
た
ブ
ッ
ダ
の
方
法
（
対
機
説
法
）

は
、
合
理
的
客
観
的
思
考
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
ブ
ッ

ダ
の
教
説
を
捉
え
る
こ
と
は
、
近
代
仏
教
学
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
客
観
的
な
文
献
学
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
役
割
を
終
え
た
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
、
原
始
仏
教
の
教
説
は
そ
の
意
味
を
い

も
な
い
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

ま
ず
始
め
に
、
今
回
、
発
表
の
場
を
い
た
だ
い
た
「
特
別
部
会
」
に
お
い
て
、
「
脱
構
築
」
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
、
あ
え
て
「
法

華
経
は
大
乗
経
典
か
」
と
い
う
常
識
は
ず
れ
の
問
い
か
け
を
設
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
・
弁
明
す
る
事
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
仏
教
の
歴
史
を
勉
強
す
る
時
、
近
代
仏
教
学
の
立
場
・
視
点
か
ら
、
歴
史
的
存
在
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ

を
開
祖
と
す
る
仏
教
の
歴
史
を
文
献
資
料
に
基
づ
い
て
、
客
観
的
に
再
構
成
し
て
い
く
。
す
る
と
漢
訳
仏
典
の
み
に
立
脚
し
て
築
き
上
げ

ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
教
学
・
仏
教
史
の
解
釈
と
一
致
し
な
い
部
分
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
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梵
文
法
華
経
に
お
い
て
は
、
法
華
経
作
者
（
法
華
経
を
経
典
と
し
て
纏
め
上
げ
た
人
た
ち
）
は
、
法
華
経
の
こ
と
を
「
大
方
広
経
典
」

（
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ィ
プ
ル
ャ
ス
ー
ト
ラ
）
と
規
定
し
、
ま
た
自
ら
の
一
部
分
を
指
示
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
「
法
門
（
ダ
ル
マ
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
）
」

（
２
）

と
い
う
用
語
）
を
使
用
し
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
羅
什
訳
「
妙
法
蓮
華
経
」
に
は
、
原
典
に
な
い
「
大
乗
経
」
と

い
う
表
現
が
頻
出
す
る
。
た
し
か
に
「
大
き
な
乗
り
物
」
と
い
う
言
葉
は
、
警
嶮
品
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
法
華
経
自
身

は
、
大
乗
（
マ
ハ
ー
ャ
ー
ナ
）
仏
教
な
る
も
の
の
広
宣
を
目
的
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
伝
統
的
な
通
念
に

よ
っ
て
「
法
華
経
は
、
大
乗
経
典
で
あ
る
」
と
単
純
に
判
断
・
評
価
す
る
こ
と
は
、
法
華
経
を
「
仏
説
」
と
し
て
細
心
の
注
意
を
払
い
な

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

さ
さ
か
も
減
じ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
仏
教
の
展
開
を
見
る
と
き
、
ブ
ッ
ダ
の
教
説
と
「
大
乗
仏
教
」
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
る
の
か
、
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
と
く
に
大
乗
仏
教
の
成
立
を
無
条
件
に
礼
賛
し
、
「
大
乗
」
と
い
う
言
葉
が
明
示
し
て
い
る
「
従

来
の
仏
教
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
評
価
」
を
再
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

法
華
経
は
代
表
的
な
大
乗
経
典
と
い
う
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
法
華
経
は
原
始
仏
教
を
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
法
華
経
に
た
い
す
る
信
仰
（
宗
教
的
真
実
）
と
ブ
ッ
ダ
の
教
説
と
し
て
の
仏
教
（
歴
史
的
真

実
）
を
ど
の
よ
う
に
関
係
さ
せ
、
意
味
づ
け
た
ら
い
い
の
か
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
長
年
の
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
極
め
て
未
熟
な

が
ら
、
私
の
法
華
経
に
対
す
る
見
方
・
考
え
方
を
提
示
し
、
諸
賢
の
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

以
下
、
法
華
経
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
梵
文
法
華
経
に
限
定
す
る
。

二
大
乗
経
典
と
法
華
経
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九
分
十
二
分
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と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

が
ら
周
到
に
完
成
し
た
法
華
経
作
者
の
意
図
を
読
み
落
と
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。

（
３
）

法
華
経
が
自
ら
を
大
乗
経
と
称
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
宮
本
正
尊
が
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
か

ら
は
、
小
乗
と
大
乗
の
区
別
に
重
大
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
事
も
同
時
に
読
み
取
れ
る
。

一
般
的
に
初
期
大
乗
経
典
と
言
え
ば
、
般
若
経
、
維
摩
経
、
華
厳
経
、
無
量
寿
経
、
そ
し
て
法
華
経
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
著
作
と
さ
れ
る
論
書
（
大
智
度
論
）
に
引
用
さ
れ
る
経
典
で
あ
る
。
宮
本
正
尊
の
「
大
小
両
乗
の
決
判
」

は
、
こ
の
点
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
こ
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
い
わ
ば
「
教
判
」
は
、
特
に
中
国
日
本
仏
教
に
お
い

て
は
通
説
・
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
各
経
典
の
中
か
ら
空
、
波
羅
蜜
、
在
家
主
義
、
仏
、
菩
薩
、
利
他
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ

て
そ
の
共
通
点
が
洗
い
出
さ
れ
、
大
乗
仏
教
と
い
う
一
つ
の
範
晴
に
収
め
ら
れ
て
き
た
。

随
っ
て
『
法
華
経
』
と
は
、
か
か
る
「
九
部
経
に
対
し
て
説
か
る
る
方
等
経
な
り
ぐ
、
巷
巳
冨
‐
の
三
国
な
り
」
と
方
便
品
の
梵
本
に

明
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
小
乗
に
対
し
て
大
乗
を
説
く
方
等
部
の
経
と
し
て
可
成
り
発
達
し
成
熟
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
未
だ
大
乗

経
な
る
標
題
迄
も
取
り
切
る
に
至
っ
て
な
い
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
い
。
随
っ
て
法
華
は
「
方
等
経
」
な
り
と
云
ふ
梵
本
の
説
き

方
が
原
型
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
『
妙
法
華
』
の
如
く
こ
れ
を
「
説
是
大
乗
経
」
と
し
て
方
等
を
大
乗
に
置
き
換
え
た
如
き
字
句

を
用
い
る
の
は
、
矢
張
り
羅
什
の
訳
筆
に
基
く
、
一
進
化
と
見
倣
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
か
く
て
羅
什
の
こ
の
訳
例
こ
そ
、

実
は
竜
樹
が
大
小
両
乗
の
決
判
を
な
し
て
大
乗
経
の
地
位
を
確
立
せ
し
め
て
か
ら
、
そ
の
高
め
ら
れ
た
る
法
華
の
立
場
を
明
確
に
な

し
た
に
外
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
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し
か
し
な
が
ら
、
経
典
を
読
解
す
る
際
に
、
「
こ
れ
は
大
乗
経
典
だ
」
と
い
う
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
起
点
と
し

て
共
通
項
と
し
て
の
「
大
乗
仏
教
の
特
徴
」
を
読
み
取
る
事
に
主
眼
が
お
か
れ
て
し
ま
う
と
、
個
々
の
経
典
の
独
自
性
が
見
失
わ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
目
指
す
所
は
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
「
菩
薩
」
と
い
う
存
在
は
、
法
華
経
に
お
い

て
は
「
法
華
経
を
受
持
し
、
成
仏
を
目
指
す
者
」
で
あ
る
。
在
家
主
義
・
六
波
羅
蜜
の
実
践
・
過
去
の
繊
悔
と
い
う
よ
う
な
大
乗
仏
教
一

般
、
特
に
般
若
経
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
の
菩
薩
の
性
格
は
鮮
明
に
表
出
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
一
方
で
は
、
大
乗
と
い
う
名
の
も
の
と
で
、

原
始
仏
教
、
阿
含
と
の
相
違
点
の
み
が
強
調
さ
れ
、
共
通
点
や
連
続
性
が
不
当
に
見
逃
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仏

（
４
）

教
研
究
の
前
提
に
た
い
す
る
問
題
点
を
下
田
正
弘
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

ま
た
、
佐
々
木
閑
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
降
、
破
僧
の
定
義
と
し
て
宮
門
冒
号
言
含
が
採
用
さ
れ
た
（
言
い
換
え
れ
ば
、
教
団
内
で

集
団
行
事
を
共
に
行
な
っ
て
い
れ
ば
、
教
義
面
で
見
解
の
相
違
が
あ
っ
て
も
破
僧
に
は
な
い
ら
い
と
い
う
こ
と
）
結
果
、
部
派
仏
教
の
成

（
５
）

立
と
大
乗
仏
教
の
発
生
は
、
同
一
の
現
象
で
あ
る
と
の
視
点
を
提
示
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

小
乗
と
大
乗
の
根
本
的
差
異
。
こ
の
一
点
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
大
前
提
と
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
二
つ
の
範
鴫
は
、
具
体
的
内
容
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に
先
行
す
る
絶
対
的
な
形
式
と
し
て
存
在
し
て
き
た

点
が
重
要
で
あ
る
。
（
中
略
）
い
か
な
る
中
間
的
な
新
し
い
事
実
が
発
見
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
最
後
に
は
こ
の
二
つ
の
何
れ
か
の
範

晴
に
収
ま
る
べ
く
選
択
を
迫
ら
れ
る
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）
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こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
我
々
が
法
華
経
成
立
の
背
景
と
し
て
、
注
意
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
法
華
経
は
、
原
始
仏
教
の
教

説
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
七
品
プ
ー
ル
ヴ
ァ
ョ
ー
ガ
（
羅
什
訳
の
化
城
嶮
品
）
に
お
い
て
、
大
通
智
勝
如
来
は
、
原
始
仏
教

の
基
本
的
教
理
で
あ
る
四
諦
・
十
二
縁
起
の
説
法
を
行
い
、
無
数
の
衆
生
を
解
脱
に
導
い
て
い
る
（
荻
原
本
一
六
○
’
一
六
一
頁
）
。
そ

の
後
で
「
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
」
と
い
う
法
門
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

水
野
弘
元
は
、
法
華
経
に
現
れ
る
「
小
乗
説
」
を
調
査
検
証
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
原
始
仏
教
と
法
華
経
の

（
６
）

継
続
性
を
示
す
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
華
経
は
、
あ
く
ま
で
阿
含
の
用
語
・
法
数
の
範
囲
内
で
そ
の
教
え
を
展
開
し
て
い
る
。
声
聞
と
い
う
存
在
に
固
執
す
る

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

自
分
た
ち
以
外
の
部
派
を
も
積
極
的
に
仏
教
部
派
で
あ
る
と
承
認
す
る
こ
と
は
、
部
派
仏
教
の
成
立
に
繋
が
る
し
、
一
方
、
自
分
た

ち
の
内
部
に
異
な
る
教
義
を
唱
え
る
者
が
混
在
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
は
大
乗
の
発
生
に
繋
が
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
部

派
仏
教
の
成
立
と
大
乗
仏
教
の
発
生
は
、
同
一
の
現
象
の
異
な
る
現
れ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
法
華
経
が
小
乗
説
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
は
、
大
乗
家
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
阿
毘
達
磨
説
で
は
な
く
、
む
し
ろ
阿

含
経
に
説
か
て
い
る
原
始
仏
教
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
三
蔵
学
者
と
し
て
の
専
門
的
立
場
ｌ
し
か
も
自
説
を

執
し
て
他
を
排
す
る
増
上
慢
の
立
場
Ｉ
は
排
除
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
阿
含
の
小
乗
説
は
一
乗
へ
の
入
門
と
し
て
初
歩
の
者

に
説
き
示
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
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基
本
的
に
お
経
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
特
定
の
具
合
的
状
況
の
も
と
で
、
他
者
か
ら
の
問
い
か
け
に
対
し
て
ブ
ッ
ダ
が
答
え
る
と
い
う

形
式
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
は
他
の
人
の
質
問
や
強
い
懇
請
が
あ
っ
て
か
ら
、
教
え
を
説
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
説
法
の

梗
概
が
弟
子
た
ち
に
記
憶
さ
れ
、
数
世
代
の
経
過
す
る
う
ち
に
附
加
や
削
減
を
こ
う
む
っ
た
後
、
経
律
と
し
て
一
応
確
定
し
た
（
文
字
化

（
８
）

さ
れ
た
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
阿
含
イ
コ
ー
ル
仏
説
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

そ
も
そ
も
仏
教
と
は
な
に
か
、
仏
説
（
ブ
ッ
ダ
ヴ
ァ
チ
ャ
ナ
）
と
は
な
に
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
は
、
仏
教
成
立
以
来
、
常
に
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
。
最
初
期
に
は
い
わ
ゆ
る
三
法
印
に
か
な
う
も
の
か
ど
う
か
が
、
一
つ
の
判
断
基
準
で
あ
っ
た
。
大
乗
が
仏
説
か
非
仏

説
か
、
と
い
う
事
は
、
す
で
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
時
代
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
平
行
し
て
、
説
一
切
有
部
の
論
書
に
お
い

て
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
も
仏
説
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
法
性
に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
仏
説
に
た
い
す
る
見
解
が
、
表
明
さ
れ

者
に
は
、
厳
し
い
批
判
が
向
け
ら
れ
る
が
、
後
に
大
乗
の
思
想
家
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
煩
瓊
な
阿
毘
達
磨
説
は
見
当
た
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
仏
教
の
伝
統
を
遵
守
し
、
仏
説
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
い
か

に
未
曾
有
の
法
門
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
仏
説
と
し
て
宣
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
こ
と
は
他
の
い
わ
ゆ
る
「
大
乗
経
典
」
以

上
に
法
華
経
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
次
に
「
仏
説
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
法
華
経
は
、
九
分
十
二
分
教
と
い
う
伝
統
的
な
仏
教

の
表
現
形
式
を
強
く
意
識
し
て
、
仏
の
所
説
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
次
節
で
検
討
す
る
。

（
７
）

て
い
る
。

三
仏
説
と
方
広
経
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九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

ま
た
、
歴
史
的
存
在
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
対
す
る
問
い
か
け
は
、
あ
る
範
囲
に
限
ら
れ
て
お
り
、
仏
の
智
慧
の
一
切
が
お
経

に
説
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ブ
ッ
ダ
の
答
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
設
定
す
る
か
の
ほ
う
が
重
要
な

場
合
が
存
在
す
る
。
こ
の
象
徴
的
な
事
例
が
、
法
華
経
で
あ
る
。

ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
以
後
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
論
師
た
ち
は
、
一
つ
の
方
向
と
し
て
、
ブ
ッ
ダ
の
ダ
ル
マ
を
探
求
・
分
析
し
、
ブ
ッ
ダ
の
教
説

の
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
の
動
き
は
、
阿
含
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
る
経
典
を
素
材
と
し
て
利
用
し
つ
つ
、
ブ
ッ
ダ
の
ダ

ル
マ
を
一
つ
の
体
系
化
さ
れ
た
真
理
（
自
己
完
結
的
な
存
在
）
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
経
典
の
不
備
・
不
足

は
、
ダ
ル
マ
の
考
究
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
も
仏
説
と
し
て
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
う
に
一
つ
の
方
向
、
そ
れ
は
、
経
典
の
制
作
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
に
直
接
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
仏
教
者
た
ち
は
、
時
代
の
変

遷
と
と
も
に
、
自
分
達
の
問
題
意
識
・
疑
問
あ
る
い
は
願
望
に
た
い
し
て
ブ
ッ
ダ
が
答
え
る
こ
と
を
強
く
願
い
、
厳
し
い
修
行
や
瞑
想
を

通
じ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
新
し
く
発
見
し
た
り
、
疑
問
に
対
す
る
解
答
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
ら
の
仏
教
者
の
活
動
が
、
経
典
（
大
乗
と

は
限
ら
な
い
）
の
制
作
と
し
て
具
体
化
す
る
。

も
ち
ろ
ん
法
華
経
作
者
の
時
代
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、
い
わ
ゆ
る
仏
説
が
保
持
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
法
華
経
自
身
、
ま
た
当
時
の
仏
教
者
が
、
仏
説
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
捉
え
て
い
た
か
は
、
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
仏
説
と
は
、
九
分
教
あ
る
い
は
そ
れ
に
三
支
分
を
加
え
た
十
二
分
教
と
い
う
形
式
・
内
容
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
。
本

来
、
九
分
十
二
分
教
は
仏
・
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
「
法
」
を
内
容
と
形
式
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
九
分
十
二

分
教
と
い
う
形
式
を
と
る
事
が
、
仏
説
と
し
て
認
め
ら
れ
る
条
件
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
、
前
田
惠
學
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

（
９
）

い
ブ
（
》
。
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（
皿
）

ヴ
ァ
ィ
プ
ル
ャ
の
意
味
・
解
釈
に
つ
い
て
は
、
前
田
惠
學
の
研
究
に
お
い
て
詳
し
く
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
法

華
経
に
お
け
る
ヴ
ァ
イ
プ
ル
ヤ
の
意
味
と
し
て
は
、
『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
二
六
の
解
釈
で
あ
る

こ
と
に
大
乗
経
典
の
多
く
が
み
ず
か
ら
ぐ
巴
宮
々
四
（
方
広
、
方
等
）
と
称
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
前
田
惠
學
の
説
明
を
要
約
す
れ
ば

（
血
）

次
の
よ
う
に
な
る
。

「
大
乗
経
典
が
し
ば
し
ば
み
ず
か
ら
方
広
経
典
・
方
等
経
典
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
理
由
は
、
ぐ
臼
宮
辱
四
は
九
分
十
二
分
教
の
一

支
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
当
該
大
乗
経
典
が
仏
所
説
・
如
来
所
説
の
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
も
っ
て
経
典

に
権
威
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
九
分
十
二
分
教
は
、
本
来
仏
陀
の
説
法
を
仏
弟
子
が
ま
と
め
た
梗
概
要
領
に
、
外
か
ら
与
え
た
文
学
形
式
で
あ
る
と
推

定
せ
ら
れ
る
。
説
法
の
梗
概
要
領
は
、
こ
の
形
式
で
も
っ
て
整
備
せ
ら
れ
る
と
、
聖
典
と
し
て
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
る
に
い
た
っ

た
。
（
中
略
）
い
っ
た
ん
聖
典
と
し
て
の
権
威
を
認
め
ら
れ
る
と
、
今
度
は
逆
に
、
九
分
十
二
分
教
の
形
式
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る

か
否
か
が
、
仏
陀
直
説
の
教
法
で
あ
る
か
否
か
を
見
分
け
る
目
印
と
な
る
。

「
方
広
と
は
い
か
ん
。
諸
経
の
う
ち
種
々
甚
深
の
法
義
を
広
説
せ
る
を
謂
う
」
（
大
正
蔵
二
七
、
六
六
○
上
）

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）
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と
い
う
説
明
を
与
え
て
い
る
。
一
方
、
水
野
弘
元
「
パ
ー
リ
語
辞
典
（
二
訂
匡
の
く
里
二
四
の
項
で
は
、
参
照
と
し
て
仏
教
梵
語
の

く
巴
言
々
四
（
方
等
）
は
く
四
甘
昌
舌
（
方
広
）
に
由
来
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
ぐ
巴
言
々
画
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
エ
ジ
ャ
ト

ン
の
「
仏
教
梵
語
辞
典
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ａ
冒
匿
（
広
大
な
）
か
ら
の
派
生
形
で
あ
る
が
、
同
辞
典
に
は
、
ぐ
巴
言
々
四
の
項

に
「
ぐ
巴
言
々
Ｐ
と
同
等
」
と
い
う
説
明
も
あ
る
。
こ
の
ぐ
巴
言
々
回
（
ａ
言
伝
の
派
生
形
）
の
訳
語
と
し
て
は
、
方
等
が
想
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
平
川
彰
編
の
『
佛
教
漢
梵
大
辞
典
」
に
は
「
方
等
」
の
梵
語
と
し
て
ぐ
ゆ
巷
巳
冨
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
広
経
と
大
乗
と
を
等
置
す
る
説
明
は
、
竜
樹
も
し
く
は
羅
什
の
解
釈
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
と
か
く
混
用
さ
れ
が
ち
な
「
方
等
」
と
「
方
広
」
の
区
別
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ぐ
画
５
昌
冨
の
訳
語
と
し
て
は
、
「
方
広
」

が
ふ
さ
わ
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
大
乗
浬
藥
経
」
な
ど
で
は
、
「
方
等
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岩
波
の
『
仏
教
辞
典
』

に
は
、
「
方
広
」
の
見
出
し
は
な
く
、
「
方
等
ほ
う
と
う
［
の
率
ぐ
巴
言
々
画
］
」
の
見
出
し
語
に
対
し
て

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

が
適
正
で
あ
る
。
「
大
智
度
論
」
巻
三
三
の

「
広
経
と
は
摩
訶
術
に
名
づ
く
。
い
わ
ゆ
る
般
若
波
羅
蜜
経
・
・
・
法
華
経
．
：
、
か
く
の
如
き
等
の
無
量
の
阿
僧
祗
の
諸
経
な

り
。
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
ん
が
為
の
故
に
説
け
る
な
り
」
（
大
正
蔵
二
五
、
三
○
八
上
）

「
原
語
は
〈
毘
仏
略
ぴ
ぶ
つ
り
や
く
〉
と
音
写
し
、
〈
方
等
〉
〈
方
広
〉
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
広
大
な
、
大
い
に
増
広
発
展
せ
し
め

ら
れ
た
、
の
意
（
以
下
略
）
」
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以
上
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
上
記
『
婆
沙
論
」
に
み
る
よ
う
に
仏
説
の
広
説
・
拡
大
を
意
味
す
る
梵
語
と
し
て
は
、

ぐ
ゆ
ざ
昌
冨
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
ぐ
巴
言
毎
ｍ
は
適
当
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
宮
本
氏
の
所
論
や
岩
波
『
仏

教
辞
典
」
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
方
広
で
は
な
く
方
等
と
い
う
用
語
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
即
大
乗
経
典
と
見
な
さ
れ
て

い
る
の
は
、
間
接
的
に
は
羅
什
以
後
の
解
釈
の
反
映
で
あ
る
し
、
直
接
的
に
は
天
台
教
学
の
教
判
で
あ
る
五
時
中
の
第
三
時
「
方
等
時
」

と
い
う
用
語
の
影
響
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
法
華
経
に
見
ら
れ
る
語
形
は
、
ぐ
巴
言
々
四
で
あ
る
か
ら
、
「
方
広
」
と
訳
す
の
が
正
し
い
。

こ
れ
を
「
大
乗
」
と
か
「
方
等
」
と
す
る
の
は
、
適
切
で
は
な
い
（
後
代
の
解
釈
が
入
っ
た
も
の
で
あ
る
）
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

そ
れ
で
は
、
法
華
経
に
お
い
て
、
九
分
十
二
分
教
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
形
式
・
内
容
と
関
係
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
検
討
し
て

み
よ
》
フ
。

法
華
経
で
は
、
方
便
品
の
後
半
の
長
大
な
偶
文
の
な
か
で
、
世
尊
は
、
次
の
よ
う
に
九
分
教
を
挙
げ
、
さ
ら
に
方
広
経
を
説
く
と
語
る
。

私
は
、
ス
ー
ト
ラ
（
複
数
）
を
説
く
。
同
様
に
ガ
ー
タ
ー
、
イ
テ
ィ
ヴ
リ
ッ
タ
カ
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
ア
ド
ブ
タ
、
ニ
ダ
ー
ナ
、
様
々

な
幾
百
も
の
ア
ウ
パ
ム
ヤ
、
ま
た
、
ゲ
ー
ヤ
、
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
を
説
く
（
四
五
）
。

私
の
こ
の
九
分
教
は
、
衆
生
の
あ
ら
ゆ
る
［
レ
ベ
ル
の
］
能
力
に
応
じ
て
説
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

願
い
を
か
な
え
る
者
た
る
私
の
智
慧
に
入
ら
せ
る
目
的
で
、
こ
の
方
便
を
開
示
し
た
の
だ
（
四
九
）
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

四
法
華
経
に
お
け
る
九
分
教
の
選
択
と
方
広
・
授
記
の
関
係
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九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
九
分
教
は
か
な
り
特
殊
な
選
択
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
次
の
表
に
示
す
。

ま
ず
、
九
分
十
二
分
教
を
前
田
惠
學
の
「
九
分
十
二
分
教
各
論
》
）
の
配
列
に
従
っ
て
挙
げ
、
あ
わ
せ
て
代
表
的
な
漢
訳
例
を
示
し
た
。

次
の
「
通
常
の
九
分
教
」
は
、
法
華
経
以
外
の
九
分
教
の
選
択
を
し
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
○
は
共
通
で
あ
る
が
、
「
Ｉ
系
」

は
パ
ー
リ
の
経
論
と
『
大
乗
浬
藥
経
』
の
九
分
教
、
「
Ⅱ
系
」
は
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
選
択
で
あ
る
。
九
分
十
二
分
教
の
選
択
と
項
目

を
列
挙
す
る
順
序
に
つ
い
て
は
、
水
野
弘
元
の
研
究
が
あ
奄
次
の
欄
に
は
、
法
華
経
の
選
択
を
示
し
た
。
な
お
こ
の
中
、
：
愚
息

と
四
巨
富
日
冨
と
は
、
そ
の
語
義
に
か
な
り
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
警
嶮
」
と
訳
さ
れ
る
の
で
対
応
さ
せ
て
お
く
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
最
後
の
欄
の
「
吉
田
龍
英
の
説
」
は
、
「
法
華
経
を
構
成
す
る
二
十
八
品
中
に
形
式
及
び
内
容
上
か
ら
云
っ

（
Ｍ
）

て
十
二
分
教
九
部
経
が
い
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
」
を
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
華
経
の
九
分
教
一
覧
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宮
・
四
国
四

函
四
守
昏
四

ぐ
君
四
声
ｍ
『
四
国
四

●

0口
①
｝

口

の
ロ
苛
吋

画

九
分
十
二
分
教

自
説

伽
陀

授
記

祇
夜

契
経

漢
訳
例

0 0 0 0 0

通
常
の
九
分
教

’ 0 I 0 ○

法
華
経
の
九
分
教

寿
量
品
全
体

重
頌
中
の
長
行
を
除
く
部
分

授
記
の
諸
品

提
婆
品
及
び
後
六
品
を
除
く
全
部

序
品
以
下
全
体

吉
田
龍
英
の
説
（
法
華
経
の
相
当
す
る
品
名
）



一
方
、
法
華
経
で
は
、
次
の
三
種
が
九
分
教
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
通
常
の
九
分
教
と
比
較
し
て
、
法
華
経
の
九
分
教
に
欠
け
て
い
る
の
は
次
の
三
種
で
あ
る
。

ぐ
急
富
国
目
（
授
記
）
、

巨
習
画
（
自
説
）
、
ぐ
巴
冒
々
四
（
方
広
）

●

ニ
ダ
ー
ナ
（
因
縁
）
、
ア
ウ
パ
ム
ヤ
（
警
嶮
）
、
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
（
論
議
）

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

－13－

口
も
ｍ
・
の
の
四

画
く
印
・
ｍ
ｐ
ｍ

ロ
』
二
四
口
画

四
・
ヶ
壷
巨
奇
四

ぐ
ゆ
］
己
屋
昌
昌
画

一
四
↓
四
声
画

］
守
芦
ぐ
局
註
計
画
床
四

●

論
議

譽
嶮

因
縁

未
曾
有

方
広

本
生

本
事

’ ’
Ⅱ
系 0 0

I

系
0

0

、
巨
己
四
門
目
冒
画

0 0 ’ 0 0

提
婆
品
、
薬
草
嶮
品
の
後
半
、
陀
羅
尼
品

警
嶮
品
、
薬
草
嶮
品
、
化
城
品

序
品

宝
塔
品
、
涌
出
品
、
寿
量
品
、
神
力
品

序
品
以
下
全
体

日
月
燈
明
仏
（
序
品
）
、
大
通
智
勝
仏
（
化
城
品
）
、

阿
難
本
生
、
富
楼
那
本
生

妙
荘
厳
王
本
事
品
、
薬
王
菩
薩
本
事
品
、
往
古
品
第
七



（
通
）

と
し
、
ま
た
、
宮
本
正
尊
は
、

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

こ
の
よ
う
な
法
華
経
の
九
分
教
選
択
の
特
異
性
に
つ
い
て
、
前
田
恵
学
は
、

（
聡
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
正
当
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
九
分
教
を
挙
げ
た
方
便
品
の
偏
に
続
く
部
分
で
、
方
広
経
に
つ
い
て
ど
う
見
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
法
華
経
」
は
、
ぐ
急
富
国
目
、
三
自
画
、
ぐ
巴
冒
辱
画
の
三
分
を
も
っ
て
自
経
に
当
て
、
残
り
の
九
支
を
も
っ
て
「
九
部
経
」
と

●

称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
分
教
か
ら
除
き
去
っ
た
ぐ
急
富
国
目
と
昌
習
ｍ
と
ぐ
巴
言
々
四
の
三
つ
は
、
法
華
経
の
目
的
使
命
、
体
質
に
親
近
性
が
あ
つ

●

て
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
採
用
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
、
推
測
さ
れ
る
。

常
に
清
浄
、
聡
明
、
純
粋
、
柔
和
な
仏
の
息
子
た
ち
が
、
こ
の
場
に
い
る
。

何
コ
ー
テ
ィ
も
の
無
量
の
ブ
ッ
ダ
に
供
養
を
行
な
っ
て
き
た
彼
ら
の
た
め
に
、
私
は
、
も
ろ
も
ろ
の
方
広
経
（
ヴ
ァ
イ
プ
ル
ヤ
ス
ー

ト
ラ
）
を
説
く
今

こ
の
よ
う
に
し
て
、 （

五
○
）
。

実
に
彼
ら
は
、
意
欲
が
円
満
具
足
し
、
身
体
清
浄
と
な
る
。
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（
Ⅳ
）

と
な
る
。
ヴ
ァ
イ
プ
ル
ヤ
が
複
数
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
法
華
経
の
諸
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
従
来
の
仏
説
を
拡
大
・
広
説

し
て
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
い
。
法
華
経
全
体
の
経
名
と
し
て
は
、
「
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
イ
プ
ル
ャ
ス
ー

ト
ラ
」
が
あ
る
の
で
、
法
華
経
の
各
品
を
そ
れ
ぞ
れ
ヴ
ァ
イ
プ
ル
ャ
と
見
な
し
て
も
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

次
に
、
授
記
は
、
法
華
経
の
方
便
品
以
降
の
前
半
部
の
中
心
的
主
題
で
あ
る
。
第
六
・
八
・
九
品
は
、
そ
の
品
名
に
ヴ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
ナ

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
第
三
品
か
ら
第
九
品
に
い
た
る
、
舎
利
弗
を
は
じ
め
と
す
る
仏
弟
子
た
ち
に
た
い
す
る
授
記
は
、
従
来
の
九
分
十

二
分
教
の
ヴ
ィ
ヤ
ー
カ
ラ
ナ
（
問
答
や
広
分
別
が
原
義
）
と
は
全
く
異
な
る
重
要
な
「
成
仏
の
予
言
」
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
五
○
偶
と
第
五
二
偶
の
「
方
広
経
」
が
具
体
的
に
何
を
指
示
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別

稿
で
論
じ
た
の
で
、
そ
の
結
論
の
み
記
せ
ば
、

五
○
偶
の
方
広
経
は
、
仏
説
の
拡
大
と
い
う
意
味
で
制
作
さ
れ
た
経
典
で
方
便
品
を
含
む
。

五
一
偶
と
五
二
偶
前
半
は
、
方
便
品
以
降
の
前
半
部
の
主
題
で
あ
る
授
記
（
成
仏
の
予
言
）
。

五
二
偶
の
後
半
の
方
広
経
は
、
第
一
○
法
師
品
以
降
の
菩
薩
へ
の
教
説
。

私
は
彼
ら
に
対
し
、
「
あ
な
た
た
ち
は
、
未
来
の
世
で
、
利
益
と
慈
悲
を
具
え
た
ブ
ッ
ダ
と
成
る
で
あ
ろ
う
」
と
説
く
（
五
二
。

こ
れ
を
聞
い
て
彼
ら
は
皆
「
私
た
ち
は
世
の
人
の
中
で
最
高
者
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
歓
喜
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
。

さ
ら
に
私
は
、
彼
ら
の
行
な
い
を
知
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
方
広
経
を
説
き
明
か
す
（
五
二
）
。
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九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

授
記
は
法
華
経
の
核
心
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
か
ら
、
九
分
教
か
ら
は
、
あ
ら
か
じ
め
除
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
法
華
経
が
授
記
と
方
広
を
九
分
教
に
含
め
な
か
っ
た
意
図
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
ウ
ダ
ー
ナ
を
九
分
教
に
含
め
て
い
な
い
の

は
な
ぜ
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
解
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
上
記
の
表
に
引
用
し
た
吉
田
龍
英
は
、
如
来
寿
量
品
を
ウ

ダ
ー
ナ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
説
明
は
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ウ
ダ
ー
ナ
と
見
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
私
見
で
は
、
法
華
経

の
核
心
が
全
面
的
に
説
か
れ
て
い
る
方
便
品
こ
そ
が
、
ウ
ダ
ー
ナ
な
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
こ
れ
を
示
し
て
お
こ
う
。

こ
の
ウ
ダ
ー
ナ
の
特
性
は
、
以
云

（
焔
）

ま
と
め
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
ダ
ー
ナ
は
、
「
ブ
ッ
ダ
が
感
興
を
催
し
た
結
果
、
自
ず
か
ら
表
明
さ
れ
た
言
葉
」
を
意
味
し
、
ま
た
、
問
わ
れ
な
い
の
に
ブ
ッ
ダ
が

自
ら
説
い
た
、
と
い
う
意
味
で
「
無
問
自
説
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
「
大
智
度
論
』
は
、
「
優
陀
那
と
は
、
法
有
り
て
、
仏
必
ず
ま
さ
に
説
く

べ
き
も
、
し
か
も
問
者
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
仏
略
し
て
問
端
を
開
く
に
名
づ
く
」
（
大
正
蔵
二
五
、
三
○
七
上
）
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
ウ
ダ
ー
ナ
の
特
性
は
、
以
下
で
示
す
よ
う
に
方
便
品
に
極
め
て
よ
く
当
て
は
ま
り
、
法
華
経
作
者
が
ウ
ダ
ー
ナ
と
し
て
方
便
品
を

方
便
品
の
冒
頭
、
そ
れ
ま
で
沈
黙
し
て
い
た
ブ
ッ
ダ
が
、
説
法
を
開
始
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
状
況
は
、
第
一
品
ニ
ダ
ー
ナ
（
序
品
）

で
詳
し
く
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

会
衆
が
席
に
つ
く
と
、
世
尊
の
そ
の
眉
間
か
ら
光
が
放
た
れ
、
東
方
の
一
万
八
千
世
界
の
仏
国
土
の
模
様
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
こ
の

不
思
議
な
現
象
に
つ
い
て
、
聴
衆
を
代
表
し
て
弥
勒
は
文
殊
に
質
問
す
る
。
こ
こ
で
弥
勒
は
、
東
方
世
界
の
有
様
を
詳
細
に
描
写
す
る

（
四
’
四
七
偶
）
。 五

ウ
ダ
ー
ナ
と
し
て
の
方
便
品
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で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
方
便
品
の
冒
頭
が
、
「
無
問
自
説
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

経
典
と
言
う
も
の
は
、
ブ
ッ
ダ
に
対
し
て
何
ら
か
の
問
い
か
け
が
な
さ
れ
た
り
、
ブ
ッ
ダ
が
何
か
具
体
的
な
事
件
に
遭
遇
し
た
時
に
、
そ

の
解
決
の
た
め
に
説
か
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
対
機
説
法
・
応
病
与
薬
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
経
典
の
あ
り
方
を
巧
妙
に
表

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

こ
の
よ
う
な
序
品
を
受
け
て
、
世
尊
は
方
便
品
を
説
き
始
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
は
、
「
問
わ
れ
て
い
な
い
の
に
ブ
ッ
ダ
が
自
ら

説
い
た
」
（
無
問
自
説
）
と
い
う
意
味
で
、
正
に
ウ
ダ
ー
ナ
に
あ
た
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
世
尊
の
ウ
ダ
ー
ナ
を
聞
い
た
聴
衆

は
、
そ
の
直
後
、
ブ
ッ
ダ
の
真
意
を
理
解
で
き
な
い
で
当
惑
す
る
。
彼
ら
を
代
表
し
て
舎
利
弗
は
、
世
尊
に
問
い
か
け
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
言
葉
に
お
い
て
も
、
方
便
品
の
冒
頭
が
、
ウ
ダ
ー
ナ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

弥
勒
の
質
問
に
対
し
て
、
文
殊
は
過
去
世
の
因
縁
（
ニ
ダ
ー
ナ
）
を
語
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
法
華
経
は
過
去
の
世
界
に
お
い
て
も
説
か

れ
た
教
え
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
も
、
そ
の
直
前
に
今
こ
こ
で
起
こ
っ
た
不
思
議
な
現
象
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
殊

は
こ
れ
か
ら
法
華
経
と
い
う
偉
大
な
教
え
が
説
示
さ
れ
る
こ
と
を
聴
衆
に
宣
言
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
だ
「
菩
提

を
も
と
め
て
進
み
始
め
た
も
の
を
満
足
さ
せ
る
だ
ろ
う
」
（
第
九
九
偽
後
半
）
と
あ
る
だ
け
で
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
注

意
す
べ
き
は
、
聴
衆
の
側
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
に
対
し
て
何
か
を
問
い
か
け
た
り
、
説
法
を
お
願
い
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
一
切
な
さ
れ

て
い
な
い
。

あ
な
た
に
質
問
す
る
者
は
い
な
い
の
に
、
菩
提
の
座
［
で
さ
と
ら
れ
た
法
］
を
称
賛
さ
れ
ま
す
。

だ
れ
も
あ
な
た
に
質
問
し
な
い
の
に
、
意
味
を
秘
め
た
言
葉
を
称
賛
さ
れ
ま
す
（
二
三
）
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こ
れ
は
、
い
ま
ま
で
の
経
典
に
は
説
か
れ
て
い
な
か
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
は
、
衆
生
か
ら
の
質
問
に
は
な
り
え
な
い
。
こ
の
よ

う
な
質
問
が
な
さ
れ
る
と
言
う
事
は
、
何
ら
か
の
解
答
が
衆
生
の
側
で
予
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
あ
る
。
方
便
品
の
冒
頭
で
、
仏
は
、
自
身

の
智
慧
と
さ
と
り
を
称
賛
し
つ
つ
も
、
意
味
を
秘
め
た
言
葉
は
理
解
し
難
い
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
仏
智

に
た
い
し
て
、
衆
生
か
ら
の
問
い
か
け
す
ら
不
可
能
で
あ
る
、
仏
が
自
ら
説
法
を
決
断
し
な
い
が
ぎ
り
そ
の
内
容
は
あ
き
ら
か
に
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
方
便
品
の
後
半
の
長
大
な
偶
（
三
八
’
一
四
五
偶
）
は
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
先
行
す
る
長
行
に
な
い
内
容
が
豊

富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
法
華
経
の
成
立
と
位
置
を
考
え
る
う
え
で
、
特
に
重
要
な
の
は
、
ブ
ッ
ダ
が
自
ら
が
さ
と
り
を
ひ
ら
い
て
か
ら
法

華
経
を
説
く
に
い
た
る
ま
で
を
語
る
箇
所
で
あ
る
（
三
三
偶
以
下
）
。
諸
の
神
々
の
要
請
を
う
け
（
二
五
）
、
菩
提
を
三
種
に
分
け
て

説
き
、
さ
ら
に
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
で
五
比
丘
を
教
化
す
る
（
一
二
五
）
。
年
月
が
流
れ
、
い
ま
や
最
高
の
菩
提
に
向
お
う
と
し
て
い
る

ブ
ッ
ダ
の
息
子
た
ち
が
自
分
に
近
づ
い
て
合
掌
し
て
い
る
（
一
二
八
’
九
）
。
ま
さ
に
こ
の
と
き
が
法
華
経
を
説
く
時
で
あ
り
、
そ
の
心

境
が
次
の
よ
う
に
明
か
さ
れ
る
。

な
る
。
す
な
わ
ち
、
「

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
法
華
経
の
説
か
れ
方
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。

法
華
経
作
成
の
背
景
、
特
に
方
便
品
の
背
後
に
は
い
か
な
る
問
い
か
け
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
方
便
品
の
所
説
か
ら
自
然
に
明
白
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
世
尊
は
な
ぜ
、
何
の
た
め
に
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
の
で
す
か
」
と
「
わ
れ
わ
れ
衆
生
は
仏
に
成
れ
る
の
で
す
か
」

そ
の
時
、
私
は
、
自
信
を
持
っ
て
、
歓
喜
に
満
ち
、
あ
ら
ゆ
る
た
め
ら
い
を
捨
て
て
、
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と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
法
華
経
は
ニ
ダ
ー
ナ
（
因
縁
）
、
ア
ウ
パ
ム
ヤ
（
警
嶮
）
、
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
（
論
議
）
を
新
し
く
九
分
教

に
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仏
説
に
と
し
て
の
形
式
・
内
容
は
、
実
際
に
法
華
経
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
引
用
し
た
方
便
品
第
四
九
偶
が
示
す
よ
う
に
、
仏
は
衆
生
の
能
力
の
有
無
に
応
じ
て
、
仏
の
智
慧
に
入
ら
せ
る
た
め
に
九
分
教

を
説
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
九
分
教
は
方
便
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
方
広
経
が
説
示
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
継
続
性
・
連
続
性
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
曲
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
九
分
教
は
小
乗
の
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
と
は

隔
絶
し
て
法
華
経
（
Ⅱ
大
乗
）
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
法
華
経
は
あ
く
ま
で
仏
説
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
、
そ
の
形
式
・
内

容
は
九
分
教
お
よ
び
方
広
・
授
記
・
自
説
と
い
う
形
態
を
遵
守
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
、
ま
ず
因
縁
（
ニ
ダ
ー
ナ
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
吉
田
龍
英
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
華
経
の
序
品
を
意
味
し
て
い
る

こ
の
よ
う
に
仏
は
、
み
ず
か
ら
決
意
し
、
歓
喜
し
つ
つ
方
便
品
を
説
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
偶
は
先
に
見
た
よ
う
に
方
便
品
が
「
無
間
自

説
」
と
し
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
と
見
事
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
方
便
品
は
ウ
ダ
ー
ナ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

次
に
譽
嶮
と
い
う
の
は
、
説
法
の
内
容
を
容
易
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
類
似
の
事
柄
を
あ
げ
て
説
明
す
る
（
譽
え
話
）
と
い
う
意
味
で

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

善
逝
自
身
か
ら
生
ま
れ
た
者
た
ち
の
真
中
で
説
き
、
彼
ら
を
菩
提
に
到
達
さ
せ
る
（
一
三
二
）

六
因
縁
・
譽
嶮
・
論
議
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九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

あ
る
。
そ
の
原
語
の
関
し
て
は
、
法
華
経
の
第
三
品
が
ア
ウ
パ
ム
ヤ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
十
二
分
教
の
一
支
分
で
あ
る
ア
ヴ
ァ

ダ
ー
ナ
で
は
な
く
、
ア
ウ
パ
ム
ヤ
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
を
以
下
で
考
察
し
て
み
よ
う
。

ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
の
語
義
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
西
洋
の
諸
学
者
は
、
「
出
来
事
、
偉
大
な
る
行
為
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
物

（
胸
）

語
」
と
い
う
意
味
を
中
心
と
み
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
平
川
彰
は
、
「
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
限
り
、
九
分
教
の
支
分
で

あ
る
苗
冨
冨
》
ぐ
怠
冨
国
富
》
ご
く
二
言
宮
と
意
味
の
上
で
重
複
す
る
点
が
あ
り
、
九
分
に
三
支
を
加
え
る
際
に
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
を
加
え

る
理
由
が
な
い
。
し
か
も
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
と
意
味
の
重
複
す
る
ニ
ダ
ー
ナ
も
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
九
分
十
二
部
教
が
立
て
ら
れ

（
・
加
）

た
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
は
、
偉
大
な
行
為
や
そ
の
物
語
、
と
は
異
な
っ
た
意
味
も
の
で
あ
る
」
（
大
意
）
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
漢

（
副
）

訳
か
ら
み
て
も
、
「
書
嶮
」
の
意
味
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
前
田
惠
學
は
伝
統
的
解
釈
に
見
ら
れ
る
十

（
鰯
）

二
分
教
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
の
説
明
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
警
嶮
は
、
Ⅱ
の
単
な
る
髻
嶮
（
巨
富
日
四
身
駕
習
言
）
と
は
性
格
を
異
に
し
、
Ｉ
の
性
格
を
概
念
的

に
は
っ
き
り
規
定
し
た
も
の
も
見
当
た
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
複
雑
な
意
味
を
含
む
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
で
は
な
く
、
法
華
経
は
そ
れ
自
身
に
含
ま
れ
る
警
職
物
語
を
的
確
に
表
現
す
る
た
め

に
ア
ウ
パ
ム
ャ
を
九
分
教
と
し
て
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
に
お
い
て
は
、
第
三
品
以
外
の
諸
品
に
も
譽
嶮
か
多
く
登
場
し
て
い
る
。

Ｉ
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
の
物
語
的
性
格
に
重
き
を
お
く
も
の

Ⅱ
単
な
る
譽
嶮
〈
書
え
話
〉
的
性
格
に
重
き
を
お
く
も
の
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（
型
）

と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
見
解
で
あ
る
が
、
よ
り
実
際
的
に
は
、
九
と
い
う
要
素
の
数
を
満
た
す
た
め
に
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
が
必
要
と

さ
れ
た
と
い
う
面
も
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
吉
田
龍
英
が
挙
げ
た
よ
う
に
、
宝
塔
品
の
後
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
「
妙
法
華
』
の
提

婆
品
に
は
、
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
の
形
式
が
み
ら
れ
る
の
で
そ
れ
を
示
し
て
お
こ
う
。
前
田
惠
學
は
、
十
二
分
教
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
に
つ
い
て
結

（
溺
）

論
的
に
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。

こ
の
定
義
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
す
れ
ば
、
提
婆
品
に
お
い
て
略
説
の
ス
ッ
タ
に
相
当
す
る
の
は
、
仏
世
尊
の

「
比
丘
た
ち
よ
、
善
男
子
で
あ
れ
、
善
女
人
で
あ
れ
、
未
来
世
に
お
い
て
『
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
』
と
い
う
経
典
の
こ
の

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

第
四
五
偶
で
九
分
教
を
挙
げ
る
際
に
、
ア
ウ
パ
ム
ヤ
に
の
み
「
様
々
な
幾
百
も
の
」
と
い
う
形
容
を
与
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
法

華
経
の
内
容
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
実
例
を
挙
げ
る
ウ
パ
マ
ー
と
こ
と
な
り
、
ア
ウ
パ
ム
ヤ
は
「
仮
定
の
事

（
認
）

実
を
用
い
て
譽
え
る
物
語
」
で
あ
る
。

最
後
に
、
法
華
経
が
論
議
（
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
）
を
九
分
教
に
加
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
宮
本
正
尊

は

「
略
説
の
の
三
富
を
［
仏
や
］
大
弟
子
た
ち
ら
が
広
分
別
す
る
く
ぎ
富
岳
四
形
式
の
も
の
で
あ
る
」

「
論
議
を
加
え
て
い
る
の
は
、
経
蔵
の
論
議
化
が
流
行
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
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と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
引
き
続
き
世
尊
は
自
国
に
帰
ろ
う
と
す
る
智
積
菩
薩
に
た
い
し
、
文
殊
菩
薩
と
と
も
に
法
の
議
論
・
決
着

（
号
閏
日
画
く
旨
豚
。
ご
巴
を
す
る
よ
う
に
勧
め
る
。
こ
の
あ
と
両
菩
薩
の
対
話
と
な
り
、
さ
ら
に
実
際
に
サ
ー
ガ
ラ
龍
王
の
娘
が
登
場
し
、

さ
ら
に
舎
利
弗
も
加
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
討
議
を
通
し
て
、
世
尊
の
言
葉
（
ス
ッ
タ
）
か
広
分
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
の
部
分
は
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
方
便
品
の
九
分
教
が
こ
の
部
分
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
女
人
成
仏
Ｉ
こ
れ
は
一
切
皆
成
仏
と
い
う
法
華
経
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
ｌ
を
明
か
す
提
婆
品
の
こ
の
箇
所
が
、
法
華
経
が
認
め
る
九
分
教
の
形
式
を
厳
密
に
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は

小
さ
く
な
い
。
女
人
成
仏
を
あ
く
ま
で
も
仏
説
と
し
て
唱
道
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
法
華
経
は
仏
説
の
形
式
と
し
て
の
十
二
分
教
の
構
成
要
素
を
十
分
に
承
知
し
て
い
て
、
そ
の
各
支
分
の
な
か
で
、
個
々
の

意
味
内
容
を
掛
酌
し
て
、
法
華
経
の
構
成
・
展
開
の
た
め
に
必
要
な
も
の
を
、
選
択
し
配
置
し
た
こ
と
が
、
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）

章
を
聞
き
、
聞
い
た
後
に
疑
わ
ず
、
疑
惑
を
も
た
ず
、
浄
ら
か
な
心
で
信
じ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
に
は
三
つ
の
悪
し
き
境
涯
へ
の
門

が
閉
ざ
さ
れ
、
地
獄
・
畜
生
・
ヤ
マ
の
世
界
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
方
の
仏
国
士
に
生
ま
れ
た
［
そ
の
人
は
］
、
そ

れ
ぞ
れ
の
生
涯
に
お
い
て
こ
の
経
典
を
聞
く
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
々
・
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
地
位
を
獲
得
す
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
ど
の
仏
国
士
に
生
ま
れ
て
も
、
如
来
の
面
前
で
自
然
に
生
じ
た
七
宝
製
の
蓮
華
の
な
か
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」

（
荻
原
本
一
三
三
頁
、
一
部
略
）

七
む
す
び
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注

法
華
経
の
主
題
は
、
「
一
切
皆
成
仏
」
と
い
う
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
の
世
界
に
現
在
す
る
釈
迦
仏
が
説
き
明
か
す
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
切
皆
成
仏
と
い
う
教
説
に
無
知
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
を
認
め
な
い
存
在
に
対
し
て
は
厳
し
い
言
葉
が
向
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
従
来
の
仏
教
の
否
定
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
切
皆
成
仏
と
い
う
真
理
と
釈
迦
仏
と
い
う
仏
教
の
起
源
（
当
時
は
多
仏
思
想
に
よ
っ

て
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
地
位
が
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
）
に
新
し
い
価
値
・
意
味
を
発
見
す
る
事
に
よ
っ
て
、

多
様
な
展
開
を
示
し
始
め
た
仏
教
の
諸
相
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
仏
教
の
歴
史
・
伝
統
を
つ
ね
に
意
識
し
、
そ
の
延
長
線
上
で
仏
説
と
し
て
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
法
華
経
は
、
仏
説
の
あ
り
方
と
そ
の
形
式
（
九
分
十
二
分
教
）
を
踏
襲
し
、
自
ら
を
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
イ
プ
ル
ヤ
と

称
し
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
作
者
は
、
あ
く
ま
で
仏
説
と
し
て
仏
教
の
本
質
・
核
心
を
明
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
自
ら
を
伝
統
的
な

仏
教
を
否
定
す
る
意
味
で
「
大
乗
」
と
規
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
１
）
な
お
、
本
稿
は
望
月
海
淑
博
士
喜
寿
記
念
論
文
集
『
法
華
経
と
大
乗
経
典
の
研
究
」
（
山
喜
房
近
刊
）
に
寄
稿
し
た
拙
論
「
法
華
経
は
大
乗
経
典

か
」
と
重
複
す
る
部
分
を
含
む
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

（
２
）
ダ
ル
マ
バ
リ
ャ
ー
ャ
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
「
５
ダ
ル
マ
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
と
法
華
経
」
を
参
照
。

（
３
）
宮
本
正
尊
『
大
乗
と
小
乗
』
八
雲
書
店
、
一
九
四
四
年
、
六
四
三
頁
。

（
４
）
下
田
正
弘
「
浬
藥
経
の
研
究
ｌ
大
乗
経
典
の
研
究
方
法
試
論
』
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
、
四
三
九
頁
。

（
５
）
佐
々
木
閑
「
部
派
仏
教
の
概
念
に
関
す
る
い
さ
さ
か
奇
妙
な
提
言
」
「
初
期
仏
教
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
ヘ
（
櫻
部
健
博
士
喜
寿
記
念
論
集
こ
平
楽
寺

書
店
、
二
○
○
二
年
、
六
五
頁
。

（
６
）
水
野
弘
元
「
部
派
仏
教
と
法
華
経
の
交
渉
」
坂
本
幸
雄
編
『
法
華
経
の
思
想
と
文
化
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
五
年
、
九
六
頁
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）
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（
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田
）

（
７
）
本
庄
良
文
「
阿
毘
達
磨
仏
説
論
と
大
乗
仏
説
論
」
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
八
巻
第
一
号
、
一
九
八
八
年
、
五
九
’
六
四
頁
。

（
８
）
宇
井
伯
寿
「
阿
含
の
成
立
に
関
す
る
考
察
」
「
印
度
哲
学
研
究
第
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
三
○
五
頁
以
下
参
照
。

（
９
）
前
田
惠
學
『
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
山
喜
房
、
一
九
六
四
年
、
一
八
六
’
一
八
七
頁

（
岨
）
前
田
惠
學
集
第
五
巻
『
文
学
と
し
て
表
現
さ
れ
た
仏
教
』
山
喜
房
、
二
○
○
四
年
、
二
七
六
頁
。

（
、
）
『
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
三
八
九
頁
以
下
。

（
岨
）
『
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
二
二
七
頁
以
下
。

（
咽
）
水
野
弘
元
「
大
乗
経
典
の
成
立
と
部
派
仏
教
と
の
関
係
」
「
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
一
八
号
、
一
九
五
二
年
、
八
三
頁
以
下
、
特
に
八
七
頁
に

一
覧
表
が
あ
る
。
ま
た
、
ニ
ダ
ー
ナ
と
九
分
教
の
関
係
に
つ
い
て
平
川
彰
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
「
九
分
十
二
部
経
の
原
型
と
大
乗
経

典
の
関
係
」
「
原
始
仏
教
と
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
（
著
作
集
第
二
巻
迄
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
、
一
○
八
頁
）
、

ニ
ダ
ー
ナ
は
本
来
の
九
分
教
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
む
資
料
は
、
十
二
部
経
を
知
っ
た
上
で
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
（
中
略
）
『
法
集
経
」
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
『
法
集
名
数
経
』
『
大
集
法
門
経
』
が
と
も
に
ニ
ダ
ー
ナ
を
加
え
て
九
分
を
作
っ
て
い
る
点

は
注
目
し
て
よ
い
。
除
く
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
入
れ
る
も
の
は
ニ
ダ
ー
ナ
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
分
に
つ
い
で
有
力
な
も
の
は
、
ニ

ダ
ー
ナ
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。

（
Ｍ
）
吉
田
龍
英
「
法
華
経
研
究
」
青
梧
堂
、
一
九
四
一
年
、
二
○
五
頁
以
下
。
な
お
、
本
研
究
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
瑞
叡
が
詳
し
く
紹
介
批
評
し
、

「
従
来
よ
り
無
視
さ
れ
て
は
い
る
が
、
な
か
な
か
の
好
研
究
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
（
「
法
華
経
成
立
論
史
（
そ
の
四
）
」
『
大
崎
学
報
』
第

一
四
四
号
、
一
九
八
八
年
、
七
九
’
九
三
頁
）
。
ま
た
、
勝
呂
信
静
は
、
吉
田
龍
英
の
法
華
経
成
立
論
に
つ
い
て
「
簡
潔
な
叙
述
な
が
ら
、
内
容

は
豊
か
で
す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
法
華
経
の
成
立
と
思
想
」
大
東
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
一
四
頁
）
。

（
妬
）
「
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
、
二
一
四
・
二
一
五
・
四
一
九
頁
。

（
略
）
宮
本
正
尊
「
法
華
経
を
中
心
と
し
た
印
度
仏
教
の
中
国
的
受
容
」
坂
本
幸
男
編
『
法
華
経
の
中
国
的
展
開
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
二
年
、
五
七

（
Ⅳ
）
注
（
１
）
拙
稿
参
照
。

（
肥
）
本
節
は
、
注
（
１
）
拙
稿
の
「
四
、
方
便
品
の
ウ
ダ
ー
ナ
的
性
格
」
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
岨
）
前
田
惠
學
『
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
四
五
○
頁
以
下
参
照
。

頁
。
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…………（

補
注
）
く
ゆ
ゼ
ロ
辱
画
の
解
釈
は
大
乗
仏
説
論
と
密
接
に
関
係
す
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
の
衆
賢
と
玲
伽
行
派
の
世
親
の
解
釈
を
比
較
研
究
し
た
も
の

と
し
て
、
最
近
次
の
論
考
が
公
刊
さ
れ
た
。
堀
内
俊
郎
「
十
二
分
教
考
ｌ
玲
伽
行
派
に
お
け
る
の
三
愚
》
四
く
且
習
画
》
く
画
旨
巨
々
画
》
巨
己
且
の
笛

解
釈
ｌ
」
『
仏
教
文
化
研
究
論
集
』
第
十
号
、
二
○
○
六
年
、
東
京
大
学
仏
教
青
年
会
、
三
’
二
六
頁
。

「
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
』
四
五
九
頁
。

岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
（
上
こ
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
三
八
八
頁
。

「
法
華
経
を
中
心
と
し
た
印
度
仏
教
の
中
国
的
受
容
」
六
六
頁
。

『
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
」
四
七
六
頁
。

平
川
彰
「
律
蔵
の
研
究
』
山
喜
房
、
一
九
六
○
年
、
三
三
八
頁
。

「
律
蔵
の
研
究
」
三
四
三
頁
。

九
分
十
二
分
教
と
し
て
の
法
華
経
（
岡
田
）
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