
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て

末
法
下
種
思
想
形
成
の

一
側
面

平

島

盛

龍

一
、
問
題
の
所
在

台
密
寺
院
で
出
家
得
度
し
仏
教
を
修
学
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
が
、
天
台
法
華
教
学
を
代
表
す
る
絶
待
開
会
の
思
想
や
天
台
密
教
教
学
の

代
表
的
教
判
で
あ
る

一
大
円
教
論
に
親
し
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
「
こ
う
し
た
思
想
は
お
し
な
べ
て
全
体
を

一
つ
の

も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
そ
こ
に
は
取
捨
択

一
の
論
理
、
対
立
の
概
念
が
希
薄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
諸
教
の
共
存
、
諸
宗
の
共
生
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
思
想
基
盤
を
も
つ
日
蓮
聖
人
が
諸
宗
破
斥
に
踏
み
切
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
そ
れ
相
当
の
動
機
が
あ
り
、
そ
う
せ
ざ
る

を
得
な
い
理
由
が
あ

つ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
従
来
日
蓮
聖
人
の
諸
宗
批
判
に
つ
い
て
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
と

に
真
言
批
判
に
関
し
て
は
ま
た
特
別
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
先
述
の
如
く
、
か
つ
て
の
日
蓮
聖
人

が
台
密
寺
院
の
出
身
で
あ
り
、
幼
少
の
頃
か
ら
真
言
の
教
え
す
な
わ
ち
密
教
に
親
し
ん
で
こ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
に
鑑
み
、
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
に
関
し
て
は
初
期
の
遺
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
佐
渡
流
罪
以

降
こ
と
に
身
延
入
山
後
に
そ
の
論
調
が
厳
し
く
な

っ
た
と
の
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
真
言
批
判
と
は
天
台
密
教

桂
林
學
業
　
第
十
九
子
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に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
東
密
に
関
し
て
は
佐
前
の
遺
文
に
も
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

た
し
か
に
遺
文
を

一
瞥
す
る
と
、
台
東
両
密

へ
の
批
判
、
と
り
わ
け
実
際
に
公
言
さ
れ
た
批
判
と
い
う
意
味
で
は
、
先
学
の
指
摘
の

通
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
蓮
聖
人
の
場
合
、
か
つ
て
台
密
に
身
を
置
い
て
密
教
に
親
し
み
真
言
経
典
を
尊
重
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
批
判
を
公
言
さ
れ
る
に
は
相
当
に
慎
重
を
期
し
て
お
ら
れ
た
は
ず
で
、
そ
う
し
た
言
動
を
と
ら
れ
る
に
至
る
ま

で
の
日
蓮
聖
人
の
内
面
を
も
注
意
深
く
う
か
が
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
広
義
に
は
、
そ
う
し
た
微
妙
な
内
面
の
変
化
の
中
に
も
、

真
言
批
判
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
が
表
面
化
す
る
ま
で
の
過
程
に
照
準
を
合
わ
せ
、
変
化
す
る
日
蓮
聖
人
の
宗
教
的
価
値

観
の
中
で
、
真
言
密
教
の
も
つ
比
重
が
い
か
な
る
理
由
で
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
。
本
来
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
密
教
教
学
の
特
徴
や
台
東
両
密
の
教
学
的
相
違
な
ど
も
お
さ
え
た
上
で
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
日
蓮
聖
人
の
真
言
経
典
に
対
す
る
評
価
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
問
題
を
絞

っ
て
考
察
す
る
。
そ
の
理

由
は
、　
一
つ
に
は
真
言
経
典
が
台
東
両
密
の
共
通
し
て
定
め
る
依
経
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
密
教
教
学
が
成
り
立

っ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
二
つ
に
は
日
蓮
聖
人
が
真
言
密
教
に
言
及
さ
れ
る
場
合
、
固
有
の
教
義
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
依
経
と

し
て
の
真
言
経
典
そ
の
も
の
に
特
に
関
心
を
示
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
教
義
思
想
に
触
れ
る
場
合
が
あ

っ
て
も
、
そ

れ
ら
は
概
し
て
真
言
経
典
の
持

つ
特
徴
と
し
て
の
扱
い
に
す
ぎ
な
い
。
蓋
し
名
は
体
を
表
す
も
の
で
あ
る
故
、
経
典
に
つ
い
て
の
評
価

は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
所
説
の
教
義
に
対
す
る
総
合
的
な
評
価
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
蓮

聖
人
が
真
言
経
典
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
た
か
を
見
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
真
言
密
教
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
お
ら
れ

た
の
か
を
知
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
こ
で
は
、
『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
収
め
ら
れ
た
初
期
の
編
年
体
遺

文
の
中
か
ら
信
憑
性
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
真
言
経
典
に
対
す
る
評
価
の
推
移
を
眺
め
、
そ
れ
を
批
判
す
る
に
至
っ
た
思
想
的
根
拠
に
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つ
い
て
考
察
す
る
。

尚
、
台
密
と
東
密
が
特
に
重
用
す
る
所
依
の
経
典
に
は
二
部

（
〓
一部
大
法
」
＝
大
日
経

。
金
剛
頂
経

。
蘇
悉
地
経
）
と
二
部

（
「両
部

大
経
」
＝
大
日
経

。
金
剛
頂
経
）
と
の
相
違
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
主
張
の
違
い
が
み
ら
れ
る‘
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
日

蓮
聖
人
が
そ
の
違
い
を
取
り
立
て
て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「真
言
」
と
い
う
表
現
を
以
て
真
言
経
典
を
言
い
表
さ
れ
た
り
、
ま

た
多
く
の
場
合

「大
日
経
」
を
も

つ
て
台
東
両
密
の
依
経
を
代
表
さ
せ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
「
し
た
が

っ
て
本
稿
で
は
、
日
蓮
聖

人
が
台
東
両
密
の
依
経
の
相
違
に
特
に
関
心
を
よ
せ
て
お
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
、
「真
言
経
典
」
と
い
う
表
現
を
以
て
両
者
の
依

経
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

二
、
真
言
批
判
の
時
期

さ
て
、
最
初
期
の
日
蓮
聖
人
が
真
言
密
教
に
親
し
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
仁
治
三
年
二

一
才
の
時
の
著
述
で
あ
る

『戒
体
即
身
成
仏
義
』
で
は
、
戒
体
に
つ
い
て
小
乗

。
権
大
乗

。
法
華

・
真
言
の
順
序

次
第
で
説
き
す
す
み
、
法
華
の
戒
体
を

「真
言
の
初
門
」
と
位
置
づ
け
、
顕
劣
密
勝
を
も

つ
て
結
語
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
時
点
に
於
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
は
明
ら
か
に
法
華
よ
り
も
真
言
密
教
を
優
位
に
置
い
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
真
言
密
教
重
視
を
宗
と
し
て
お
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
が
や
が
て
真
言
を
批
判
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

正
嘉
元
年

（三
六
才
）
の
鎌
倉
大
地
震
を
は
じ
め
と
す
る
天
災
地
変
の
続
出
と
そ
れ
に
よ
る
民
衆
の
困
惑
と
い
う
事
態
が
あ
り
、
そ
う

し
た
災
難
興
起
の
原
因
を
宗
教
的
見
地
か
ら
究
明
す
る
べ
く
、
四
ヶ
年
に
わ
た
る

一
切
経
の
研
究
時
代
に
入
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が

あ

っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
著
さ
れ
て
く
る
遺
文
は
、
全
編
の
内
容
が
そ
う
で
、は
な
い
に
せ
よ
、
い
は
ば
特
定
の
研
究
課
題
を
念
頭
に
置

き

つ
つ
著
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
内
容
の
推
移
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
菫
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
働
―
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そ
こ
で
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
初
期
の
代
表
的
著
述
の

一
つ
で
あ
る

『
一
代
聖
教
大
意
』
（正
嘉
二
年

。
三
七
才
）
で
あ
る
。
こ

の
遺
文
は
、
そ
の
題
号
が
示
す
よ
う
に
、
釈
尊

一
代
の
聖
教
を
天
台
教
学
の
立
場
か
ら
五
時
四
教
を
以
て
判
釈
し
、
法
華
経
の
最
勝
義

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
に
五
時
判
を
説
い
て
、

次
．一五
時
。
五
時
卜
者

一
．ス
華
厳
経
瀧
経ノ、別
円
二
教
フ
説
ク
。
一
三
ハ
阿
含
難
経ノ、但
三
蔵
教
ノ
小
乗
ノ法
門
ヲ説
ク
。
〓
三
ハ方
等
経

・
宝
積
経

・

観
経
等
ノ
説
時
ヲ
不
”知
ラ
大
乗
経
也
難
経
。
蔵
通
別
円
ノ
四
教
フ
皆
説
ク
。
四
．ス
般
若
経
壁
経ノ、通
教

。
別
教

。
円
教
ノ
後
三
教
フ
説
ク
〓
一蔵
教
フ

不
レ説
。
華
厳
経
ハ
〓
一七
日
ノ
間
ノ
説
。
阿
含
経
ハ十
二
年
之
説
。
方
等
般
若
ハ
〓
一十
年
之
説
。
已
上
華
厳
ョリ
般
若
二至
ル
四
十
二
年
也
。

山
門
之
義
．ス
方
等
ハ説
時
不
レ定
ラ
説
処
不
レ定
ラ
般
若
経
三
十
年
卜
申
ス
。
寺
門
ノ義
．ス
方
等
十
六
年
般
若
十
四
年
卜
申
ス
。
秘
蔵
之
大
事

之
義
．ス
方
等
般
若
ハ説
時
三
十
年
。
但
シ方
等
ハ前
般
若
ハ後
卜
申
ス也
。
仏
ハ十
九
出
家
三
十
成
道
卜
定
ム
ル事
ハ大
論
二
見
ェた
り
。
一
代
聖

教
五
十
年
卜
申
ス事
ハ涅
槃
経
二見
ェた
り
。
法
華
経
己
前
四
十
二
年
卜
申
ス事
ハ無
量
義
経
二見
ェた
り
。
法
華
経
八
箇
年
卜
申
ス事
ハ涅
槃
経
ノ

五
十
年
ノ
文
卜無
量
義
経
ノ
四
十
二
年
之
文
ノ
間
ヲ
勘
多
ハ八
箇
年
也
。
己
上
十
九
出
家
三
十
成
道
五
十
年
之
転
法
輪
八
十
入
滅
卜
可
″定
ム
ｏ

此
等
ノ
四
十
二
年
之
説
教
ハ皆
法
華
経
之
汲
引
之
方
便
也
。

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
五
時
判
は
中
国
天
台
以
来
の
伝
統
的
な
内
容
と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
は
真
言
経
典
に
関
す
る
言
及

は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
本
書
全
体
の
内
容
に
於
い
て
も
、
真
言
密
教
な
い
し
真
言
経
典
に
関
し
て
は
ほ
ん
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
真
言
経
典
の
も
つ
思
想
性
や
か
つ
て
の
日
蓮
聖
人
の
宗
教
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
等
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
の
も
つ

存
在
感
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
こ
こ
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
が
不
自
然
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。　
一
体
こ
の
当
時
の
日
蓮

聖
人
は
、
真
言
経
典
の
位
置
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
伝
統
的
な
天
台
教
学
の
立
場
で
五
時
四
教
を
判
ず
る
な
ら
ば
、
真
言
経
典
は
方
等
部
の
摂
属
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
説
を
採
用
す
る
か
否
か
は
別
の
こ
と
と
し
て
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
が
こ
の
義
を
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
常
識
的
に
考
え
て
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ま
ず
有
り
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
従
前
の
日
蓮
聖
人
が
盛
ん
に
読
ん
で
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
円
珍
の

『大
日
経
指
帰
』
や

安
然
の

『教
時
義
』
に
は
、‐
批
判
的
な
扱
い
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
こ
の
説

を
唱
え
る

『唐
決
』
そ
の
も
の
が
当
時
の
日
蓮
聖
人
の
読
書
範
囲
に
あ

つ
た
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
％
そ
の
傍
証
と
し
て
、
後

述
の
如
く
、
二
年
後
の
文
応
元
年
以
降
は

一
貫
し
て
方
等
部
の
摂
属
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
当

時
の
日
蓮
聖
人
は
、
大
日
経
方
等
部
摂
の
説
を
積
極
的
に
受
容
は
し
な
い
ま
で
も
、
教
学
的
素
養
と
し
て
熟
知
し
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
に
真
言
経
典
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
真
言
経
典
が
方
等
部
か
ら
意

識
的
に
除
外
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
の
思
想
傾
向
が
い
ま
だ
台
密
に

与
同
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
と
真
言
経
典
と
を
同
格
に
扱

っ
て
お
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
法
華
と
真
言
と
が
同
格
で
あ
る
と
は
、
所
説
の
教
相
に
於
い
て
所
謂

「理
同
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
書
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
は
真
言
密
教
に
於
い
て
も
十
界
互
具

。
一
念
三
千
あ
る
い
は
そ
れ

と
同
義
の
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持

っ
て
お
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
１

次
に
、
翌
正
元
元
年
に
著
さ
れ
た

『守
護
国
家
論
』
Ｔ
一八
才

。
真
蹟
曽
存
）
も
、
真
言
経
典
の
扱
い
方
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
る
と
こ

ろ
は
な
い
と
い
え
よ
う
。　
一
代
仏
教
の
中
で
了
義
経
は
何
で
あ
る
か
と
の
問
い
に
対
し
、
「了
義

。
不
了
義
は
所
対
に
随
て
不
同
な
り
」

と
し
つ
つ
も

「大
乗
に
就
い
て
又
四
十
余
年
の
諸
経
は
不
了
義
経
、
法
華

・
涅
槃

。
大
日
経
等
は
了
義
経
也
」
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に

踏
み
込
ん
だ
法
華

・
真
言
の
対
判
は
見
ら
れ
な
い
「
加
之
、
外
前
諸
経
の
外
に
大
日
経
を
置
く
と
こ
ろ
な
ど
は
台
密
教
判
の
影
響
を
に

お
わ
せ
る
も
の
で
、
真
言
経
典
の
別
格
扱
い
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
次
下
に

「法
華

・
真
言
等
の
正
法
『

と
評
す
る
と
こ
ろ
に
顕
著
で
あ
る
と
い
え
、
し
た
が

つ
て
ま
た

『
一
代
聖
教
大
意
』
と
同
様
、
五
時
判
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
き
に
於

日
逹
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
面
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い
て
も
、
真
言
経
典
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
知

こ
れ
ら
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
動

こ
の
時
期
の

日
蓮
聖
人
が
、
守
護
国
家
の
為
の
教
え
と
し
て
、
法
華
経
と
真
言
経
典
と
を
と
も
に
正
法
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

而
し
て
こ
う
し
た
見
方
は
翌
正
元
二
年

（三
九
才
）
ま
で

一
定
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
同
年
に
係
る

『災

難
興
起
由
来
』

（真
蹟
）
や

『災
難
対
治
抄
』

（真
蹟
）
等
に
も

「法
華
真
言
」
と
て
両
経
が
並
び
称
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
同
年
四
月
、
文
応
に
改
元
の
後
に
著
さ
れ
た

『
一
代
五
時
図
』
な
ら
び
に

『唱
法
華
題
目
抄
』
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
に

か
つ
て
な
か

っ
た
真
言
経
典
に
対
す
る
見
方
が
示
さ
れ
く
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は

『
一
代
五
時
図
予
真
蹟
）
に
お
い
て
、
真
言
二
部
経
を
方
等
部
の
摂
と
定
め
、
そ
れ
を
依
経
と
す
る
真
言
宗
を
浄
土
宗
や
禅
宗

な
ど
権
大
乗
の
宗
旨
と
同
列
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

禅 法

本目

実恩

権
大
乗

拐 深 大

伽 密 集

経 経 経

示 不

仁
甲
≦

渕

甲

言
示

慈   玄釜
［

導

戒

定

慧
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も

っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
真
言
経
典
を
方
等
部
に
収
め
る
こ
と
は
伝
統
的
な
天
台
教
判
の
常
軌
な
の
で
は
あ
る
が
、
密
教
を
尊
重
す

る
が
故
に
、
こ
れ
ま
で
は
敢
え
て
触
れ
る
こ
と
が
な
か

つ
た
事
柄
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
図
録
の
性

格
上
、
そ
の
内
容
を
積
極
的
に
他
に
伝
達
し
よ
う
と
い
う
意
図
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
単
な
る
教
判
論
の
記
述
と
は

違

っ
た
、
他
宗
破
折
の
た
め
の
理
論
書
と
い
う
見
方
も
で
き
、

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
真
言
宗
が
東
密
を

指
す
の
か
、
あ
る
い
は
台
密
を
も
含
ん
だ
も
の
な
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
密
教

一
般
が
依
り
処
と
す

る
真
言
二
部
経
を
方
等
部
の
摂
と
定
め
、
そ
れ
を
依
経
と
す
る
真
言
宗
を
権
大
乗
に
貶
め
た
こ
と
は
、
密
教
に
対
す
る
日
蓮
聖
人
の
評

価
が
こ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
変
化
し
た
も
の
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
想
像
を
退
し
く
す
る
な
ら
ば
、

こ
こ
に
い
う
真
言
宗
と
は
、
所
謂

「両
部
大
経
」
（大
日
経

・
金
剛
頂
経
）
を
所
依
の
根
幹
と
す
る
東
密
は
勿
論
の
こ
と
、
蘇
悉
地
経
も

含
め

「三
部
大
法
」
と
称
し
て
重
用
す
る
台
密
の
存
在
を
も
匂
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
図
式
を
下
敷
き
と
し
て
著
さ
れ
て
き
た
の
が
、
同
年
五
月
に
係
る

『唱
法
華
題
目
抄
』
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
来
、

本
書
は
正
嘉
已
来
の
仏
教
研
鑽
の

一
つ
の
成
果
を
発
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
『立
正
安
国
論
』
を
破
邪
面
の
結
論
と
す
る
な
ら
ば
、
本
書

は
顕
正
面
の
結
論
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
％

真
言
経
典
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、

四
十
余
年
の
諸
経
を
対
車
レ
ハ法
華
経
一不
了
義
経
、
法
華
経
は
了
義
経
。
涅
槃
経
を
対
車
レ
ハ法
華
経
一、
法
華
経
は
了
義
経
、
涅
槃
経

は
不
了
義
経
。
大
日
経
を
対
摯
レ
ハ法
華
経
Ｌ

大
日
経
は
不
了
義
経
、
法
華
経
は
了
義
経
也
。
故
に
四
十
余
年
の
諸
経
並
に
涅
槃
経

を
打
捨
さ
せ
給
ヒ
て
、
法
華
経
を
師
匠
と
御
憑
候

へ
％

と
あ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
顕
劣
密
勝
あ
る
い
は
顕
密

一
致
の
扱
い
方
と
は
明
ら
か
に
違

っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
も

真
言
経
典
の
見
方
に
於
い
て
、
外
前
諸
経
の
外
に
そ
れ
を
置
き
、
別
立
て
で
大
日
経
不
了
義
と
断
定
す
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
真
言
経
典

口
逹
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
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を
第
五
時
に
置
く
台
密
教
判
を
意
識
し
つ
つ
そ
れ
を
否
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
意
図
す
る
内
容
を
強
調
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
密
教
に
対
す
る
批
判
的
精
神
の
表
れ
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
理
同
事
勝
を
標
榜
す
る

天
台
密
教
と
の
決
別
の
意
思
表
示
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
の
初
期
に
お
け
る
真
言
批
判
を
評
し
て

「形
式
的
な
教
判
論
の
上
か

ら
で
あ

っ
て
、
深
く
思
想
内
容
に
立
ち
入
っ
て
破
折
し
た
も
の
で
な
い
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
等
閑
視
す
る
か
の
ご
と
き
見
解

す
ら
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
「

た
し
か
に

『唱
法
華
題
目
抄
』
な
ど
に
示
さ
れ
た
真
言
批
判
の
内
容
は
、
表
面
的
に
は
法
華
経
と

大
日
経
と
の
優
劣
を
示
し
た
だ
け
で
、
深
く
思
想
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
の

優
劣
を
判
定
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
判
断
基
準
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
教
判
論
と
は
ま
さ
に
そ
の
判
断
基
準
の
も
と
に
示
さ

れ
た
評
価
の
総
合
で
あ
り
、
個
々
の
経
典
の
思
想
内
容
を
総
合
的
に
評
価
し
、
そ
れ
を
比
較
し
た
上
で
優
劣
を
判
定
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
本
書
の
内
容
な
ど
も
ま
た
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
の
思
想
傾
向
が
教
判
論
の
上
に
そ
の
ま
ま
に
反
映
さ
れ
た
も

の
と
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
り
、
決
し
て
形
式
的
に
経
典
の
優
劣
を
論
じ
る
と
い
っ
た
皮
相
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
ま
し

て
従
前
の
日
蓮
聖
人
は
真
言
を
最
重
要
経
典
の

一
つ
に
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
価
値
を
下
方
修
正
す
る
に
は

熟
慮
を
経
た
決
断
が
必
要
で
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
た
の
か
、
む
し
ろ
そ
の
理
由
こ

そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
信
憑
性
の
あ
る
初
期
の
遺
文
の
中
か
ら
、
日
蓮
聖
人
が
諸
経
典
の
評
価
に
言
及
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
事
例
を
抽
出
し
、
内
容

の
推
移
を
見
て
き
た
。
公
言
さ
れ
た
真
言
批
判
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
こ
れ
以
降
の
遺
文
の
中
に
こ
そ
よ
り
具
体
的
な
批
判
内
容

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
真
言
経
典
に
対
す
る
評
価
と
い
う
こ
と
に
限
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
考
察
し
た
方
等
部
摂
の
範
囲

を
出
で
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
よ

っ
て
本
稿
で
は
こ
れ
以
降
の
事
例
に
関
す
る
考
察
は
割
愛
す
る
が
、
な
お
付
言
し
て
お
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き
た
い
こ
と
は
、
打
ち
続
く
災
難
興
起
の
原
因
を
究
明
し
よ
う
と
い
う

一
つ
の
問
題
意
識
の
も
と
に
あ
ら
た
め
て
仏
教
の
研
鑽
が
な
さ

れ
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
宗
教
的
価
値
観
は
、
真
言
密
教
と
の
間
に

一
線
を
引
き
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
要
請
し
た

の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
姿
勢
は
そ
の
後
に
於
い
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か

つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
謂
日
蓮
聖
人
の
宗
教
的
価

値
観
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
法
華
経
の
も
つ
思
想
が
判
断
基
準
と
な

っ
て
現
実
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
言
批
判
と
い
う
の
も
、

つ
ま
り
は
そ
の
思
想
が
作
用
し
て
日
蓮
聖
人
か
ら
密
教
を
排
除
す
る
方
向
に
働
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
、
正

元
か
ら
文
応
に
改
元
さ
れ
た
、
日
蓮
聖
人
齢
二
九
歳
の
頃
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

三
、
真
言
批
判
の
思
想
的
根
拠

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
が
真
言
を
批
判
す
る
に
至
る
こ
う
し
た

一
連
の
流
れ
を
見
て
み
る
と
、
従
前
の
教
学
的
素
養
と
し
て
真
言
経

典
の
方
等
部
摂
を
知
り
つ
つ
、
敢
え
て
法
華
と
真
言
と
を
正
法
と
み
な
し
同
格

（あ
る
い
は
顕
劣
密
勝
）
に
置
い
て
こ
ら
れ
た
日
蓮
聖

人
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
方
等
部
の
摂
た
る
こ
と
を
唱
え
、
加
え
て
批
判
的
態
度
を
と
ら
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に

こ
れ
ま
で
に
は
な
か

っ
た
価
値
判
断
が
作
用
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
述
の
如
く
、
『唱
法
華
題
目
抄
』
は
正
嘉
已
来
の
仏

教
研
鑽
期
に
お
け
る
顕
正
面
の
成
果
を
発
表
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
本
書
に
示
さ
れ
た
真
言
批
判
と
い

う
破
邪
を
裏
付
け
る
正
義
の
開
顕
と
は

一
体
何
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
的
な
こ
と
と
し
て
、
あ
る
特
定
の
宗
派
の
存
在
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
場
合
、
そ
の
方
法
は
色
々
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
も

っ
と
も
効
果
的
な
方
法
の

一
つ
と
し
て
は
、　
一
宗
存
立
の
依
り
処
と
し
て
の
依
経
自
体
を
否
定
的
に
批
判
す
る
と
い
う
仕
方

が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
批
判
の
根
拠
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
、

一
切
経
の
中
に
お
い
て
自
ら
の
依
経
が

「最
第

一
」
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
宗
批
判
と
い
う
行
動
に
お
よ
ぶ
必
然
性
を
考
え
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
も
う

一
歩
踏
み
込

口
逹
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
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ん
で
、
自
ら
の
依
経
が

「唯

一
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
各
宗
と
も
に

独
自
の
教
判
論
を
も
ち
自
ら
の
依
経
を

「最
第

一
」
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
教
界
全
般

の
実
状
と
し
て
は
、
謗
法
と
い
う
概
念
す
ら
な
く
他
宗
と
の
共
存
が
容
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
％
つ
ま
り
、
各
宗
派
が
共
通
し
た
判
断
基
準
を
持
ち
得
て
い
な
い
以
上
、
「最
第

一
」
と
い
う
認
識
は
あ
く
ま
で
も
固
有
の
も
の
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
他
宗
批
判
の
根
拠
と
し
て
は
必
ず
し
も
有
効
と
は
い
え
ず
、
ま
た
そ
れ
が
直
ち
に
他
宗
批
判
に
連
動
す
る
も
の
で
も

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
「

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
認
識
が

「唯

一
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
昇
華
し
た
と
き
、
そ
の

確
信
の
発
露
と
し
て
、
他
宗
批
判
は
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
宗
教
的
行
為
と
な

っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
踏
ま
え
た
上
で
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
観
を
う
か
が

っ
て
み
る
と
、
依
法
不
依
人
の
理
念
の
も
と
、
経
説
を
主
た

る
判
断
基
準
と
し
、
と
き
に
そ
の
理
念
か
ら
展
開
す
る
論
理
を
根
拠
に
、
法
華
経
の

「最
第

一
」
な
る
こ
と
が
遺
文
の
随
所
で
強
調
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
経
典
認
識
の
も
と
に
他
宗
批
判

（主
と
し
て
法
然
浄
土
教
批
判
）
を
展
開
さ
れ
る
こ

と
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
留
意
し
た
い
事
例
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
を

「唯

一
」
の
も
の
と

み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

「余
教
は
仏
種
に
あ
ら
ず
」
「
不
下
以
ン
余
教
”
為
ｔ
種
卜
」
「
と
い
う
認
識
が
特
に
注
目
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
華
経
の
教
え
の
み
が
下
種
の
種
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に

「唯

一
法
華
経
」
の
価
値

判
断
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
末
法
は
下
種
の
時
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
た
た
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
た
あ
ら
た

な
る
他
宗
批
判
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
遺
文
中

『唱
法
華
題
目
抄
』
に
初
め
て
示
さ
れ
た
末
法
下
種
思
想
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
本
書
の
中
に
は
、
真
言
経
典
を
は
じ
め
と
す
る
年
前
諸
経
典
を
不
了
義
と
定
め
た
次
下
に
、
唱
題
の
功
徳
を
妙
法
具
足
論
や
惣
名

義
を
示
唆
す
る
こ
と
で
示
し
、
さ
ら
に
末
法
下
種
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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間
テ
云
ク
、

一
経
の
内
に
相
違
の
候
な
る
事
こ
そ
、
よ
に
得
心
が
た
く
侍
れ
ば
、
く
は
し
く
承
り
候
は
ん
。
答
テ
云
ク
、
方
便
品
等
に

は
機
を
か
が
み
て
此
経
を
説
べ
し
と
見
え
、
不
軽
品
に
は
謗
ず
と
も
唯
強
て
可
″卜
説
レ
之
ヲ
見
え
侍
り
。
一
経
の
前
後
水
火
の
如
し
。

然
る
を
天
台
大
師
会
単
云
ク
本
己
二有
り
善
釈
迦
ハ以
”
小
ヲ
而
将
二護
シ
之
一本
未
”
有
”
善
不
軽
ハ以
”
大
ヲ
而
強
塾
母
ス之
マ
。
文
の
心
は
本

と
善
根
あ
り
て
今
生
の
内
に
得
解
す
べ
き
者
の
為
に
は
直
に
法
華
経
を
説
べ
し
。
然
に
其
中
に
猶
聞
て
謗
ず
べ
き
機
あ
ら
ば
、
暫

く
権
経
を
も
て
こ
し
ら

へ
て
後
に
法
華
経
を
説
べ
し
。
本
と
大
の
善
根
も
な
く
、
今
も
法
華
経
を
信
ず
べ
か
ら
ず
、
な
に
と
な
く

と
も
悪
道
に
堕
ぬ
べ
き
故
に
、
但
押
て
説
茸法
華
経
）
令
宅
謗
レ之
フ逆
縁
と
も
な
せ
と
会
す
る
文
也
。
如
〓
ハ此
釈
）者
、
末
代
に
は
無
嗜

善
者
は
多
く
、
有
”善
者
は
少
し
。
故
に
堕
一
ン悪
道
一事
無
”
疑
ヒ
。
同
く
は
法
華
経
を
強
て
説
キ
聞
せ
て
毒
鼓
の
縁
と
可
レ成
欺
。
然

れ
ば
説
野
法
華
経
↓
可
レ結
フ謗
縁
づ
時
節
な
る
事
無
嗜
諄
ヒ者
を
や
。

こ
こ
に
は
下
種
の
成
語
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
『法
華
文
句
』
不
軽
品
釈
を
引
用
し
て
の
論
の
展
開
は
後
年
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、

こ
の
当
時
明
ら
か
に
末
法
下
種
思
想
が
芽
生
え
始
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
つ
て
示
さ
れ
た
こ
と
の
な

か

っ
た
真
言
批
判
と
末
法
下
種
思
想
と
が
同
時
に
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
直
接
的
な
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
本
書
か
ら
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

蓋
し
、
法
華

。
真
言
の
両
経
典
を
尊
重
す
る
台
密
に
与
同
す
る
立
場
に
於
い
て
は
、
真
言
批
判
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
教
学
的
土
壌

か
ら
は
下
種
思
想
も
発
生
し
な
い
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
下
種
思
想
は

「余
教
を
以
て
種
と
な
さ
ず
」
と
す
る
種
子
論
を
前
提
と
し

て
お
り
、
し
た
が

っ
て

「唯

一
法
華
経
」
の
立
場
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
末
法
は
下
種
の
時
で
あ
る
と
い
う
判

断
に
立
つ
と
き
、
「唯

一
法
華
経
」
の
立
場
か
ら
、
真
言
と
の
決
別
が
要
請
さ
れ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
末
法
下
種
思
想
形
成
の
側
面
に
あ

っ
て
は
真
言
批
判
は
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
、
そ
の
意
味
で

束
密
の
み
な
ら
ず
台
密
の
も
つ
密
教
的
色
彩
を
も
、
文
応
元
年
の

『唱
法
華
題
目
抄
』
撰
述
時
に
於
い
て
す
で
に
批
判
の
対
象
に
な

っ

日
菫
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
衝
―
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て
い
た
も
の
と
推
察
す
る
。
否
、
「唯

一
法
華
経
」
を
前
提
と
す
る
下
種
思
想
の
構
造
か
ら
す
る
と
、
法
華
と
真
言
と
の
融
合
な
い
し
並

立
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
末
法
下
種
思
想
が
芽
生
え
た
時
点
に
於
い
て
は
、
外
な
る
真
言
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
日
蓮
聖
人
の
内
な
る
真
言
こ
そ
が
解
決
す
べ
き
最
優
先
の
課
題
と
し
て
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
対

外
的
に
東
密
を
批
判
す
る
こ
と
よ
り
も
、
か
つ
て
自
ら
が
所
属
し
今
な
お
自
身
の
内
面
に
そ
の
影
を
落
と
す
台
密
と
決
別
す
る
こ
と
こ

そ
が
先
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
心
裏
に
そ
う
し
た
考
え
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
、
実
際
に
批
判
を
公

言
す
る
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
化
の
仏
法
が
佐
渡
流
罪
を
ま

つ
て
開
顕
さ
れ
た
よ
う
に
、“
台
密
批
判

に
関
し
て
も
、
佐
前
の
段
階
か
ら
そ
の
意
志
は
も
ち

つ
つ
も
、に
そ
れ
が
法
華

一
乗
に
融
合
し
た
密
教
で
あ

っ
た
た
め
、
ま
ず
は

「唯

一

法
華
経
」
と
い
う
権
実
判
の
立
場
か
ら
東
密
批
判
を
試
み
、
ひ
い
て
は
本
述

・
種
脱
の
対
判
を
ま

つ
て
、
「唯

一
題
目
」
の
考
え
を
公
表

す
る
に
及
ん
で
台
密
批
判
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
と
考
え
る
。

四
、
末
法
下
種
思
想
と
な
前
無
得
道
論

さ
て
、
真
言
批
判
の
思
想
的
根
拠
の

一
つ
と
し
て
、
こ
こ
に
末
法
下
種
思
想
に
お
け
る
種
子
論
の
存
在
を
指
摘
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

遺
文
中
、
下
種
の
種
子
を
直
接
に
論
じ
る
と
い
う
形
で
の
記
述
は
佐
渡
流
罪
以
降
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
管
見
で
は
佐
前
の
遺
文
に

は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
『唱
法
華
題
目
抄
』
が
正
嘉
己
来
の
仏
教
研
鑽
の
集
大
成
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に

お
け
る
顕
正
面
の
結
論
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
そ
れ
以
前
の
遺
文
に
も
末
法
下
種
思
想
に
結
実
す
る
ま
で
の
思
想
構
築
の
痕
跡
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
問
題
如
何
。

そ
も
そ
も
何
を
以
て
下
種
の
種
子
と
す
る
の
か
、ま
ず
は
そ
の
条
件
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ン」
の
問
題
に
つ
き
、
『観

心
本
尊
抄
』
に
は
、
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夫
レ
以
レ
ハ釈
迦
如
末
ノ
一
代
顕
密
大
小
二
教
華
厳
真
言
等
ノ諸
宗
ノ依
経
往
テ勘
ウ
ル
ニ之
フ或
ハ十
方
台
葉
毘
慮
遮
那
仏

。
大
集
雲
集
ノ諸
仏

如
末

ｏ
般
若
染
浄
ノ
千
仏
示
現

。
大
日
金
剛
頂
等
ノ
千
三
百
尊
但
夕
演
二
説
シ
テ
其
近
因
近
果
↓
不
レ顕
封
其
遠
ノ
因
果
一ヲ０
速
疾
頓
成
説
″
ト
モ

之
ヲ
亡
二失
多
一五
ノ遠
化
↓
化
道
ノ始
終
削
り
跡
不
レ
見
ェ。華
厳
経
大
日
経
等
ハ
一
往
見
竃
之
フ似
ント
モ
別
円
四
蔵
等
一再
往
勘
”
レ
ハ之
ヲ
同
形

蔵
通
二
教
一未
”
及
ニノ、別
円
〓
。
本
有
ノ
〓
一因
無
”
之
以
”
何
フ
定
コ
ン仏
′
種
子
↓
。
（中
略
）
雖
レ然
卜
所
レノ、詮
ス
ル
非
ル
ハ
一
念
三
千
ノ仏
種
一者
有

情
ノ成
仏

。
木
董
二
像
之
本
尊
ハ有
名
無
実
也
。

と
し
て
、
下
種
の
種
子
た
る
こ
と
の
条
件
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
義
左
記
の
如
し
。

【仏
種
子
た
る
こ
と
の
条
件
】

条
件
①

「
一
念

〓
一
千
」
―
―
成
仏
の
原
理

（仏
種
）

条
件
②

「化
道
の
始
終
」
―
―
教
化
の
方
法

（下
種
）

す
な
わ
ち
仏
種
子
と
は
、

一
つ
に
は
成
仏
の
原
理
と
し
て
の

「本
有
の
三
因
」
す
な
わ
ち

「
一
念
三
千
」
を
説
く
と
い
う
こ
と
、
二

つ
に
は
教
化
の
方
法
と
し
て
の

「化
道
の
始
終
」
を
説
く
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
法
華
経
の
み
が
こ
の
条
件
を
充
た
す
も
の

で
あ
り
、
大
日
経
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
他
の
諸
経
典
は
こ
れ
を
明
か
さ
な
い
か
ら
、
仏
種
子
に
は
な
ら
な
い
と
断
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
熟
成
さ
れ
た
種
子
論
は
佐
前
の
遺
文
中
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
萌
芽
は
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
蓮
聖
人
の
諸
宗
批
判
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
外
前
無
得
道
論
が
そ

れ
で
あ
る
。

浅
井
円
道
博
士
の
指
摘
に
よ
る
と
、
こ
の
外
前
無
得
道
論
は
日
蓮
聖
人
独
創
の
教
義
で
あ
り
、
正
嘉
元
年
の
鎌
倉
大
地
震
か
ら

『立

正
安
国
論
』
上
呈
ま
で
の
四
ヶ
年
の
間
に
集
中
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
内
容
は
、
例
え
ば

『
一
代
聖
教
大
意
』
の
記
述

日
豊
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
未
法
下
種
思
想
形
茂
の
一
側
働
―
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に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、

蔵
通
二
教
．ス
仏
性
之
沙
汰
無
シ
。
但
菩
薩
之
発
心
フ
仏
性
卜
云
フ
。
別
円
二
教
．ス
衆
生
二仏
性
ヲ
論
ス
。
但
シ
別
教
之
意
ｒ
一乗
二仏
性
フ
不
レ

論
セ
。
ホ
前
之
円
教
ハ附
考
別
教
〓
一乗
之
仏
性
ノ
無
″
沙
汰
蔦

此
等
ハ皆
危
法
也
。
今
ノ
妙
法
卜
者
此
等
ノ
十
界
フ
互
二具
スト
説
ク
時
妙
法
と

申
ス。
（中
略
）
法
華
経
卜
者
別
ノ
事
無
ィ

十
界
之
因
果
ハ年
前
ノ経
二明
ス。
今
ハ十
界
之
因
果
互
具
ヲ
お
き
て
な
る
計
也
。
（中
略
）
間
テ

日
ク
妙
法
ヲ
一
念
三
千
卜
云
事
如
何

（後
略
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
年
前
諸
経
の
円
教
は
雑
円
に
し
て
十
界
互
具
を
説
か
な
い
か
ら
無
得
道
の
危
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
法
華
経
は

十
界
互
具
を
説
い
て

一
切
衆
生
の
成
仏
を
明
か
す
故
に
純
円
の
妙
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
華
経
の
み
が

一
切
衆

生
の
成
仏
得
道
を
許
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に

「唯

一
法
華
経
」
の
義
が
成
り
立
つ
わ
け
で
、
同
じ
く

「唯

一
法
華
経
」

を
旨
と
す
る
種
子
論
と
の
思
想
内
容
の
上
で
の
交
わ
り
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
件
①
の
成
仏
の
原
理
を
説
く
こ
と

に
お
い
て
共
通
し
た
内
容
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
て
末
法
下
種
思
想
の
前
提
と
な
る
種
子
論
の
展
開
と
し
て
は
、
初
期
に
あ

つ
て
は
そ
れ
が
外
前
無
得
道
論
と
し
て
部
分
的
に
研

究
さ
れ
て
お
り
、
熟
成
の
過
程
に
あ

つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
真
言
批
判
の
根
拠
と
は
な
り
得
な

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
物
語
る
こ
と
と
し
て
、
真
言
批
判
が
始
ま
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
盛
ん
に
な
前
諸
経
の
無
得
道
が

論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
％
つ
ま
り
、
初
期
の
日
蓮
聖
人
に
あ

つ
て
は
、
法
華
と
真
言
と
が

「理
同
」
で
あ
る
が
故
に
、

真
言
経
典
は
が
前
諸
経
の
枠
の
外
に
置
か
れ
て
別
格
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
批
判
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
仏
教
研
鑽
の
過
程
で
条
件
②
が
問
題
に
さ
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
末
法
は
下
種
の
時
で
あ
る
と
い
う
結
論
に

至
っ
た
と
き
、
法
華
経
以
外
の
教
え
は
仏
種
子
に
非
ず
と
し
て
、
真
言
密
教
が
批
判
の
対
象
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る
。
か
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つ
て

「理
同
」
な
る
が
故
に
高
く
評
価
し
重
用
さ
れ
て
き
た
真
言
経
典
が

「方
等
部
の
摂
」
と
み
な
さ
れ
、
や
が
て
批
判
の
対
象
と
な

っ

て
き
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
末
法
下
種
と
い
う
思
想
が
自
ず
か
ら
要
請
す
る
事
柄
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

お
よ
そ
日
蓮
聖
人
の
他
宗
批
判
と
い
う
の
も
、
理
証

。
文
証

・
現
証
の
い
わ
ゆ
る
三
証
具
足
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
、

こ
れ
ら
は
先
行
す
る
研
究
に
お
い
て
ほ
ぼ
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
初
期
段
階
の
真
言
批
判
に

つ
い
て
は
未
だ
問
題
が
存
す
る
も
の
と
考
え
、
本
稿
で
は
特
に
理
証
の
方
面
か
ら
真
言
批
判
の
時
期
お
よ
び
思
想
的
根
拠
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
た
。

そ
も
そ
も
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
を
問
題
に
す
る
場
合
、　
一
体
何
を
以
て

「批
判
」
と
み
な
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
言
さ
れ
た
批
判
と
い
う
意
味
で
は
、
東
密
に
対
し
て
は
伊
豆
流

罪
以
後

『教
機
時
国
抄
』
（四

一
才
）
あ
た
り
か
ら
盛
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
台
密
に
向
け
て
は
佐
渡
流
罪
以
降
こ
と
に
身
延
入

山
後
そ
の
論
調
が
厳
し
く
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
表
面
化
し
た
真
言
批
判
の
事
例
に
お
い
て
そ
の
程
度
や
頻
度
を
問

題
に
す
る
な
ら
ば
、
先
行
研
究
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
々
乱
暴
に
過
ぎ
る
見
方
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
う
し
た
事
例
は
、
真
言
諸
師
の
実
名
を
挙
げ
た
上
で
歴
史
的
背
景
を
細
か
く
描
写
す
る
な
ど
、
相
当
具
体
的
な
内
容
で
批
判
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
よ
う
な
印
象
を
懐
か
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
批
判
理
由
の
要
点
に
限

っ
て
い
え
ば
、
東
密
諸

師
が
第

一
大
日
経

ｏ
第
二
華
厳
経

。
第
三
法
華
経
と
立
て
、
あ
る
い
は
台
密
諸
師
が
伝
教
大
師
所
立
の
義
に
違
背
し
、
真
言
を
最
第

一

と
立
て
法
華
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
蓮
聖
人
に
あ

っ
て
は
、
真
言
所
立
の
教

判
論
が
破
折
す
べ
き
内
容
の
核
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
教
え
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
教
団
な
い
し
そ
れ
に
属

日
菫
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
未
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
働
―
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す
る
人
師
に
対
す
る
諸
種
の
批
判
と
い
う
の
も
、
破
折
す
べ
き
核
に
む
け
て
の

一
つ
の
切
り
口
で
あ
り
照
準
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
そ

う
し
た
見
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
真
言
を
最
第

一
と
立
て
る
台
東
両
密
所
立
の
教
判
が
批
判
す
べ
き
内
容
の
核
を
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
と
こ
ろ
の
日
蓮
聖
人
の
教
判
に
お
い
て
、
真
言
経
典
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
の
か
を
見
る
こ
と
が
、
真
言
批
判
の
内
実
を
検
証
す
る
作
業
の
基
本
に
な

っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

よ

っ
て
、
日
蓮
聖
人
が
か
つ
て
重
用
さ
れ
た
真
言
経
典
を
自
ら
の
教
判
論
に
お
い
て
第
二
方
等
部
の
摂
属
と
し
て
貶
め
た
こ
と
は
、

き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持

つ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
教
判
と
い
う
性
格
上
そ
の
こ
と
自
体
が
表
立

っ
て
取

り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
多
く
の
場
合
宗
教
行
動
を
支
え
る
理
念
と
し
て
日
蓮
聖
人
の
内
面
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
は
、
台
東
両
密
に
対
す
る
批
判
の
核
心
で
あ
り
、
の
ち
に
展
開
す
る
厳
し
い
真
言
批
判
の
起
源

に
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
蓮
聖
人
の
心
裏
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
推
察
す
れ
ば
、
そ
の
批
判
の
矛
先
は
ま
ず
は

自
ら
が
も
つ
真
言
に
向
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち
台
密
と
決
別
す
る
こ
と
が
最
初
に
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た

「真
言
批
判
」
の
内
実
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
真
言
経
典
を
方
等
部
摂

へ
と
格
下
げ
し
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ

っ

た
と
考
え
る
。

か
く
し
て
そ
う
し
た
真
言
経
典
に
対
す
る
評
価
の
変
化
は
、
単
に
天
台
教
判
を
受
容
し
形
式
的
に
優
劣
を
示
し
た
よ
う
な
も
の
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
災
難
興
起
の
現
状
を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
自
ら
が
、
そ
の
原
因
を
究
明
す
る
べ
く
あ

ら
た
め
て
仏
教
を
研
鑽
し
な
お
し
た
こ
と
に
よ
る
結
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
主
体
的
立
場
か
ら
な
る
積
極
的

な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
末
法
下
種
思
想
形
成
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
、
新
た
な
宗
教
的
価

値
観
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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註

田
　
最
初
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
の
思
想
傾
向
に
つ
い
て
は
、
浅
井
円
道
著

『
日
蓮
聖
人
と
天
台
宗
』
二
八
三
頁
以
下
、
田
村
芳
朗
著

『鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
二
七
六

。
五
七
六
頁
等
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

②
　
田
村
前
掲
著
二
八
四
～
六
頁
、
勝
呂
信
静
著

『法
華
経
の
お
し
え
　
日
蓮
の
お
し
え
』

一
五
六
頁
。
浅
井
前
掲
書
二
八
六
頁
以
下

に
は
、
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
が
佐
前
に
な
く
佐
後
本
格
化
し
た
と
す
る
従
来
の
見
方
は
あ
ま
り
に
大
判
に
す
ぎ
る
と
し
、
真
言
批

判
に
お
け
る
佐
前

・
佐
後
の
推
移
を
細
か
く
検
証
さ
れ
て
い
る
。

０
　
福
田
尭
頴
著

『
天
台
学
概
論
』
三
二

一
～
四
〇
頁
。
森
田
龍
倦
著

『真
言
密
教
の
本
質
』

一
～

一
八
頁
。

四
　
た
と
え
ば

『顕
謗
法
抄
』
に

「真
言
宗
に
は
日
本
国
に
二
の
流
あ
り
。
東
寺
流
は
弘
法
大
師
十
住
心
を
立
て
、
第
八
法
華
、
第
九

華
厳
、
第
十
真
言
、
法
華
経
は
大
日
経
に
劣
る
の
み
な
ら
ず
猶
華
厳
経
に
も
下
る
な
り
。
天
台
の
真
言
は
慈
覚
大
師
等
、
大
日
経
と

法
華
経
と
は
広
略
の
異
、
法
華
経
は
理
秘
密
、
大
日
経
は
事
理
倶
密
な
り
。
」
（『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
以
下

『定
本
遺
文
』
二

六
四
頁
）
と
し
た
り
、
真
言
経
典
を

「大
日
三
部
経
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

翁
定
本
遺
文
』
八

一
〇

・
八
九
九

。
一
〇
三
七

・

三
三
六
八
頁
等
）
。
台
東
両
密
の
依
経
に
関
し
、
「真
言
宗
と
申
ス
は
大
日
経

・
金
剛
頂
経

・
蘇
悉
地
経
に
よ
る
。
こ
れ
を
三
部
経
と
号

す
。
」
（『定
本
遺
文
』
六
六
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
真
言
二
部
経
に
言
及
す
る
事
例
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
東
密
の
所
謂

「両
部
大
経

（大
日
経

。
金
剛
頂
経
と

を
特
に
取
り
上
げ
て
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

つ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『撰
時
抄
』
に

「弘
法

の
門
人
等
乃
至
日
本
の
東
寺
の
真
言
師

（中
略
）
法
華
経
を
戯
論
の
法
と
か
か
る
る
こ
と
大
日
経
、
金
剛
頂
経
等
に
た
し
か
な
る
経

文
を
い
だ
さ
れ
よ
。
」
（『定
本
遺
文
』

一
〇
三
八
頁
、
類
例

『定
本
遺
文
』
三
六
八

・
三
六
九

・
一
七
七
八
頁
等
）
な
ど
と
す
る
事
例

も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
真
言
二
部
経

（台
密
の
依
経
）
に
対
す
る

「両
部
大
経
」
（束
密
の
依
経
）
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

日
逹
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
未
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
衝
―
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Ｄ

『定
本
遺
文
』

一
～

一
五
頁
。
尚
、
浅
井
前
掲
著
二
八
四
頁
は
、
本
書
の
所
謂

「真
言
」
と
は
顕
密

一
致
を
標
榜
す
る
台
密
を
指
す

と
し
て
い
る
。

⑥

『安
国
論
御
勘
由
来
』
に
は
、
当
時
の
仏
教
研
鑽
の
動
機
に
つ
い
て
、

正
嘉
元
年
醸
八
月
廿
三
日
戌
亥
ノ時
超
車タ
ル於
前
代
一大
地
振
。
同
二
年
始
八
月

一
日
大
風
。
同
三
年
誅
大
飢
饉
。
正
元
元
年
誅
大
疫
病
。

同
二
年
岬
互
一夕
四
季
一大
疫
不
レ
己
マｏ
万
民
既
二超
弓
大
半
一招
嗜
死
フ
了
ン
ヌｏ
而
ル間
国
主
驚
嗜
之
二仰
一
付
テ
内
外
典
一有
到
種
種
／御
祈
祷
Ｌ

雖
レ外
無
三

分
ノ験
）
モ
還
テ
増
二
長
ス飢
疫
等
ヮ
。
日
蓮
見
車
世
間
ノ体
↓粗
勘
甦

一
切
経
づ
御
祈
請
無
″
験
シ
還
テ
増
二
長
ス
ル
凶
悪
つ
之
由
道
理

文
証
得
レ
之
フ
了
ン
ヌ
ｏ
終
．柾
錫
止
ム
コト
造
到
作
シ勘
文

一
通
つ其
名
フ
号
車
立
正
安
国
論
一卜。
「
定
本
遺
文
』
四
二

一
～
二
頁
）

と
し
て
い
る
。
尚
、
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
の
理
由
を
真
言
祈
祷
の
効
験
が
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
こ
れ
を

の
み
批
判
理
由
と
す
る
こ
と
は
柳
か
皮
相
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
註
０
往
見
。

ｍ

『定
本
遺
文
』
六
五
頁
。

０
　
本
書
に
は
た
だ

一
ヶ
所
だ
け

「法
華
経

。
大
日
経
」
「
定
本
遺
文
』
七
五
頁
）
と
並
記
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
表
記

は
、
法
華

・
真
言
の
同
格
を
積
極
的
に
認
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
法
然
が

『
選
択
集
』
に
所
謂
雑
行

・
難
行
道
か
ら
両
経

（顕

密
）
を
除
く
と
す
る

一
段
を
紹
介
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
続
い
て

「た
と
い
法
然
上
人

。
恵
心
、
法
華
経
を
雑
行
難
行
道
と

し
て
…
」
と
て

「法
華
経
」
の
み
を
挙
げ
る
。
『立
正
安
国
論
』
翁
定
本
遺
文
』
二

王
ハ
頁
）
も
同
類
。
ち
な
み
に
浅
井
博
士
は
、
『守

護
国
家
論
』
や

『立
正
安
国
論
』
等
に
見
ら
れ
る

「法
華

。
真
言
」
の
並
記
に
つ
き
、
「法
華
真
言
兼
備
の
天
台
宗
の
沙
門
と
し
て
の

身
分
に
於
い
て
述
作
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
か
ら
や
む
を
得
な
い
仕
儀
」
「
日
蓮
聖
人
教
学
の
探
究
』
九
頁
）
と
し
、
こ
れ
ら
の
表
記

が
当
時
の
日
蓮
聖
人
の
思
想
傾
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

『守
護
国
家
論
』
と

『立

正
安
国
論
』
と
の
表
記
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
違
う
も
の
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
『立
正
安
国
論
』
の
そ
れ
は
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『
一
代
聖
教
大
意
』
と
同
様
で
あ
る
の
に
対
し
、
『守
護
国
家
論
』
の
内
容
は
明
ら
か
に
日
蓮
聖
人
の
意
思
の
表
明
と
い
う
形
で
法
華

と
真
言
と
が

「正
法
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
を
裏
付
け
る
事
例
の

一
つ
に

『顕
謗
法
抄
』
が
あ
る
。

本
書
で
は

「曇
鸞

。
道
綽
等
の
聖
道
浄
土

・
難
行
易
行

・
正
行
雑
行
は
、
源
と
十
住
毘
婆
沙
論
に
依
る
。
彼
の
本
論
に
難
行
の
内
に

法
華
真
言
等
を
入
れ
る
と
謂
う
は
僻
案
な
り
」
と
て

『立
正
安
国
論
』
と
同
様
の
仕
方
で

「法
華
真
言
」
を
並
記
す
る
が
、
次
下
で

は

「善
無
畏
等
大
日
経
は
法
華
経
に
勝
た
り
と
い
う
。
法
華
経
の
心
を
し
ら
ぎ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
日
経
を
も
し
ら
ぎ
る
者
な
り
」

と
て
真
言
を
下
し
て
い
る

（『定
本
遺
文
』
二
七
〇
～

一
頁
）
。
故
に
、
「法
華

ｏ
真
言
」
の
並
記
は
必
ず
し
も
同
格
を
表
す
も
の
で
は

な
い
。
し
か
も

『立
正
安
国
論
』
で
は

「実
乗
の

一
善
」
が
強
調
さ
れ
、
同
年
の

『
一
代
五
時
図
』
・
『唱
法
華
題
目
抄
』
で
は

「方

等
部
摂
」
。
「大
日
経
不
了
義
」
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『守
護
国
家
論
』
の
如
き
好
意
的
な
扱
い
と
は
相
当
に
隔
た
り
が
あ
る
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

０
　
か
り
に
当
時
の
日
蓮
聖
人
が
密
教
か
ら
決
別
し
て
い
た
な
ら
ば
、
真
言
経
典
は
か
つ
て
重
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
逆
に
批

判
的
精
神
を
以
て
方
等
部
に
摂
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
未
だ
台
密
与
同
の
立
場
な
ら
ば
、
第
五
時
の
摂
属
と
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
台
密
教
判
に
つ
い
て
は
以
下
参
考
。
台
東
両
密
の
基
本
的
な
相
違
の

一
つ
に
、
真
言
密
教
を
釈
尊
の
所

説
と
す
る
か
大
日
法
身
如
来
の
所
説
と
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
台
密
に
於
い
て
は
こ
れ
を
釈
尊
の
所
説
と
す
る
か
ら
、
説

示
次
第
を
論
ず
る
五
時
判
に
依
る
時
は
第
五
時
の
終
わ
り
に
説
か
れ
た
も
の
と
み
な
し

（円
珍
著

『大
日
経
指
帰
』
の
五
時
教
判
）
、

説
法
の
内
容
を
論
ず
る
と
き
に
は
蔵
通
別
円
の
四
教
に
真
言
密
教
を
加
え
て
五
教
と
す
る
。
（安
然
著

『菩
提
心
義
抄
』
。
『教
時
義
』

等
の
五
教
判
）
。
台
密
出
身
の
日
蓮
聖
人
が
こ
う
し
た
教
判
を
熟
知
し
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
福
田
尭

頴
著

『
天
台
学
概
論
』
三
六
四
～
七
九
頁
、
浅
井
円
道
著

『上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』
六
四
六
～
七
頁
等
参
照
。

側
　
所
謂

「伝
統
的
な
天
台
教
学
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国

（唐
）
天
台
以
来
の
法
華
経
を
至
上
と
考
え
る
立
場
を
指
す
の
で
あ
り
、

日
逹
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
面
―
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叡
山
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
の
密
教
化
し
た
天
台
教
学
で
は
な
い
。
尚
、
浅
井
博
士
に
よ
る
と
、
「広
修
維
獨
決
は
円
珍
の
大
日
経
指
帰
、

安
然
の
教
時
義
等
に
よ

っ
て
破
さ
れ
た
た
め
、
叡
山
で
は
用
い
ら
れ
ず
」
翁
日
蓮
聖
人
と
天
台
宗
』
三
〇
九
頁
）
と
し
て
、
『唐
決
』

に
示
さ
れ
た

「大
日
経
方
等
部
摂
」
の
考
え
が
叡
山
に
於
い
て
採
用
さ
れ
る
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
無
論
こ
れ
は
台
密
の
宗
義
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
当
時
の
学
僧
達
の
修
学
の
対
象

で
あ

っ
た
こ
と
ま
で
を
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
日
蓮
聖
人
の
所
学
と
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
に
二
年
後
の

『
一
代
五
時
図
』
で
は
真
言
二
部
経
を
方
等
部
の
摂
属
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ω
　
円
珍
の

『大
日
経
指
帰
』
や
安
然
の

『教
時
義
』
が
日
蓮
聖
人
の
読
書
範
囲
に
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
（浅
井
円
道

著

『
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』
参
照
）
問
題
は
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
が
こ
れ
ら
の
著
述
を
閲
覧
し
て
お
ら
れ
た
か
ど
う
か
で
あ

る
が
、
後
年
に
な

っ
て
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
最
初
期
の
台
密
に
与
同
し
て
お
ら
れ
た
時
期
に
こ
そ
こ
れ
ら
の
書
物
に
対
し

て
興
味
が
注
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑩
　
島
地
大
等
著

『
天
台
教
学
史
』
三
七
二
頁
、
福
田
前
掲
著
三
七
〇
～
九
頁
、
上
杉
文
秀
著

『
日
本
天
台
史
』
三
〇
八

・
三

一
七
頁
、

浅
井
前
掲
著
二

一
八

・
三
八
三

・
四
三

一
～
三

・
六
四
六
頁
。
ち
な
み
に
浅
井
博
士
に
よ
る
と
、
遺
文
中
に
見
え
る
大
日
経
方
等
部

摂
の
典
拠
は
す
べ
て

『唐
決
』
に
あ
る
と
い
う

（浅
井
前
掲
著
二

一
四
頁
）
。

側
　
円
澄
疑
問

。
広
修
決
答
お
よ
び
円
澄
疑
問

・
維
鯛
決
答
。
円
仁

。
円
載
の
入
唐
に
際
し
、
円
澄
が
疑
間
と
す
る
と
こ
ろ
三
十
条
を

両
者
に
託
す
。
そ
れ
に
対
す
る
回
答
書
。
し
か
し
円
澄
は
こ
れ
を
見
る
こ
と
な
く
没
し
た
と
い
う

（上
杉
前
掲
著
三
二
四
頁
）
。

Ⅲ
　
こ
の
著
作
に
言
及
す
る
遺
文
と
し
て
は
、
佐
前
で
は

『真
言
天
台
勝
劣
事
』
翁
定
本
遺
文
』
四
八
三
頁
）
が
あ
り
、
佐
後
で
は

『真

言
見
聞
』
翁
定
本
遺
文
』
六
五

一
。
六
五
三
頁
）
・
『真
言
宗
私
見
聞
』
翁
定
本
遺
文
〓

一〇
八
〇

・
二
〇
八
四
頁
）
・
『聖
密
房
御
書
』

亀
定
本
遺
本
』
八
二
〇
頁
）
。
『撰
時
抄
』
翁
定
本
遺
本
』

一
〇
四
三
頁
）
・
『報
恩
抄
』
翁
定
本
遺
本
』

一
二

一
二
～
三
頁
）
等
が
あ
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ｚ
つ

。

働
　
た
だ
し
こ
れ
を
厳
密
に
い
え
ば
、
文
応
元
年
の

『
一
代
五
時
図
』
翁
定
本
遺
本
』
三
二
八
二
頁
）
が
何
を
典
拠
と
し
て
方
等
部
摂

を
唱
え
た
の
か
、
そ
の
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
ち
な
み
に
、
次
の

『報
恩
抄
』
の
内
容
か
ら

す
る
と
、
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
は
、
真
言
経
典
の
方
等
部
摂
説
の
起
源
を
妙
楽
の
所
説
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

妙
楽
大
師
と
い
う
人
あ
り
。
天
台
大
師
よ
り
は
三
百
年
の
後
な
れ
ど
も
、
智
慧
か
し
こ
き
人
に
て
、
天
台
の
所
釈
を
見
明
て
を
は

せ
し
か
ば
、
天
台
の
釈
の
心
は
後
に
わ
た
れ
る
深
密
経
法
相
宗
、
又
始
て
漢
土
に
立
た
る
華
厳
宗
、
大
日
経
真
言
宗
に
も
法
華
経

は
勝
レさ
せ
給
ヒ
た
り
け
る
を
、
或
は
智
慧
の
及
ば
ざ
る
か
、
或
は
人
を
畏
る
か
、
或
は
時
の
王
威
を
お
づ
る
か
の
故
に
い
は
ざ
り

け
る
か
。
か
う
て
あ
る
な
ら
ば
天
台
の
正
義
す
で
に
失
な
ん
。
又
陳

・
隋
已
前
の
南
北
が
邪
義
に
も
勝
レ
た
り
と
を
ば
し
て
、
三
十

巻
の
末
文
を
造
り
給
フ。
所
謂
弘
決

・
釈
簑

・
疏
記
こ
れ
な
り
。
此
三
十
巻
の
文
は
本
書
の
重
ナ
れ
る
を
け
づ
り
、
よ
わ
き

（弱
）
を

た
す
く
る
の
み
な
ら
ず
、
天
台
大
師
の
御
時
な
か
り
し
か
ば
、
御
責
に
も
の
が
れ
て
あ
る
や
う
な
る
法
相
宗
と
華
厳
宗
と
真
言
宗

と
を
、　
一
時
に
と
り
ひ
し
が
れ
た
る
書
な
り
。
鳥
定
本
遺
本
』

一
二
〇
六
～
七
頁
）
。

尚
、
こ
の
問
題
に
つ
き
三
崎
良
周
博
士
は

「湛
然
の
孫
弟
子
広
修
が
、
最
澄
の
弟
子
円
澄
の
質
問
に
答
え
て
、
大
毘
慮
遮
那
経
は

第
三
時
方
等
部
の
摂
と
し
て
い
る
こ
と
も
、湛
然
の
密
教
に
対
す
る
認
識
の
程
度
を
間
接
的
な
が
ら
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
（ア
ロ
密

の
研
究
』
九
九
頁
）
と
し
て
い
る
。

問
　
本
書
に
は
法
華
経
が
妙
法
た
る
こ
と
の
所
以
を
説
い
て
、

蔵
通
二
教
ス
仏
性
之
沙
汰
無
シ
。
但
菩
薩
之
発
心
ヲ仏
性
卜
云
フ
。
別
円
二
教
ス
衆
生
二仏
性
フ
論
ス。
但
シ
別
教
之
意
ハ
一
一乗
二仏
性
ヲ
不
レ

論
セ
。
な
前
之
円
教
ハ附
考
別
教
〓
一乗
之
仏
性
ノ無
ン沙
汰
鳥
此
等
ハ皆
危
法
也
。
今
ノ
妙
法
卜
者
此
等
ノ
十
界
ヲ
互
二具
スト
説
ク
時
妙
法
と

申
ス
。
（中
略
）
間
テ
日
ク
妙
法
ヲ
一
念
三
千
卜
云
事
如
何
。
鳥
定
本
遺
本
』
六
九
～
七
頁
）
。

日
逹
聖
人
の
真
言
批
列
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
面
―
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と
し
、
十
界
互
具

ｏ
一
念
三
千
を
説
く
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ｍ

『
八
宗
違
目
抄
』
に

「真
言
宗
二立
リ
コト
十
界
互
具

一
念
三
千
↓
大
日
経
ノ疏
二出
”
之
ヲ
０
与
二
天
台
宗
一同
異
如
可
。

」
（『定
本
遺
文
』
五

二
七
頁
）
と
の
設
間
が
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
佐
渡
流
罪
以
降
、
真
言
の

一
念
三
千
は
天
台
の
そ
れ

を
盗
み
入
れ
た
も
の
と
し
て
痛
烈
に
批
判
さ
れ
る
。
註
①
の
事
例
参
照
。

側

『定
本
遺
文
』
九
五
頁
。

田
　
ち
な
み
に
、
「法
華

。
涅
槃

。
大
日
経
等
は
了
義
経
也
」
と
し
つ
つ
も
、
涅
槃
経
と
の
勝
劣
に
つ
い
て
は

「法
華
経
勝
る
る
な
り
」

亀
定
本
遺
文
』
九
四
頁
）
と
す
る
。
こ
れ
は
、
翌
年
の

『唱
法
華
題
目
抄
』
翁
定
本
遺
文
』

一
九
七
頁
）
に
涅
槃
経
と
と
も
に
大
日

経
を
不
了
義
と
し
た
こ
と
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
、
本
書
で
の
真
言
経
典
に
対
す
る
高
い
評
価
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

②

『定
本
遺
文
』

一
二
六
頁
。

例

『定
本
遺
文
』
九
〇
～
三
頁
。

例
　
浅
井
円
道
著

『
日
蓮
聖
人
教
学
の
探
究
』
二
六
二
頁
。

例

『定
本
遺
文
』

一
六
〇
頁
。

制

『定
本
遺
文
』

一
六
九
頁
。

の
　
正
嘉
已
来
の
改
元
の
多
さ
は
異
常
な
も
の
で
、
当
時
の
社
会
情
勢
の
混
乱
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
四
月
十

日
の
正
元
か
ら
文
応

へ
の
改
元
は
、
日
蓮
聖
人
に
と

っ
て
ま
た
格
別
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
稿
を
改
め
る
。

②

『定
本
遺
文
』
三
二
八
二
頁
。

囲

『
日
蓮
宗
事
典
』

一
三
頁
参
照
。
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②
　
文
永
五
年
頃
の

『
一
代
五
時
図
』
（真
蹟

・
『定
本
遺
文
』
二
三
〇
〇
頁
）
に
は
、
真
言
三
部
経
を
方
等
部
に
置
き
、
さ
ら
に
真
言

宗
の
下
に
善
無
畏

。
金
剛
智

・
不
空

・
慧
果

。
弘
法
と
い
っ
た
諸
師
に
加
え
、
慈
覚

。
智
証
の
名
を
挙
げ
こ
れ
を
権
大
乗
に
貶
じ
め

て
い
る
。

②

『
一
代
五
時
図
』
の
係
年
に
つ
き
、
『定
本
遺
文
』
に
は

「文
応
元
年
」
と
の
み
あ
り
、
『唱
法
華
題
目
抄
』
お
よ
び

『立
正
安
国
論
』

と
の
前
後
関
係
が
問
題
で
あ
る
が
、
本
図
録
が
こ
れ
ら
二
書
の
下
敷
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
先
に
置
い
た
。

⑩
　
本
書
は
祐
師
目
録
に
も
あ
り
、
ま
た
係
年
の
文
応
元
年
五
月
二
十
八
日
の
日
付
は
朝
師
本
に
あ
る
。
故
に
本
書
の
確
実
性
は
真
蹟

の
次
に
位
す
る

（浅
井
前
掲
書
二
七
頁
）
。

ω
　
浅
井
前
掲
書
六
頁
。

例

『定
本
遺
文
』

一
九
六
～
七
頁
。

ω
　
浅
井
博
士
は
、
信
憑
性
の
あ
る
遺
文
の
中
で
は
本
書
が
真
言
批
判
の
最
初
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
鳥
日
蓮
聖
人
と
天
台
宗
』
三
四

二
頁
）
。

ｍ
　
田
村
芳
朗
博
士
は

『鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
（五
八
〇
頁
）
の
中
で
、
佐
前
の
遺
文
に
見
ら
れ
る
日
蓮
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ

い
て
、
た
と
え
ば
弘
長
二
年

（四

一
才
）
に
著
さ
れ
た

『顕
謗
法
抄
』
の

「善
無
畏
等
ヵ
大
日
経
は
法
華
経
に
勝
レ
た
り
と
い
う
。
法

華
経
の
心
を
し
ら
ぎ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
日
経
を
も
し
ら
ざ
る
者
な
り
」
翁
定
本
遺
文
』
二
七
〇
～

一
頁
）
と
い
う
内
容
を

「形
式

的
な
教
判
論
の
上
か
ら
で
あ

つ
て
、
深
く
思
想
内
容
に
立
ち
入
っ
て
破
折
し
た
も
の
で
な
い
。
ま
た
、
と
く
に
真
言
を
と
り
あ
げ
て

破
し
た
の
で
は
な
く
、
法
華
最
第

一
の
教
判
に
の
っ
と

っ
て
諸
経
を
破
し
た
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
と
し
て
で
あ
る
。
」
と
評
さ
れ
て
い

る
。
博
士
が
、
真
言
批
判
の
事
例
と
し
て

『顕
謗
法
抄
』
（四

一
才
）
に
先
行
す
る

『唱
法
華
題
目
抄
』
Ｔ
一九
才
）
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
な
い
が
、
本
書
に
示
さ
れ
た
内
容
は

『顕
謗
法
抄
』
と
同
類
で
あ
る
と
い
え
る
。

日
菫
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
働
―

-293-



閲
　
田
村
前
掲
書
二
八
〇
～
六

・
五
七
七
～
八
九
頁
。

∞
　
例
せ
ば
、
弘
安
三
年
に
係
る

『
一
代
五
時
鶏
図
』
翁
定
本
遺
文
』
二
三
八
九
頁
）
に
も
同
じ
内
容
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。

０
　
た
と
え
ば
、
天
台
宗
や
真
言
宗
に
於
い
て
は
、
諸
教
の
共
存
、
諸
宗
の
共
生
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
相
当
に
寛
容
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
天
台
法
華
教
学
を
代
表
す
る
絶
待
開
会
の
思
想
や
台
密
教
学
の
代
表
的
教
判
で
あ
る

一
大
円
教
論
は
、
お
し

な
べ
て
全
体
を

一
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
こ
に
は
取
捨
択

一
の
論
理
、
対
立
の
概
念
が

希
薄
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

側
　
こ
の
点
、
日
蓮
聖
人
に
あ

っ
て
は

「依
法
不
依
人
」
の
理
念
に
も
と
づ
き
法
華
最
第

一
の
根
拠
を
経
説
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
経
説
こ
そ
は
仏
教
者
が
最
も
尊
重
す
べ
き
聖
典
で
あ
り
、
共
通
し
て
採
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
判
断
基
準

↑
「大
道
理
」
『定
本
遺
文
』

一
一
九
七
頁
）
な
の
で
あ

っ
て
、
い
か
に
そ
れ
が
優
れ
た
者
で
あ

っ
て

も
釈
尊
以
外
の
人
師
の
見
解
に
依

っ
て
は
い
け
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
の
他
宗
批
判
と
り
わ
け
法
然
浄
土
教
や
禅
宗
に

対
し
て
の
批
判
の
根
拠
は
、
概
ね
こ
う
し
た
仏
教
者
と
し
て
当
然
あ
る
べ
き
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
そ
の
核
を
な
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
尚
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

側

『玄
義
釈
鍛
』
翁
正
蔵
』
第
二
十
三
巻
八
二
五
頁
Ｃ
）
に
示
さ
れ
た
要
文
で
、
第
二
教
相

「化
道
の
始
終
」
を
明
か
す
中
、
下
種
の

種
子
に
言
及
し
た
も
の
。
下
種
と
は
仏
種
子
を
下
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
要
文
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
下
種
論
の
前
提
と
な
る

考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
日
蓮
聖
人
は
、
佐
前
に
あ

っ
て
は

「法
華
経
」
を
仏
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
や

が
て

『観
心
本
尊
抄
』
の

「自
到
過
去
大
通
仏
ノ
法
華
経
一乃
至
現
在
ノ華
厳
経
乃
至
述
門
十
四
品

。
涅
槃
経
等
ノ
一
代
五
十
余
年
ノ
諸
経

十
方
三
世
諸
仏
ノ微
塵
ノ
経
々
ハ皆
寿
量
ノ序
分
也
。
自
己

口聖
一半
一之
外
ハ名
フ
小
乗
教

・
邪
教

・
未
得
道
教

。
覆
相
教
・卜。
論
率
レ
ハ其
機
づ

徳
薄
垢
重
幼
稚
貧
窮
孤
露
．ラ
テ
同
ン禽
獣
一也
。
が
前
述
門
ノ
円
教
スラ
尚
非
率仏
因
瓦

何
二況
ャ
大
日
経
等
ノ
諸
小
乗
教
ヲヤ
ｏ
何
二況
ャ
華
厳

。
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真
言
等
ノ
七
宗
等
ノ
論
師
人
師
ノむボ
ヲ
ｔ

与
テ
論
は
レ
ハ之
ヲ
不
レ出
一一ァ前
三
教
↓
。
奪
テ
云
い
ハ之
ヲ
同
車
蔵
通
蔦

設
ヒ
法
ハ称
車ト
モ甚
深
一卜未
”
論
載
種
熟

脱
つ
。
還
テ
同
⇒
灰
断
蔦

化
ノ
無
ン
ト
ハ始
終
一是
也
」
「
定
本
遺
文
』
七

一
四
頁
）
に
帰
結
す
る
。

①

『定
本
遺
文
』
二
〇
四
～
五
頁
。
な
お
、
「末
法
下
種
思
想
」
と
い
う
表
現
は
、
本
来
、
佐
渡
流
罪
以
降
に
示
さ
れ
た
本
門
の
教
相
に

基
づ
く
完
成
さ
れ
た
内
容
に
対
し
て
充
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
ンア
」
で
は
義
の
便
を
考
慮
し
、
「末
法
は
下
種
の
時
で
あ
る
と
い
う

思
想
」
の
意
味
に
用
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
茂
田
井
教
亨
著

『観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』
（八
八
頁
）
及
び

浅
井
円
道
著

『
日
蓮
聖
人
教
学
の
探
究
』
含
〓
一一四
頁
）
は
、
『唱
法
華
題
目
抄
』
を
末
法
下
種
思
想
の
哨
矢
と
見
倣
し
て
い
る
。
ま

た
、
拙
稿

「末
法
下
種
思
想
の
三
証
」
翁
桂
林
学
叢
』
第
十
八
号
所
収
）
に
は
、
末
法
下
種
思
想
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
三
証
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

ω

「問
テ
云
ク
、
只
題
目
計
を
唱
る
功
徳
如
可
。
答
テ
云
ク
（中
略
）
法
華
経
の
肝
心
た
る
方
便

・
寿
量
の

一
念
三
千

・
久
遠
実
成
の
法
門

は
妙
法
の
二
字
に
お
さ
ま
れ
り
。
（中
略
）
今
法
華
経
は
四
十
余
年
の
諸
仏
を

一
経
に
牧
め
て
、
十
方
世
界
の
三
身
円
満
の
諸
仏
を
あ

つ
め
て
、
釈
迦

一
仏
の
分
身
の
諸
仏
と
談
ず
る
故
に
、　
一
仏

一
切
仏
に
し
て
妙
法
の
二
字
に
諸
仏
皆
牧
れ
り
。
故
に
妙
法
蓮
華
経
の

五
字
を
唱
る
功
徳
莫
大
也
。
諸
仏
諸
経
の
題
目
は
法
華
経
の
所
開
也
妙
法
は
能
開
也
、
と
し
り
て
法
華
経
の
題
目
を
唱
べ
し
。

」
（『定

本
遺
文
』
二
〇
二
～
三
頁
）

切
　
成
語
と
し
て
の

「下
種
」
の
初
出
は
、
二
年
後
伊
豆
流
罪
を
経
て
著
さ
れ
た

『教
機
時
国
抄
』
翁
定
本
遺
文
』
二
四
二
頁
）
で
あ

ｚ
つ

。

田
　
た
と
え
ば

『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
翁
定
本
遺
文
』
八
九
六
～
七
頁
）
の
内
容
な
ど
は
、
下
種
の
種
子
に
於
い
て
相
違
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
論
の
運
び
方
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。

国

で
二
沢
抄
』
に

「法
門
の
こ
と
は
さ
ど

（佐
渡
）
の
国

へ
な
が
さ
れ
候
し
己
前
の
法
門
は
、
た
だ
仏
の
外
前
の
経
と
を
ば
し
め
せ
」
翁
定

日
菫
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
面
―
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本
遺
文
』

一
四
四
六
～
七
頁
）
と
は
、
日
蓮
聖
人
の
本
懐
が
佐
前
に
あ

つ
て
は
敢
え
て
秘
さ
れ
て
お
り
、
佐
渡
流
罪
を
ま

つ
て
開
顕

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

０
　
浅
井
博
士
も
、
佐
前
の
段
階
に
於
い
て
台
密
批
判
の
意
志
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
名
日
蓮
聖
人
と
天
台
宗
』
三
四
四
頁
）
。
ま
た

勝
呂
信
静
博
士
は
初
期
の
遺
文
に
見
ら
れ
る

「法
華
真
言
」
と
い
う
表
現
に
言
及
し
、
「日
蓮
に
と

っ
て
は
、
法
華
と
真
言
は
理
に
お

い
て
は
同
体
で
あ
る
に
し
て
も
、
事

（は
た
ら
き
）
に
お
い
て
は
法
華
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
は
は
じ
め
か
ら
持

っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
」
翁
法
華
経
の
お
し
え
　
日
蓮
の
お
し
え
』

一
五
〇
頁
）
と
し
、
さ
ら
に

「真
言
破
折
は
初
期
に
み
ら
れ
ず
後
年

に
な

っ
て
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
初
期
に
は
そ
れ
を
実
行
す
る
客
観
的
条
件
が
成
熟
し
な
か

っ
た
か
ら
と
見
る
べ
き
で
、

真
言
破
折
の
意
志
は
は
じ
め
か
ら
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
（同

一
五
六
頁
）
と
し
て
い
る
。

０
　
台
密
批
判
に
関
し
て
い
え
ば
、
「唯

一
法
華
経
」
と
い
う
視
点
は
批
判
根
拠
と
し
て
は
充
分
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
台
密
は

法
華

・
真
言
を

「理
同
」
（と
も
に

一
念
三
千
の
法
門
を
説
く
と
い
う
こ
と
。
「華
厳
宗
と
真
言
宗
と
の
二
宗
は
楡
に
盗
ん
で
自
宗
の

骨
目
と
せ
り
」
『定
本
遺
文
』
五
三
九
頁

。
「大
日
経
の
心
実
相

。
我

一
切
本
初
の
神
に
天
台
の

一
念
三
千
を
盗
み
入
れ
て
真
言
宗
の

肝
心
と
し
て
、
其
上
に
印
と
真
言
と
を
か
ざ
り
、
法
華
経
と
大
日
経
と
の
勝
劣
を
判
ず
る
時
、
理
同
事
勝
の
釈
を
つ
く
れ
り
」
同
五

七
九
頁

。
「法
華
経
と
真
言
の
三
部
と
の
勝
劣
を
定
め
さ
せ
給
ふ
に
、
真
言
の
二
部
経
と
法
華
経
と
は
所
詮
の
理
は
同
じ
く

一
念
三
千

の
法
門
な
り
」
同

一
〇
四
三
頁
）
と
み
な
し
、
そ
れ
な
り
に
法
華
経
の
教
相

（教
理
）
を
高
く
評
価
し
重
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「唯

一
法
華
経
」
の
立
場
を
越
え
て

「唯

一
題
目
」
（本
化
別
頭
）
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
台
密
を

は
じ
め
す
べ
て
の
宗
派
に
対
す
る
批
判
が
可
能
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
題
目
下
種

（唯

一
題
目
）
の
考
え
が
佐
渡
流
罪
を
契
機
と
し

て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
本
格
的
な
台
密
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
こ
の
意
味
に
於
い
て
所
以
あ
る
も

の
と
考
え
る
。
尚
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
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田
　
正
嘉
元
年
の

『
三
種
教
相
』
翁
定
本
遺
文
』
三
二
二
九
頁

・
真
蹟
無
）
に

「不
以
余
教
為
種
」
の
引
用
が
あ
る
が
日
蓮
聖
人
の
消

釈
は
な
い
。

圏

『定
本
遺
文
』
七

一
〇
～

一
頁
。

ω

『
日
蓮
聖
人
教
学
の
探
究
』
二
三
～
四

・
二
四

一
頁
。
『
日
蓮
聖
人
と
天
台
宗
』
三
四
七
～
八
頁
。
ま
た
勝
呂
前
掲
書

一
七
二
頁
に
も

言
及
あ
り
。

ω

『定
本
遺
文
』
六
九
～
七

一
頁
。

団
　
た
と
え
ば
、
真
言
密
教
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る

『戒
体
即
身
成
仏
義
』
翁
定
本
遺
文
』

一
〇
～

一
頁
）
に
於
い
て
も
、
す
で
に
同

様
の
が
前
無
得
道
論
が
見
ら
れ
る
。
尚
、
外
前
無
得
道
論
は
こ
の
時
期
に
完
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
日
蓮
聖
人
の
思
想
の
進
化
と

と
も
に
そ
の
内
容
を
変
え
る
。
浅
井
博
士
も
こ
の
点
に
注
目
さ
れ
、
当
初
権
実
相
対
の
重
で
あ

っ
た
も
の
が
、
や
が
て
本
述

。
種
脱

の
対
判

（
「以
脱
還
種
」
の
意
）
の
も
と
に
か
前
諸
経
の
無
得
道
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る

（『
日
蓮
聖
人
教
学
の
研

究
』
二
三
～
四
）
。
末
法
下
種
思
想
の
前
提
と
し
て
の
種
子
論

（
「不
以
余
教
為
種
」
の
意
）
も
、
広
義
に
は
示
前
諸
経

（述
門
）
の

無
得
道
を
論
じ
る

一
視
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
念
三
千
と
化
道
の
始
終
を
説
か
な
い
か
前
諸
経
は
成
仏
の
種
子
に
非
ず
と
し
て
、

そ
れ
に
よ
る
真
の
得
道
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
前
無
得
道
論
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
進

展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
日
蓮
聖
人
の
諸
宗
批
判
に
関
す
る
所
論
と
り
わ
け
初
期
の
真
言
批
判
に
対
す
る
見
解
の
中
に

は
、
真
言
経
典
を
無
得
道
教
と
み
な
す
根
拠
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

田

【真
言
批
判
の
三
証
】

。
理
　
証
―
末
法
下
種
思
想

。
文
　
証
―
三
説
超
過
等
法
華
最
勝
を
証
す
る
経
文

口
菫
聖
人
の
真
言
批
判
に
つ
い
て
　
―
末
法
下
種
思
想
形
成
の
一
側
働
―
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ｏ
現
　
証
―
謗
法
充
満
に
よ
る
災
難
興
起
こ
と
に
は
真
言
祈
祷

（現
世
安
穏

。
国
家
安
泰

の
祈
り
）
に
よ
る
逆
効
果

の
現
象

（天
災
地
変

の
続
出

。
承
久

の
乱

。
蒙
古
襲
来
等
）

真
言
批
判

の
根
拠
を
真
言
祈
祷
に
よ
る
効
果
的
現
象
が
な
か

っ
た
か
ら
と
す
る
見
方
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
も

つ
て

「方
等

部
摂
」
や

「大
日
経
不
了
義
」
な
ど
と
教
相
批
判
に
及
ぶ
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
論
理
の
飛
躍
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
や
は

り
日
蓮
聖
人
に
あ

っ
て
は
、
ま
ず
真
言
密
教
を
批
判
す
る
に
充
分
な
教
理
的
根
拠
お
よ
び
経
文
証
拠
と

い
う
も

の
が
存
在
し
た

の
で
あ

り
、
同
時
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
事
柄
と
し
て
現
象
証
拠
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

つ
ま
り
は
、
理
証

・
文
証

。
現
証
の
三
証
の

視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
詳
細
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

（キ
ー

ワ
ー
ド
〉
真
言
批
判
、
末
法
下
種
思
想
、
宗
教
的
価
値
観
、
方
等
部
摂
、
外
前
無
得
道
論

付
記
　
本
稿
は
、
平
成
十
六
年
度
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
補
い
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
当
総
会
の
折
、
大

平
宏
龍
先
生
よ
り
の
ご
指
導
で
、
「桂
林
学
叢
』
第
十
八
号
所
収
の
拙
稿

「末
法
下
種
の
三
証
」
の
論
題
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て

「末
法
下

種
思
想
形
成
の
三
証
」
と
す
べ
き
で
、
末
法
下
種
の
三
証
は
本
門
の
教
相
の
上
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

拙
稿
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
ま
さ
に

「末
法
下
種
思
想
形
成
の
三
証
」
を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
論
題
が
不
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
省

す
る
と
と
も
に
、
大
平
先
生
の
ご
指
導
に
対
し
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

本
稿
執
筆
の
最
中
、
恩
師
浅
井
園
道
先
生
御
遷
化
の
訃
報
に
接
し
た
。
私
事
乍
ら
、
か
つ
て
立
正
大
学
在
学
中
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
先

生
か
ら
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
学
恩
を
戴
い
て
お
り
、本
稿
な
ど
も
先
生
の
御
著
を
座
右
に
措
き
つ
つ
成
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。数
々

の
想
い
出
を
胸
に
、
先
生
の
自
受
法
楽
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

本
門
八
品
上
行
所
伝
本
因
下
種
之
南
無
妙
法
蓮
華
経
　
稽
首
合
掌
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