
一
慈
覚
大
師
伝
」
に
よ
る
と
、
慈
覚
大
師
円
仁
（
七
九
四
’
八
六
四
）
が
仁
寿
元
年
（
八
五
一
）
に
五
台
山
の
念
仏
三
昧
の
法
を
比
叡
山

に
移
し
て
、
そ
れ
を
諸
の
弟
子
等
に
伝
授
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
多
く
の
学
者
は
こ
の
出
来
事
を
も
っ
て
、
比
叡
山
に
お
け
る
浄

土
教
の
始
ま
り
と
位
置
づ
け
て
き
た
。
円
仁
以
降
、
浄
土
教
は
次
第
に
延
暦
寺
の
僧
侶
の
あ
い
だ
に
広
ま
り
、
や
が
て
日
本
天
台
の
中
心

的
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
十
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
、
天
台
宗
の
教
学
体
系
に
基
づ
い
た
比
叡
山
独
自
の
浄
土
教
言
説
が
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
叡
山
浄
土
教
の
形
成
期
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
千
観
（
九
一
八
’
九
八
三
）
で
あ
る
。

扇
弥
陀
新
十
疑
」
の
著
者
で
あ
る
禅
玲
（
九
○
九
’
九
九
○
）
や
「
極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
」
の
作
者
と
さ
れ
る
良
源
（
九
二
一
’
九
八

五
）
な
ど
の
同
時
代
の
僧
侶
と
と
も
に
、
千
観
は
天
台
教
学
の
立
場
か
ら
浄
土
教
の
言
説
や
儀
礼
を
構
築
し
、
そ
の
普
及
に
努
め
た
。
本

稿
で
は
千
観
の
浄
土
思
想
を
、
そ
の
主
著
で
あ
る
「
十
願
発
心
記
」
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
そ
の
な
か
で
干

観
は
、
仏
果
を
得
る
た
め
に
は
発
心
し
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
末
世
の
凡
夫
に
は
高
度
な
菩
薩

行
は
期
待
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
凡
夫
は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
菩
薩
行
を
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る

千
観

Ｉ
『
十
願
発
心
記
』
に
お
け
る
菩
薩
行
の
構
造
を
中
心
に
Ｉ

は
じ
め
に

の
浄
土
思
想

ロ
バ
ー
ト
．
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
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多
く
の
平
安
時
代
の
僧
侶
と
同
様
に
、
千
観
の
生
涯
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
・
佐
藤
哲
英
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、

千
観
の
別
伝
は
一
つ
も
な
く
、
平
安
時
代
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
」
（
以
下
遍
楽
記
』
と
記
す
）
か
ら
江
戸
時
代
の
『
本
朝
高
僧
伝
」
に

①

至
る
十
四
種
の
伝
記
集
の
な
か
に
簡
単
な
伝
記
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
最
古
の
も
の
は
「
極
楽
記
」
所
収
の
千
観
伝
で

②

あ
る
。
慶
滋
保
胤
が
「
極
楽
記
」
を
著
し
た
の
は
永
観
元
年
（
九
八
三
）
か
ら
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
の
あ
い
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

③

こ
れ
は
千
観
が
入
寂
し
て
直
後
な
い
し
数
年
以
内
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
極
楽
記
』
の
千
観
伝
は
、
こ
の
僧
に
つ
い
て
知
る
う

え
で
大
切
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
伝
記
は
極
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
大
部
分
は
千
観
の

誕
生
や
臨
終
に
ま
つ
わ
る
霊
瑞
證
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
極
楽
記
」
の
記
述
は
、
当
時
の
人
々
が
如
何
に
千
観
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
た
か
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
貴
重
な
資
料
と
は
な
る
が
、
そ
の
生
涯
の
詳
細
を
知
る
た
め
に
は
、
や
や
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ

『
極
楽
記
」
に
は
千
観
の
俗
姓
は
橘
氏
で
あ
っ
た
と
簡
略
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
「
尊
卑
分
脈
」
に
は
千
側
の
父
は
相
模
守

の
橘
敏
貞
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
『
極
楽
記
」
に
は
、
そ
の
母
が
子
供
を
授
か
る
よ
う
に
観
音
に
祈
り
、
蓮
華
一
茎
を
得
る
夢
を
見

て
懐
妊
し
、
千
観
を
生
ん
だ
と
い
う
霊
瑞
證
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
後
に
千
観
は
園
城
寺
に
入
り
運
昭
の
弟
子
に
な
り
、
や
が
て
内
供
奉

十
禅
師
に
補
任
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
十
願
発
心
記
」
の
奥
書
き
に
は
「
時
に
応
和
二
年
仲
春
に
そ
の
意
を
略
述
し
、
こ
れ
を
後
輩
に
飴

④

す
。
日
本
国
天
台
の
沙
門
、
釈
千
観
、
摂
州
箕
面
山
観
音
院
に
お
い
て
こ
れ
を
記
す
」
と
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
応
和
二
年
（
九
六
二
）

に
は
箕
面
の
観
音
院
に
隠
遁
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
数
年
後
に
は
摂
津
の
金
龍
寺
に
移
り
住
み
、
そ
こ
で
入
滅
し
た
。

佐
藤
博
士
に
よ
る
と
、
諸
目
録
の
な
か
に
は
千
観
の
著
作
と
し
て
二
十
三
部
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
未
出

の
で
あ
る
。

ざ
る
を
得
な
い
ｃ

『
十
願
発
心
記
』
の
構
造

Z



千
観
は
『
十
願
発
心
記
」
の
述
意
の
最
初
の
問
答
の
な
か
で
、
天
台
教
学
の
基
本
的
立
場
を
継
承
し
、
一
切
衆
生
は
仏
性
を
有
し
、
悉

く
成
仏
す
る
と
明
確
に
論
じ
て
い
る
。

問
う
、
十
界
の
衆
生
は
稟
性
各
異
な
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
発
心
し
て
、
そ
の
仏
果
を
求
め
ん
や
。
［
十
界
衆
生
は
一
は
地
獄
界
、
３

５

版
の
も
の
で
、
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
六
部
に
過
ぎ
な
い
。
浄
土
教
関
係
の
主
な
著
作
と
し
て
『
十
願
発
心
記
」
と
「
阿
弥
陀

和
讃
」
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
極
楽
記
」
に
は
干
観
が
『
十
願
発
心
記
」
を
著
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、
「
十
願
を
発
し
て

⑥

群
生
を
導
け
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
十
願
」
と
は
『
十
願
発
心
記
」
の
な
か
に
見
ら
れ
る
十
願
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
『
極
楽
記
』
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
千
観
の
十
願
が
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う

に
『
十
願
発
心
記
』
の
奥
書
き
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
応
和
二
年
に
箕
面
の
観
音
院
で
書
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
千
観
は
五
十
巻
に

も
及
ぶ
『
法
華
三
宗
相
対
抄
」
も
著
わ
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
何
巻
は
散
失
し
、
約
三
十
巻
の
み
が
現
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
法
華
経
」
に
つ
い
て
の
天
台
・
三
論
・
法
相
の
三
種
の
注
釈
文
を
抄
出
相
対
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
未
だ
出
版
さ
れ
て
い

な
い
。
佐
藤
博
士
に
よ
れ
ば
第
四
巻
の
初
め
に
、
こ
の
巻
が
応
和
二
年
に
箕
面
の
観
音
院
で
記
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、
そ
の
成
立
は
『
十

⑦

願
発
心
記
」
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
ろ
う
。

次
に
『
十
願
発
心
記
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
は
㈲
述
意
、
口
釈
文
、
日
料
簡
の
三
つ
の
部
分
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

最
初
に
述
意
は
『
十
願
発
心
記
」
全
体
の
序
論
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
九
の
問
答
に
よ
り
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問

答
を
通
じ
て
、
千
観
は
仏
果
を
得
る
た
め
に
は
、
凡
夫
で
あ
っ
て
も
発
心
し
、
誓
願
を
立
て
て
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

と
力
説
し
て
い
る
。
次
の
釈
文
で
は
、
千
観
自
作
の
十
箇
条
よ
り
な
る
菩
薩
の
誓
願
（
十
願
）
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
自
ら
注
釈
を

施
し
て
い
る
。
最
後
に
料
簡
で
は
、
十
願
に
つ
い
て
問
答
を
設
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

『
十
願
発
心
記
』
と
菩
薩
の
発
心



答
う
、
十
界
は
異
な
り
と
錐
も
仏
性
こ
れ
一
な
り
。
一
切
衆
生
煩
悩
の
力
に
よ
り
て
、
し
ば
ら
く
、
生
死
に
輪
環
す
と
雌
も
、
仏

⑧

性
一
な
る
故
に
終
に
同
一
仏
界
に
帰
す
。
（
中
略
）
故
に
、
今
発
心
し
て
皆
仏
界
を
求
む
。

周
知
の
よ
う
に
、
天
台
教
学
で
は
法
界
を
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
の
十
界
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
十
界
の
衆
生
は
各
々
の
業
に
よ
っ
て
『
異
な
る
形
態
や
性
格
を
持
っ
て
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
同
一
に
仏
性

を
有
す
る
た
め
、
終
に
は
仏
界
に
帰
し
て
仏
果
を
得
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
仏
教
の
す
べ
て
の
宗
派
・
学
派
が
、
一
切
衆
生
の
成
仏
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
法
相
宗
で
は
三
乗
真
実
の
立
場
か
ら

五
姓
各
別
説
を
、
王
張
し
、
仏
果
に
至
る
こ
と
の
で
き
な
い
衆
生
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
法
相
宗
に
よ
る
と
衆
性
は
法
爾
と
し
て
（
つ
ま

り
先
天
的
に
）
菩
薩
定
姓
・
独
覚
定
姓
・
声
聞
定
姓
・
不
定
種
姓
・
無
姓
有
情
の
五
種
姓
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
（
『
十
願
発
心
記
」
の
な

か
で
干
観
は
、
五
種
姓
を
菩
薩
乗
・
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
・
不
定
乗
・
天
人
乗
と
表
現
し
て
い
る
。
）
こ
の
五
種
類
の
衆
生
の
な
か
、
菩
薩

定
姓
、
独
覚
定
姓
、
声
聞
定
姓
の
衆
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
果
、
独
覚
果
、
声
聞
果
に
至
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
不
定
種
姓
は
仏
果
、

独
覚
果
、
声
聞
果
の
い
ず
れ
に
も
至
る
可
能
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
無
姓
有
情
（
一
閏
提
）
は
浬
藥
を
証
得
す
る
可
能
性
は
一
切

持
た
ず
、
永
遠
に
流
転
し
続
づ
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
相
の
五
姓
各
別
説
に
よ
る
と
、
菩
薩
定
姓
と
不
定
種
姓
の
一
部
の
衆

生
の
み
が
成
仏
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
法
相
宗
の
見
解
は
、
す
べ
て
の
衆
性
が
成
仏
す
る
と
説
く
天
台
宗
の
一
乗
思
想
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

千
観
は
天
台
宗
の
立
場
か
ら
五
姓
各
別
説
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
千
槻
に
よ
る
と
、
五
姓
格
別
説
は
『
琉
伽
論
」
な
ど
に
基
づ
い
て

い
る
が
、
『
玲
伽
論
』
は
方
等
部
に
属
す
諭
書
で
あ
り
、
仏
の
真
実
の
立
場
を
顕
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
天
台
宗
の
教
相
判
釈
で
は
、
釈

尊
が
説
い
た
経
典
を
、
そ
の
説
法
の
順
序
に
従
っ
て
華
厳
時
・
鹿
苑
時
・
方
等
時
・
般
若
時
・
法
華
浬
藥
時
に
配
列
し
て
い
る
が
、
最
初

界
一二

二
は
餓
鬼
界
、
三
は
畜
生
界
、
四
は
修
羅
界
、
五
は
人
界
、
六
は
天
界
、
七
は
声
聞
界
、
八
は
縁
覚
界
、
九
は
菩
薩
界
、
十
は
仏
４



大
乗
仏
教
で
は
仏
果
に
至
る
た
め
に
は
、
六
波
羅
蜜
（
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
）
を
中
心
と
し
た
菩
薩
行
を
修
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
菩
薩
行
は
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
発
心
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
が
、
菩
薩
は
発
心

す
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
成
仏
す
る
た
め
の
条
件
を
示
す
誓
願
を
立
て
る
。
こ
の
よ
う
に
発
心
し
誓
願
を
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
菩
薩
と
し

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

の
四
時
は
方
便
を
帯
び
た
教
え
で
あ
り
、
最
後
の
法
華
浬
梁
時
に
説
か
れ
た
『
法
華
経
」
に
至
っ
て
、
初
め
て
真
実
の
教
え
が
示
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
方
等
部
に
属
す
る
『
琉
伽
論
」
に
基
づ
く
五
姓
各
別
説
は
方
便
の
教
え
で
あ
っ
て
、
真
実
の
教
え
と
は

認
め
難
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
の
真
実
の
教
え
は
「
琉
伽
論
」
で
は
な
く
、
『
法
華
経
』
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
真
実
の
教
え
と
は
、

⑨

千
観
が
「
今
一
切
衆
生
皆
成
仏
道
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
法
花
浬
藥
の
真
実
大
乗
の
意
な
り
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
切

の
衆
生
が
成
仏
す
る
と
い
う
一
乗
の
教
え
に
他
な
ら
な
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
千
観
は
「
法
華
経
」
を
拠
り
所
と
し
た
天
台
宗
の
一
乗

思
想
に
基
づ
い
て
に
、
法
相
宗
の
五
姓
格
別
説
を
退
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
千
観
は
「
十
願
発
心
記
」
の
冒
頭
で
、
す
べ
て
の
衆
生
は
仏
性
を
有
し
、
皆
成
仏
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
次
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
衆
生
は
仏
性
を
有
す
る
た
め
、
な
に
も
せ
ず
に
成
仏
す
る
の
を
待
て
ば
よ
い
の
で
は
な

い
か
ｌ
つ
ま
り
発
心
や
修
行
が
な
く
て
も
成
仏
で
き
る
の
で
は
な
い
か
Ｉ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
千
観
は
、
衆
生
は
仏
性

を
有
す
る
が
、
成
仏
す
る
た
め
に
は
必
ず
発
心
し
て
修
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仏
性
と
発
心
修
行

と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

木
の
中
に
火
あ
れ
ど
も
、
縁
に
遇
わ
ざ
れ
ば
、
終
に
発
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
必
ず
鑓
犢
の
縁
を
待
ち
、
ま
さ
に
火
起
こ
る
を
得
る
。

衆
生
の
仏
性
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
本
来
こ
れ
あ
り
と
雌
も
、
必
ず
発
心
修
行
の
縁
に
遇
い
て
仏
種
ま
さ
に
起
る
。
故
に
『
法
華

⑩

経
」
に
い
わ
く
、
仏
種
は
縁
に
よ
り
て
起
る
、
こ
の
故
に
一
乗
を
説
く
、
と
。

つ
ま
り
発
心
修
行
の
縁
に
遇
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
ま
で
衆
生
の
な
か
に
先
天
的
に
潜
ん
で
い
た
仏
種
が
発
動
し
、
成
仏
へ
の
道
を
歩
み
始
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て
の
自
覚
を
持
ち
、
仏
果
に
向
か
っ
て
の
歩
み
を
続
づ
け
る
決
意
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
経
典
に
は
菩
薩
行
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
が
６

多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
菩
薩
が
自
己
の
悟
り
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
一
切
衆
生
の
解
脱
を
目
的
と
す
る
徹
底
し
た
利
他
行
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
天
台
教
学
で
も
菩
薩
の
利
他
行
を
重
視
し
、
仏
果
を
得
る
た
め
に
は
「
上
に
菩

⑪

提
を
求
め
る
」
と
と
も
に
、
「
下
に
衆
生
を
（
教
）
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
多
く
の
人
々
は
、
自
ら
は
底
下
の
凡
夫
で
あ
り
、
煩
悩
の
障
に
厚
く
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
発
心
し
て
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と

は
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
発
心
・
修
行
は
菩
薩
に
要
求
さ
れ
る
卓
越
し
た
志
し
と
深
い
精
神
性
を
身
に
付
け
た
者
に
は
可
能

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
凡
夫
に
は
菩
薩
行
に
踏
み
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
悲

⑫

観
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
千
観
は
「
た
だ
欲
界
の
人
中
の
み
、
そ
の
発
心
の
器
に
堪
え
た
り
」
と
説
い
て
、
こ
の
見
解
を
厳
し
く
批
判
し

⑬

て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
こ
の
時
も
し
発
心
せ
ず
ん
ぱ
、
さ
ら
に
ま
た
い
ず
れ
の
時
を
か
期
せ
ん
や
」
と
述
べ
、
こ
の
機
会
を
逃
せ

ば
、
い
つ
発
心
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
か
分
か
ら
な
い
か
ら
、
た
だ
ち
に
発
心
す
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
千
観
に
よ
る
と
、
釈
尊
や

過
去
の
無
量
の
諸
仏
も
、
か
っ
て
は
皆
凡
夫
で
あ
っ
た
。
し
か
し
釈
尊
や
諸
仏
は
発
心
し
て
仏
と
な
っ
た
が
、
自
分
は
発
心
す
る
こ
と
を

怠
っ
て
今
日
ま
で
生
死
に
流
転
し
続
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
熾
悔
の
念
を
告
白
し
た
千
観
は
最
後
に
「
も
し
惑
業
の
身
を
嫌
い
、
大

⑭

心
を
発
す
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
世
々
生
々
解
脱
を
期
し
難
し
。
悲
し
む
く
し
悲
し
む
べ
し
、
愚
の
中
の
愚
な
り
」
と
述
べ
、
惑
業
の
身
で

あ
っ
て
も
、
発
心
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
・

さ
ら
に
千
観
は
、
次
の
よ
う
な
在
家
信
者
の
疑
問
に
も
答
え
て
い
る
。

問
う
、
国
家
を
出
離
し
鬚
髪
を
剃
除
し
、
身
を
山
林
に
遁
が
れ
跡
を
煙
霞
に
暗
く
す
。
か
く
の
如
き
の
輩
、
ま
さ
に
こ
の
願
を
発
す

べ
し
。
も
し
白
衣
の
居
士
に
至
っ
て
は
、
王
事
こ
れ
を
勤
め
妻
子
こ
れ
を
営
む
。
菫
に
心
を
仏
果
に
帰
す
と
錐
も
、
未
だ
務
み
を
世

路
に
弛
た
ず
、
今
こ
の
身
を
も
っ
て
こ
の
願
を
発
さ
ば
、
所
言
と
所
行
と
あ
に
相
違
せ
ざ
ら
ん
や
。
す
な
わ
ち
三
宝
を
詐
り
無
間
を

唾

期
す
べ
し
。



こ
の
よ
う
な
見
解
に
千
観
は
、
在
家
で
あ
っ
て
も
出
家
者
と
同
様
に
発
心
し
て
菩
薩
行
を
修
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主

張
す
る
。
千
槻
に
よ
る
と
、
如
来
に
は
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
四
種
の
弟
子
が
い
る
が
、
前
の
二
は
出
家
の
弟
子
で
あ
っ

て
も
、
後
の
二
は
在
家
の
弟
子
で
あ
る
。
在
家
・
出
家
と
い
う
点
で
両
者
は
異
な
る
が
、
発
心
が
要
求
さ
れ
て
い
る
点
で
は
み
な
同
じ
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
菩
薩
行
に
踏
み
切
る
こ
と
に
薦
路
す
る
在
家
信
者
の
た
め
に
、
千
観
は
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。
発
心

す
る
心
に
は
小
乗
心
と
大
乗
心
の
二
種
が
あ
る
が
、
小
乗
心
を
起
こ
せ
ば
必
ず
出
家
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
「
も
し
大
乗
の
心
を
発
す

⑯

者
は
必
ず
し
も
出
家
せ
ず
、
大
悲
を
先
と
な
し
衆
生
を
化
す
が
故
に
」
と
説
き
、
大
乗
の
教
え
に
帰
依
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
出
家
す

る
必
要
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
菩
薩
の
誓
願
を
立
て
た
と
し
て
も
、
と
う
て
い
在
家
の
身
で
は
そ
れ
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
見
解
に
た
い
し
て
、
千
観
は
「
誰
が
い
わ
ん
、
ま
た
必
ず
今
生
に
こ
の
願
を
遂
ぐ
べ
し
。
我
た
だ
相
催
し
て
先
ず
発
願
す
べ
し
。

⑰

今
生
に
必
ず
こ
れ
を
遂
ぐ
べ
し
と
は
い
わ
ず
」
と
説
明
し
、
菩
薩
の
誓
願
を
立
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
今
生
に
完
全
に
成
就
す
る
必
要

は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
「
現
身
に
こ
れ
（
Ⅱ
菩
薩
の
大
願
）
を
遂
げ
ず
と
雌
も
、
た
だ
立
願
の
力
に
よ
っ

⑱

て
遙
か
に
菩
提
の
因
を
結
」
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
今
発
心
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
心
を
発
す
の
人
は
、
身
口
意

⑲

の
中
に
諸
有
の
所
作
は
、
皆
こ
れ
菩
提
の
因
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
菩
薩
の
誓
願
は
未
来
世
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
菩
薩
行
の
厳
し
い
内
容
の
た
め
発
心
す
る
こ
と
に
跨
曙

す
る
も
の
も
い
る
。
つ
ま
り
、
必
要
が
あ
れ
ば
菩
薩
は
乞
は
れ
る
ま
ま
自
己
の
手
足
・
骨
髄
・
頭
目
・
国
域
・
妻
子
ま
で
も
施
さ
な
け
れ

⑳
⑳

ぱ
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
苦
行
を
無
量
百
千
億
劫
も
の
あ
い
だ
行
っ
て
、
始
め
て
菩
提
の
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

つ
ま
り
、
出
家
し
た
僧
尼
に
と
っ
て
発
心
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、

て
厳
し
い
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
誓
と
行
為
が
相
反
し
て
三
宝
を
詐
る
｝

こ
れ
が
問
い
の
内
容
で
あ
る
。

朝
廷
に
使
え
妻
子
を
持
つ
白
衣
の
居
士
に
と
っ
て
は
、
発
心
し

在
家
の
身
で
発
心
し
て
も
、
も
し
菩
薩
に
ふ
さ
わ
し
い
利
他
行

一
と
に
な
り
、
無
間
地
獄
に
落
ち
る
結
果
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、



の
よ
う
な
困
難
極
ま
る
行
を
修
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
彼
等
は
落
胆
す
る
。

こ
の
よ
う
な
態
度
に
た
い
し
て
、
千
観
は
強
い
口
調
で
反
論
す
る
。

あ
あ
い
ず
く
ん
ぞ
錯
ま
れ
る
か
な
。
た
と
い
菩
薩
の
苦
行
に
お
い
て
恐
怖
を
生
じ
て
、
そ
の
心
を
発
さ
ず
と
も
、
更
に
他
の
悪
業
力

に
よ
っ
て
、
三
悪
道
に
堕
せ
ば
、
無
辺
劫
の
中
に
極
大
の
苦
を
受
け
ん
。
（
中
略
）
菩
薩
の
苦
行
に
至
っ
て
は
、
一
た
び
身
命
を
捨

⑫

つ
る
の
時
、
万
億
劫
の
生
死
海
を
超
越
す
る
。

菩
薩
行
の
困
難
を
恐
れ
て
発
心
も
せ
ず
、
迷
い
の
生
活
を
続
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
悪
業
を
積
み
三
悪
道
に
堕
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
無
辺
劫
の
あ
い
だ
耐
え
難
い
苦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
菩
薩
が
身
命
を
捨
て
て
苦
行
を

行
え
ば
、
万
億
劫
の
生
死
海
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
真
に
苦
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
発
心
し
て
菩
薩
行
に
従
事
す

千
観
は
、
『
十
願
発
心
記
」
の
述
意
の
最
後
に
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
さ
に
今
、
日
景
頻
り
に
傾
き
て
年
光
空
し
く
移
ら
ん
。
一
生
半
か
ば
過
ぎ
遺
命
い
く
ば
く
な
ら
ず
。
仏
教
遇
い
難
く
人
身
希
有
な

り
。
も
し
空
し
く
こ
の
生
を
過
ぎ
ん
者
は
、
定
ん
で
後
悔
す
る
も
及
ぶ
べ
か
ら
ず
、
努
力
努
力
、
庶
わ
く
ば
時
を
失
す
る
こ
と
な
か

れ
。
そ
れ
出
家
は
こ
れ
先
哲
の
跡
、
し
か
る
に
人
多
く
堪
え
ず
．
陰
遁
は
ま
た
古
賢
の
風
、
遂
ぐ
る
者
猶
少
な
し
。
こ
の
発
願
に
至

⑳

り
て
は
誰
人
か
こ
れ
に
堪
え
ざ
ら
ん
や
。
発
願
の
大
意
略
し
て
こ
こ
に
あ
り
。

要
す
る
に
、
す
べ
て
の
人
が
出
家
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
在
家
の
人
で
も
発
心
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
出
家
で
も
在
家
で
も
、
仏
弟

子
で
あ
れ
ば
み
な
発
心
し
て
菩
薩
の
誓
願
を
起
こ
し
、
菩
薩
行
を
修
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

べ
き
で
あ
る
。

千
観
は
、
一

以
上
の
よ
う
に
千
観
は
、
流
転
を
超
え
る
た
め
に
は
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
み
な
発
心
し
て
誓
願
を
起
こ
し
、
菩
薩
行
に
努
め
な
け

菩
薩
行
と
浄
土
往
生
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れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
十
願
発
心
記
』
の
釈
文
の
な
か
で
、
自
作
の
十
願
を
示
し
て
、
菩
提
を
求
め
て
菩
薩
行

に
身
を
投
じ
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
千
観
は
「
菩
薩
み
な
二
種
の
大
願
あ
り
。
一
は
こ
れ
惣
願
、
い
わ
ゆ
る
四
弘
誓
願
・
五

大
願
な
り
。
二
は
こ
れ
別
願
、
い
わ
く
薬
師
如
来
の
十
二
願
、
弥
陀
如
来
の
四
十
八
大
願
の
ご
と
き
な
り
。
今
、
十
大
願
と
い
う
は
、
す
な

⑳

わ
ち
こ
れ
別
願
な
ら
く
の
み
」
と
述
べ
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
十
願
は
個
々
の
菩
薩
が
起
こ
す
別
願
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

そ
の
十
願
の
内
容
で
あ
る
が
、
一
言
で
い
う
と
、
そ
れ
は
菩
薩
行
を
確
実
に
行
う
た
め
に
、
ま
ず
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
に
往
生
し
、

往
生
の
後
に
速
や
か
に
娑
婆
世
界
に
も
ど
り
衆
生
済
度
の
実
践
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
い
が
提
示
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
菩
薩
と
は
大
悲
心
を
も
っ
て
衆
生
を
済
度
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
か
ら
、
常
に
三
界
内
に
生
し
て
苦
悩
す
る
衆
生
を
救

う
べ
き
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
三
界
を
超
え
た
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
千
観
は
天
台
智

顎
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
『
浄
土
十
疑
論
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
つ
ま
り
『
浄
土
十
疑
論
」
に
よ
る
と
、
菩
薩
に

は
二
種
あ
る
が
、
す
で
に
久
し
く
修
行
を
積
み
、
無
生
法
忍
を
得
た
菩
薩
は
三
界
に
生
し
て
自
在
に
衆
生
を
化
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
新
発
意
の
菩
薩
は
未
だ
無
生
法
忍
を
得
て
い
な
い
た
め
に
、
思
う
よ
う
に
衆
生
を
救
う
こ
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
千
観
は
新
た
に
発
心

し
た
凡
夫
（
Ⅱ
新
発
意
の
菩
薩
）
は
專
ら
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
、
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
無
生
法
忍
を
成
就
し
て
、
三
界
に
も
ど
っ
て

⑳

苦
悩
す
る
衆
生
を
済
度
し
、
広
く
仏
事
を
施
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
た
疑
問
と
し
て
、
宇
宙
に
は
無
数
の
仏
の
浄
土
が
存
在
す
る
が
、
な
ぜ
特
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
や
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
の
歴
史
の
な
か
で
常
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。
「
十

願
発
心
記
」
で
は
「
浄
土
十
疑
論
」
の
説
を
引
用
し
て
、
こ
の
疑
問
に
も
答
え
て
い
る
。

問
う
、
諸
仏
す
で
に
多
し
、
何
ぞ
必
ず
し
も
弥
陀
を
念
ぜ
ん
や
。

答
う
、
「
十
疑
」
の
中
に
決
し
て
い
わ
く
、
凡
夫
無
智
に
し
て
、
敢
え
て
自
ら
專
ら
仏
語
を
用
う
る
が
故
に
、
偏
え
に
弥
陀
を
念

ず
。
い
わ
ゆ
る
我
が
釈
尊
処
処
に
た
だ
勤
め
て
偏
え
に
弥
陀
を
念
じ
、
求
め
て
西
方
に
生
ぜ
し
む
。
ま
た
弥
陀
仏
に
別
に
四
十
八
の
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大
願
あ
っ
て
、
衆
生
を
接
引
し
た
ま
う
。
も
し
念
ず
る
こ
と
あ
れ
ば
機
感
相
応
し
て
、
決
定
し
て
生
す
る
こ
と
を
得
。
ま
た
弥
陀
仏

⑳

は
こ
の
世
界
の
衆
生
と
偏
え
に
因
縁
が
あ
る
が
故
に
。
云
云

こ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
「
浄
土
十
疑
論
」
に
は
、
㈲
釈
尊
が
種
々
の
経
典
で
衆
生
に
偏
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
よ
う
進
め
て
い
る
か
ら
、

口
阿
弥
陀
仏
に
は
四
十
八
の
大
願
が
あ
っ
て
、
衆
生
を
接
引
す
る
か
ら
、
日
阿
弥
陀
仏
は
偏
に
こ
の
娑
婆
世
界
と
深
い
因
縁
が
あ
る
か
ら
、

と
い
う
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
進
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
菩
薩
行
を
確
実
に
修
す
る
た
め
に
、
千
観
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
浄
土

往
生
を
誓
う
第
一
願
が
十
願
の
な
か
で
最
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
願
の
前
半
の
部
分
で
千
観
は
臨
終
の
時
に
阿
弥
陀

仏
の
来
迎
を
蒙
っ
て
、
上
品
の
蓮
台
に
乗
っ
で
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

第
一
の
願
に
い
わ
く
、
今
生
に
普
ね
く
一
代
の
教
を
捜
り
て
具
さ
に
如
来
権
実
の
道
を
知
り
、
念
々
に
漸
く
六
根
の
罪
垢
を
浄
め
、

⑳

現
身
に
必
ず
障
外
の
境
を
縁
じ
、
臨
終
の
時
身
心
安
楽
に
し
て
、
か
の
弥
陀
の
来
迎
を
蒙
っ
て
、
上
品
の
蓮
台
に
往
生
せ
ん
。

こ
こ
で
は
ま
ず
釈
尊
一
代
の
教
え
を
研
究
し
、
権
実
の
道
を
見
極
め
る
と
誓
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
千
観
が
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

行
は
教
よ
り
起
こ
り
、
証
は
行
よ
り
成
ず
る
た
め
、
菩
薩
の
大
行
事
を
起
そ
う
と
す
る
も
の
は
、
最
初
に
仏
教
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
知
る

⑳

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
「
十
願
発
心
記
』
で
は
、
天
台
の
四
教
・
五
時
の
教
判
を
詳
細
に
紹
介
さ
れ
、
天
台
教
学

の
立
場
か
ら
如
来
の
権
実
の
教
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
努
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
願
で
干
観
は
「
念
々
に
漸
く
六
根
の
罪
垢
を
浄
め
、
現
身
に
必
ず
障
外
の
境
を
縁
じ
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
六
根
の
清
浄

を
得
て
、
浄
土
（
Ⅱ
障
外
の
境
）
を
観
ず
る
こ
と
を
日
常
の
行
と
す
る
こ
と
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
行
法
は
天
台
の

法
華
繊
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
法
華
徴
法
は
「
観
普
賢
経
」
に
よ
り
大
成
さ
れ
た
行
法
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
智
顎
撰
の
『
法
華
三

昧
熾
儀
」
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
期
間
を
三
七
日
に
限
っ
て
、
六
根
よ
り
生
し
た
一
切
の
罪
悪
が
畢
寛
清
浄
に
な
る
よ
う

に
と
熾
悔
し
、
『
法
華
経
」
の
読
調
と
坐
禅
を
交
互
に
繰
り
返
し
、
そ
の
結
果
一
切
法
が
空
で
あ
り
、
罪
業
も
不
可
得
で
あ
る
こ
と
に
通
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千
観
の
行
法
は
、
こ
の
法
華
熾
法
を
応
用
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
方
法
は
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
詳

し
く
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
諸
仏
を
礼
拝
し
、
口
に
大
乗
経
典
を
称
し
、
実
相
を
観
察
す
る
こ
と
で
一
切
法
の
空
不
可

得
た
る
こ
と
に
通
達
す
る
こ
と
で
、
無
始
よ
り
の
悪
業
を
熾
悔
し
、
六
根
の
清
浄
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
の
諸
相

を
観
想
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
を
通
じ
て
、
臨
終
の
時
に
心
身
安
楽
を
得
て
、
阿
弥
陀
仏

の
来
迎
を
蒙
っ
て
、
上
品
の
位
で
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
と
千
観
は
述
べ
て
い
る
。

千
観
は
臨
終
時
に
心
の
安
楽
を
得
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
臨
終
の
時
、
人
に
は
い
境
界
愛
、
口
自
躰
愛
、
日
当
生

愛
と
い
う
三
種
の
愛
が
必
ず
起
る
た
め
身
心
の
安
楽
を
得
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
最
初
の
境
界
愛
と
は
、
病
気
な
ど
で
必
ず
死

に
至
る
と
い
う
兆
し
が
現
わ
れ
た
と
き
に
起
こ
る
愛
着
の
念
で
、
妻
子
・
春
属
・
屋
宅
な
ど
に
対
す
る
深
い
執
着
心
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
境
界
愛
よ
り
さ
ら
に
深
い
の
は
次
の
自
躰
愛
で
あ
る
。
命
が
終
わ
ら
ん
と
す
る
と
き
、
先
の
妻
子
な
ど
に
対
す
る
愛
着
は
消
え
去
る

が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
身
体
や
生
命
に
た
い
す
る
深
い
愛
着
が
沸
き
上
が
る
。
こ
れ
が
自
躰
愛
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
当
生
愛
と
は
、

ま
さ
に
死
ぬ
瞬
間
に
起
こ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
有
（
来
世
に
お
け
る
生
）
に
た
い
す
る
執
着
で
あ
り
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
愛

着
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
愛
に
動
揺
し
て
、
臨
終
の
人
々
は
身
心
の
安
楽
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
念
仏
に
専
念
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
も
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
常
に
諸
法
の
無
常
を
観
じ
、
自
身
の
過
患
を
厭
い
念
仏
に
励
む
人
々
は
、
臨
終
の
と
き
こ
の
三
種
の
愛
を

達
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
行
法
が
成
就
す
れ
ば
、
六
牙
の
象
に
乗
っ
た
普
賢
菩
薩
な
ら
び
に
十
方
の
諸
仏
が
現
前
す
る
と
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
千
観
は
「
十
願
発
心
記
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
簡
略
に
要
約
し
て
い
る
。

霊
日
賢
観
経
」
に
准
ず
る
に
、
昼
夜
六
時
に
そ
の
三
業
を
励
げ
ま
し
、
身
に
諸
仏
を
礼
し
、
口
に
大
乗
を
転
じ
、
意
に
実
相
を
思
う
。

か
く
の
ご
と
く
心
を
大
乗
に
繋
け
て
、
一
七
日
よ
り
三
七
日
乃
至
七
七
日
に
至
る
、
乃
至
一
生
二
生
三
生
、
一
心
に
六
根
の
戯
法
を

修
行
し
て
、
こ
の
時
罪
垢
漸
く
除
こ
り
、
六
根
を
自
ら
浄
め
、
眼
に
漸
く
障
外
の
色
を
見
る
。
耳
に
漸
く
障
外
の
声
を
聞
く
、
乃
至

⑳

意
に
漸
く
障
外
の
法
を
知
る
。

干
観
の
行
法
は
、
こ
の
法
華
幟
法
主
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起
こ
さ
ず
、
し
ず
か
に
念
仏
を
行
い
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
尋
常
の
時
に
す
で
に
発
心
し
て
菩
薩
の
誓

願
を
立
て
て
い
る
者
は
、
愛
欲
が
深
重
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
誓
願
の
力
に
よ
っ
て
臨
終
に
三
愛
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

⑳

深
い
執
着
の
心
の
衆
生
も
臨
終
の
念
仏
に
よ
っ
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
い
る
と
千
観
は
付
け
加
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
千
観
は
、
第
一
願
の
前
半
で
臨
終
に
上
品
の
蓮
台
に
乗
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
が
、
こ
の
願
の
後

半
で
は
、
自
分
だ
け
が
浄
士
に
往
生
す
る
の
で
は
な
く
、
一
切
の
衆
生
も
同
じ
く
往
生
で
き
る
よ
う
に
手
助
け
を
す
る
と
も
宣
言
し
て
い

る
。
つ
ま
り
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
、
す
べ
て
の
衆
生
が
自
分
と
共
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
よ
う
努
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は

極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
千
観
は
そ
れ
を
第
一
願
の
後
半
で
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

あ
に
た
だ
我
れ
一
人
こ
の
事
あ
ら
ん
や
。
普
ね
く
法
界
の
一
切
衆
生
の
命
終
の
時
に
臨
み
、
七
日
以
前
に
預
め
時
至
る
こ
と
を
知
り

て
、
心
に
顛
倒
を
離
れ
、
心
は
正
念
に
住
し
て
善
知
識
の
教
に
遇
い
、
十
念
を
称
し
て
身
心
に
諸
の
苦
痛
な
く
、
同
じ
く
弥
陀
の
浄

こ
こ
で
は
法
界
の
す
べ
て
の
衆
生
が
臨
終
に
い
た
る
と
き
、
そ
の
死
の
時
刻
を
あ
ら
か
し
め
知
ら
せ
る
と
誓
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の
よ

う
に
誓
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
死
に
臨
む
人
が
必
ず
善
知
識
に
遇
い
、
十
念
を
称
し
て
浄
土
に
往
生
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
で

あ
る
。
こ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
」
の
下
品
下
生
の
教
説
に
基
づ
い
た
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
十
願
発
心
記
」
に
は
九
品
往
生

の
文
が
（
多
少
の
省
略
な
ど
が
あ
る
が
）
詳
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
下
品
下
生
の
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

或
い
は
衆
生
あ
っ
て
不
善
の
業
、
五
逆
十
悪
を
作
り
、
諸
の
不
善
を
具
す
。
こ
の
人
臨
終
に
善
知
識
に
遇
う
。
種
々
に
安
慰
し
て
た

め
に
妙
法
を
説
き
、
教
え
て
念
仏
せ
し
む
。
か
の
人
苦
に
逼
め
ら
れ
て
念
仏
す
る
能
わ
ず
。
善
友
告
げ
て
い
わ
く
、
汝
も
し
念
ず
る

こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
ま
さ
に
無
量
寿
仏
を
称
す
べ
し
。
か
く
の
如
く
至
心
に
声
を
し
て
絶
え
さ
ら
し
む
、
十
念
を
具
足
し
て
南
元
阿

弥
陀
仏
を
称
す
べ
し
。
仏
の
名
を
称
う
る
が
故
に
、
念
々
の
中
に
お
い
て
八
十
億
劫
生
死
の
罪
を
除
き
、
命
終
の
後
、
金
蓮
華
の
猶

し
日
輪
の
ご
と
く
し
て
、
そ
の
人
の
前
に
住
す
る
を
見
る
。
一
念
の
頃
の
ご
と
く
、
す
な
わ
ち
蓮
華
の
中
に
往
生
を
得
。
（
以
下
省

③

士
に
生
ぜ
し
め
ん
。
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以
上
の
よ
う
に
干
観
は
第
一
願
で
、
一
切
の
衆
生
と
と
も
に
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
し
か
し
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と

が
最
終
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
菩
薩
行
の
第
一
歩
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
千
観
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
浄
土

往
生
は
菩
薩
行
を
自
在
に
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
残
り
の
九
願
の
な
か
で
、
往
生
後
の
行
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
第
二
願
の
な
か
で
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
速
か
に
娑
婆
世
界
に
も
ど
り
、
有
縁
の
衆
生
を
済
度
し
て
、
慈
尊
（
弥
勒
菩
薩
）
が

世
に
出
る
ま
で
仏
法
を
護
持
し
て
、
さ
ら
に
弥
勒
説
法
を
聞
き
、
菩
提
を
記
を
得
て
成
仏
す
る
と
誓
っ
て
い
る
。

第
二
願
に
い
わ
く
、
願
わ
く
は
我
れ
浄
土
に
往
生
の
後
、
速
か
に
娑
婆
に
還
り
て
本
願
力
を
も
っ
て
、
先
ず
有
縁
の
衆
生
を
度
し
、

弘
む
る
に
釈
尊
の
遺
法
を
も
っ
て
し
、
ま
さ
に
慈
尊
の
出
世
に
継
ぎ
、
彼
の
初
会
の
中
に
お
い
て
最
初
に
菩
提
の
記
を
受
け
ん
。
あ

に
た
だ
こ
の
一
期
の
事
の
み
な
ら
ん
や
。
惣
じ
て
釈
尊
、
十
方
世
界
成
仏
の
処
処
に
未
来
際
を
尽
く
し
、
法
界
際
を
窮
め
皆
そ
の
教

⑬

法
を
弘
め
、
後
仏
の
出
世
に
継
が
し
め
ん
。

こ
の
よ
う
に
㈲
往
生
後
に
速
か
に
娑
婆
世
界
に
も
ど
り
、
有
縁
の
衆
生
を
済
度
す
る
こ
と
と
、
口
五
十
六
億
七
千
万
年
後
の
遠
い
未
来
に

こ
の
よ
う
に
「
観
経
」
で
は
五
逆
十
悪
の
衆
生
さ
え
も
、
臨
終
に
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
す
れ
ば
往
生
を
遂
げ
る
と
約
束

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
約
束
を
実
現
す
る
の
た
め
に
、
干
観
は
こ
の
願
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
涯
を
通
じ
て
悪
業
を
行
っ

て
き
た
衆
生
が
、
臨
終
時
に
自
発
的
に
念
仏
を
称
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
千
観
は
、
す
べ
て
の
衆
生
が
死
の
時
刻
を
知
り
、

そ
の
自
覚
を
も
っ
て
善
知
識
に
教
え
を
求
め
、
そ
の
指
導
に
し
た
が
い
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
と
誓
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
観
経
」
で
説
か
れ
る
臨
終
の
救
済
を
一
切
衆
生
の
上
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
、
菩
薩
の
利
他
行
で
あ
る
と
千
観
は

確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

略⑳
、一

浄
土
に
お
け
る
菩
薩
の
利
他
行
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弥
勒
菩
薩
が
出
現
す
る
ま
で
、
釈
尊
の
遺
法
を
護
持
こ
と
と
、
日
同
様
に
十
方
世
界
で
教
法
を
弘
め
、
仏
が
出
世
す
る
ま
で
仏
法
を
護
る

こ
と
な
ど
が
、
こ
の
第
二
願
の
中
心
的
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
往
生
後
に
娑
婆
世
界
に
も
ど
り
、
生
前
特
に
深
い
因
縁
を
持
っ
た

衆
生
を
済
度
す
る
こ
と
は
、
第
八
願
に
誓
わ
れ
て
い
る
。

第
八
願
に
い
わ
く
、
我
れ
無
始
生
死
よ
り
こ
の
か
た
、
乃
至
菩
提
道
場
ま
で
父
母
・
六
親
・
朋
友
ｂ
知
識
・
奴
脾
・
僕
従
・
惣
じ
て

我
が
経
歴
し
来
る
と
こ
ろ
の
十
方
世
界
の
一
切
衆
生
は
、
も
し
我
が
名
を
聞
き
、
我
が
身
を
見
、
我
を
讃
め
、
我
を
穀
る
。
凡
そ
か

の
見
聞
触
知
の
一
切
衆
生
、
我
れ
み
な
抜
済
し
引
接
し
て
、
尽
く
我
が
成
仏
の
国
に
生
ぜ
し
め
ん
。
そ
の
引
誓
の
本
願
、
浄
土
の
荘

⑳

厳
、
み
な
、
弥
陀
の
極
楽
世
界
の
ご
と
く
な
ら
ん
。

こ
の
よ
う
に
千
観
は
す
べ
て
の
有
縁
の
衆
生
を
抜
済
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
し
か
し
千
観
の
利
他
の
願
は
、
有
縁
の
衆
生
に
限

ら
れ
ず
、
一
切
衆
生
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
九
願
に
は
十
方
衆
生
の
不
請
の
友
と
な
り
解
脱
へ
と
導
く

⑮

こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
同
様
に
第
十
願
で
も
「
凡
そ
尽
虚
空
法
界
の
一
切
の
有
情
、
我
れ
み
な
そ
の
身
を
離
れ
ず
、
（
中
略
）
常
に
如

来
の
教
を
も
っ
て
、
そ
の
心
を
引
導
し
漸
く
も
っ
て
遂
い
に
一
乗
の
道
を
究
寛
せ
し
め
ん
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
続
づ
い
て
「
も
し
衆
生
界
、

⑳

尽
き
ず
ん
ば
我
ま
た
正
覚
を
取
ら
ず
。
大
悲
閏
提
、
観
世
音
の
ご
と
く
な
ら
ん
」
と
結
ん
で
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
大
悲
閏
提
と
は
、

『
榴
伽
経
』
な
ど
に
説
か
れ
る
菩
薩
の
一
種
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
切
衆
生
が
浬
藥
す
る
ま
で
滅
度
を
取
ら
な
い
と
誓
い
、
衆
生
が
無
量

で
す
べ
て
浬
藥
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
自
ら
も
つ
い
に
浬
藥
す
る
こ
と
の
な
い
菩
薩
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
千
観
は
大
悲
閏
提
や
観

世
音
菩
薩
の
よ
う
に
正
覚
を
取
ら
ず
、
永
遠
に
衆
生
済
度
の
た
め
に
働
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
願
か
ら
第
七
願
ま
で
の
願
の
な
か
で
、
千
観
は
法
界
の
衆
生
を
済
度
す
る
方
法
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
第
四
願
で
は
十
方
世

界
の
諸
仏
の
滅
後
に
、
そ
の
国
に
行
っ
て
仏
法
が
減
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
述
べ
、
第
五
願
で
は
十
方
恒
沙
の
無
仏
の
世
界
に
往
き
て
、

⑰

「
仏
教
の
灯
を
か
か
げ
て
、
愚
暗
の
衆
生
を
照
ら
し
、
邪
見
の
荊
を
抜
い
て
正
見
の
中
に
入
ら
し
め
ん
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第

六
願
と
第
七
願
で
は
、
十
方
世
界
の
衆
生
が
現
に
受
け
て
い
る
諸
苦
を
除
く
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
第
六
願
で
は
「
十
方
世
界
の
三
災
劫
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の
中
に
我
能
く
そ
の
中
に
往
き
て
、
長
者
の
身
を
も
っ
て
、
そ
の
飢
渇
の
苦
を
救
い
、
大
医
王
身
を
現
じ
て
、
そ
の
疫
疾
の
苦
を
療
し
、

⑬

慈
悲
根
の
力
を
も
っ
て
、
刀
兵
の
愼
を
除
か
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
三
災
と
は
刀
・
疫
・
飢
（
戦
争
・
疫
病
・
飢
鐘
）
の
災

害
の
こ
と
で
あ
る
が
、
千
観
は
こ
の
三
種
の
災
害
に
遭
遇
し
て
い
る
世
界
に
ゆ
き
、
そ
れ
ら
の
世
界
で
苦
悩
す
る
衆
生
を
救
済
す
る
と
誓

っ
て
い
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
衆
生
が
飢
餓
で
苦
し
ん
で
い
る
世
界
に
は
大
富
豪
と
し
て
現
わ
れ
人
々
を
飢
え
か
ら
救
い
、
疫
病
で
苦

し
ん
で
い
る
世
界
に
は
名
医
と
し
て
現
わ
れ
病
気
か
ら
救
い
、
ま
た
戦
争
で
苦
し
ん
で
い
る
世
界
で
は
慈
悲
を
説
き
、
兵
隊
の
怒
り
と
僧

⑲

し
み
を
静
め
、
平
和
を
も
た
ら
す
と
約
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
「
凡
そ
そ
れ
弘
誓
の
本
願
は
、
薬
師
如
来
の
ご
と
く
な
ら
ん
」

と
誓
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
七
噸
で
は
「
十
方
世
界
の
三
悪
道
の
中
、
我
れ
よ
く
そ
の
中
に
往
き
て
、
大
悲
力
を
も
っ
て
、
諸
の
衆
生
に

⑩

代
り
て
種
々
の
苦
を
受
け
、
神
通
力
を
も
っ
て
、
よ
く
か
の
種
々
の
苦
を
救
い
、
智
恵
の
力
を
も
っ
て
、
皆
一
乗
に
入
ら
し
め
ん
」
と
宣

言
し
、
続
づ
い
て
三
悪
道
の
衆
生
の
み
な
ら
ず
人
・
天
・
三
乗
の
苦
も
救
う
と
も
述
べ
、
最
後
に
は
「
大
悲
の
威
神
惣
し
て
地
蔵
尊
に
同

⑪

じ
か
ら
ん
」
と
結
ん
で
い
る
。

『
十
願
発
心
記
」
の
最
後
に
、
干
観
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

我
れ
今
こ
の
十
願
を
立
て
、
遙
か
に
菩
提
の
因
を
結
ぶ
。
も
し
命
終
に
臨
ま
ば
、
こ
の
願
文
を
も
っ
て
、
右
の
掌
に
握
り
て
そ
の
命

を
終
わ
る
べ
し
。
願
わ
く
ば
命
終
の
後
、
順
次
の
生
の
中
に
こ
の
誓
願
の
害
変
じ
て
如
意
珠
と
な
り
て
、
生
々
世
々
在
々
処
々
、
我

が
右
の
掌
中
に
常
に
こ
の
宝
珠
あ
ら
ん
。
こ
の
宝
珠
の
力
に
よ
り
て
、
普
く
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
よ
く
無
辺
種
々
の
仏
事
を
作
し
、

も
し
貧
乏
の
者
の
た
め
、
楽
い
に
随
い
て
種
々
の
宝
を
雨
ふ
ら
し
、
も
し
病
患
の
者
の
た
め
に
は
病
に
随
っ
て
、
ま
さ
に
種
々
の
薬

を
出
だ
し
、
も
し
は
短
命
の
者
、
も
し
は
根
欠
の
者
、
も
し
は
盲
聾
の
者
、
も
し
は
痔
痙
の
者
、
も
し
は
心
狂
の
者
、
も
し
は
負
欲

の
者
、
も
し
は
鎭
圭
の
者
、
も
し
は
邪
見
の
者
、
凡
そ
か
の
身
心
の
一
切
の
憂
患
は
、
こ
の
妙
薬
に
触
れ
て
、
こ
れ
を
療
治
せ
ず
と

‘-ト

ホ向

論
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い
う
こ
と
な
か
ら
ん
。
先
ず
そ
の
世
間
の
苦
を
除
き
、
然
し
て
後
に
ま
さ
に
出
世
の
心
を
発
し
て
、
か
の
根
機
任
た
る
所
の
力
に
随

っ
て
、
三
乗
の
道
よ
り
一
切
智
地
に
至
ら
ん
。
あ
に
た
だ
こ
の
利
益
の
み
あ
ら
ん
や
。
ま
た
こ
の
宝
珠
つ
ね
に
種
々
の
色
光
を
放
ち

て
、
普
く
元
辺
の
仏
刹
を
照
ら
し
、
衆
生
の
こ
の
光
り
に
触
る
る
も
の
、
利
益
を
得
ん
こ
と
ま
た
前
の
ご
と
く
な
ら
ん
。
ま
た
光
り

の
中
に
声
あ
り
て
、
常
に
我
れ
こ
の
十
願
の
文
を
説
か
ん
。
衆
生
は
こ
の
声
を
聞
か
ん
も
の
は
、
利
益
を
得
ん
こ
と
前
の
ご
と
し
。

ま
た
宝
珠
の
中
よ
り
常
に
微
妙
の
香
を
出
だ
さ
ん
。
牛
頭
栴
檀
も
こ
れ
に
比
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
衆
生
の
こ
の
香
を
聞
ぐ
も
の
利
益

を
得
ん
こ
と
ま
た
前
の
ご
と
し
。
我
れ
こ
の
如
意
宝
珠
を
も
っ
て
、
そ
れ
よ
く
か
く
の
ご
と
く
普
く
無
辺
の
仏
刹
の
中
に
お
い
て
、

、

常
に
六
塵
に
触
れ
て
諸
仏
の
事
を
作
さ
ん
。

こ
こ
で
千
観
は
、
こ
の
十
噸
を
記
し
た
文
を
右
手
に
握
っ
て
臨
終
を
迎
え
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
臨
終
後
に
は
そ
の
十
願
を
書
い
た
文
書

が
す
べ
て
の
願
い
を
満
た
す
如
意
珠
に
変
化
し
て
、
生
々
世
々
在
々
処
々
常
に
千
観
の
掌
中
に
あ
り
、
一
切
衆
生
の
苦
を
除
き
仏
事
を
な

す
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
如
意
珠
か
ら
は
光
り
・
声
・
香
が
放
た
れ
、
そ
れ
ら
も
衆
生
を
利
益
す
る
で
あ
ろ
う
と
説

か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
干
観
は
十
願
の
願
文
が
如
意
珠
と
変
化
し
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
菩
薩
の
利
他
行
を
行
う
と
誓
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
衆
生
済
度
の
願
い
が
、
如
意
珠
と
い
う
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
自
在
に
働
く
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
千
観
は
『
十
願
発
心
記
』
の
な
か
で
自
作
の
十
願
を
示
し
、
菩
薩
行
を
修
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内

容
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
浄
土
に
往
生
し
、
十
方
世
界
の
衆
生
の
苦
悩
を
除
く
た
め
の
菩
薩
の
利
他
行
を
行
い
、
仏
果
を
獲
得

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
叡
山
浄
土
教
の
初
期
の
時
代
に
は
、
徐
々
に
天
台
教
学
に
基
づ
い
た
浄
土
教
言
説
が
構
築
さ
れ
、

九
八
五
年
に
は
源
信
の
「
往
生
要
集
」
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
千
観
は
自
ら
も
浄
土
往
生
の
願
を
作
成
し
、

他
に
も
浄
土
の
教
え
に
帰
依
す
る
よ
う
進
め
、
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

①注

千
観
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
は
佐
藤
哲
英
、
「
千
観
内
供
の
研
究
」
（
『
宗
学
院
論
輯
』
第
十
巻
、
昭
和
十
四
年
、
一
’
六
五
頁
）
に
よ
っ
た
。
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③
『
極
楽
記
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
編
「
往
生
伝
・
法
華
験
記
」
、
七
一
二
頁
参
照
。

④
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
（
百
華
苑
、
一
九
七
九
）
、
資
料
編
、
二
二
○
ｂ
頁
。

⑤
干
観
の
著
作
に
つ
い
て
は
佐
藤
哲
英
、
「
千
観
内
供
の
研
究
」
、
三
○
’
六
一
参
照
。

⑥
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
編
、
「
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
、
二
九
頁
。

⑦
佐
藤
哲
英
、
「
千
観
内
供
の
研
究
」
、
三
三
’
六
頁
。

⑧
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
一
八
九
ａ
頁
。

⑨
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
八
九
ｂ
頁
。

⑩
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
○
ａ
頁
。

⑪
「
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」
と
い
う
表
現
は
、
た
と
え
ば
「
往
生
要
集
」
含
大
正
蔵
経
』
八
四
巻
四
八
Ｃ
頁
）
に
あ
る
が
、
そ
の
原
形
は
霞
訶

止
観
』
（
「
大
正
蔵
経
』
四
六
巻
六
ａ
頁
）
に
見
ら
れ
る
。

⑫
佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
一
ａ
頁
。

⑬
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
一
ｂ
頁
。

⑭
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
九
一
ｂ
頁
。

⑮
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
一
九
一
ｂ
’
一
九
二
ａ
頁
。

⑯
佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
二
ａ
頁
。

⑰
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
九
二
ｂ
頁
。

⑱
佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
九
四
ｂ
頁
。

⑲
佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
三
ａ
頁
。

⑳
こ
の
一
節
は
『
法
華
経
」
の
提
婆
達
多
品
の
次
の
文
に
依
っ
て
い
る
。
「
我
れ
過
去
無
量
劫
の
な
か
に
お
い
て
、
法
華
経
を
求
め
し
に
僻
倦
あ
る

こ
と
な
し
。
（
中
略
）
六
波
羅
蜜
を
満
足
せ
ん
と
欲
す
る
た
め
、
布
施
を
勤
行
せ
し
に
、
像
馬
七
珍
、
国
城
妻
子
、
奴
岬
僕
従
、
頭
目
髄
脳
、
身
肉

手
足
を
熔
惜
す
る
こ
と
な
く
、
躯
命
を
惜
ま
ざ
り
き
・
」
『
大
正
蔵
経
」
九
巻
三
四
ｂ
頁
参
照
。

②
「
極
楽
記
』
の
千
観
信

頁
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

の
千
観
伝
は
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
編
「
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
（
日
本
思
想
体
系
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）
二
九
’
三
○
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⑫⑪⑳⑲⑬⑳⑳⑮⑭⑬⑫④⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳、

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
三
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
九
三
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
四
ｂ
’
一
九
五
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
五
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
二
一
四
ａ
ｌ
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
二
○
五
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
五
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
五
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
九
八
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
八
ｂ
’
一
九
九
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
九
五
ａ
ｌ
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
二
○
二
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
二
○
七
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
二
一
二
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
二
一
二
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
二
二
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
二
一
○
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
二
一
○
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
二
○
ｂ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
一
二
一
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
、
資
料
編
、
二
二
ａ
頁
。

佐
藤
哲
英
、
「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
、
資
料
編
、
一
二
九
ｂ
’
二
二
○
ａ
頁
〔
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