
天
台
教
学
と
華
厳
教
学
と
は
、
階
唐
時
代
に
開
花
し
た
仏
教
の
精
華
と
し
て
古
来
よ
り
絶
賛
を
博
し
て
い
る
。
中
国
仏
教
を
代
表
す
る

両
教
学
の
大
成
者
が
天
台
大
師
智
頷
（
五
三
八
’
五
九
七
）
と
賢
首
大
師
法
蔵
（
六
四
三
’
七
一
二
）
と
で
あ
る
。
智
顎
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ

た
天
台
教
学
は
『
法
華
経
」
を
宗
義
の
中
核
に
す
え
て
教
観
双
備
の
仏
教
を
繰
り
広
げ
て
精
彩
を
放
ち
、
一
方
で
法
蔵
の
華
厳
教
学
は

『
華
厳
経
」
に
基
づ
き
つ
つ
新
訳
仏
教
の
思
想
を
摂
取
し
理
論
の
精
綴
さ
に
お
い
て
異
彩
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
師
の
教
学

は
中
国
仏
教
史
上
に
不
動
の
地
位
を
占
め
、
そ
の
後
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
展
開
に
は
か
り
知
れ
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
仏
教

思
想
史
の
解
明
を
志
す
学
徒
は
、
誰
し
も
智
顎
と
法
蔵
の
思
想
に
多
大
の
関
心
を
寄
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
智
頻
と
法
蔵
に
つ
い
て
研
究
す

る
場
合
に
往
々
に
し
て
両
師
の
個
性
や
宗
義
の
相
違
に
の
み
目
が
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
共

に
中
国
仏
教
の
伝
統
の
中
で
常
に
一
乗
仏
教
の
完
成
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
共
通
の
場
が
用
意
さ

れ
な
い
と
き
は
、
た
と
え
中
国
仏
教
を
代
表
す
る
最
高
の
思
想
家
で
あ
る
智
頻
と
法
蔵
に
つ
い
て
研
究
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
宗

義
の
考
察
に
止
ま
り
、
つ
い
に
仏
教
思
想
史
の
解
明
に
は
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
論
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
の
事
蹟
に
見

智
顎
と
法
蔵

ｌ
そ
の
伝
記
に
み
ら
れ
る
異
質
性
Ｉ

は
じ
め
に

木

村

宣
彰
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ら
れ
る
差
異
に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
イ
ン
ド
に
興
起
し
た
仏
教
を
受
け
容
れ
な
が
ら
中
国
と
い
う
歴
史
的
風
土
の
中
で

「
い
か
に
し
て
万
人
が
等
し
く
仏
と
成
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
両
師
に
共
通
す
る
課
題
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
そ
の
課
題
を
ど

の
よ
う
に
達
成
し
た
の
か
を
解
明
し
た
い
と
い
う
目
標
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
拙
論
は
中
国
仏
教
に
お
い
て
智
顎
や
法
蔵

が
如
何
に
し
て
一
乗
仏
教
を
大
成
あ
る
い
は
完
成
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
予
備
的
な
考
察
で
あ
る
。

智
頴
と
法
蔵
を
併
せ
検
討
す
る
こ
と
は
仏
教
思
想
史
の
研
究
に
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
、
こ
の
両
師
を
同
時
に
論
じ

た
論
考
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
れ
に
は
種
々
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、
要
は
偉
大
な
仏
教
者
の
深
淵
な
思
想
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と

が
容
易
で
な
く
模
象
に
堕
す
こ
と
を
畏
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
敢
え
て
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
所
以
は
、
先
に
法
蔵

の
『
大
乗
起
信
論
義
記
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
際
に
、
智
顔
と
法
蔵
の
間
に
は
仏
教
者
と
し
て
共
通
す
る
課
題
を
保
有
し
な
が
ら
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
時
代
に
異
な
る
思
想
状
況
下
で
独
自
の
仏
教
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
関
心
を
も
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

①い
○

中
国
仏
教
史
の
基
本
資
料
と
し
て
梁
の
慧
皎
・
唐
の
道
宣
・
未
の
賛
寧
ら
に
よ
っ
て
編
蟇
さ
れ
た
各
時
代
の
「
高
僧
伝
」
が
現
存
す
る
。

智
顎
の
伝
記
は
道
宣
の
撰
に
な
る
『
続
高
僧
伝
』
（
巻
十
七
）
の
「
習
禅
篇
」
に
「
階
国
師
智
者
天
台
山
国
清
寺
釈
智
頷
伝
」
と
称
し
て

立
伝
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
法
蔵
の
伝
記
に
つ
い
て
は
賛
寧
の
『
宋
高
僧
伝
」
（
巻
五
）
の
「
義
解
篇
」
に
甚
だ
簡
略
で
は
あ
る
が
「
周
洛

京
仏
授
記
寺
法
蔵
伝
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
伝
記
と
は
別
に
一
宗
の
祖
師
で
あ
る
智
顎
や
法
蔵
に
は
い
わ
ゆ
る
「
別

、

伝
」
が
現
存
す
る
。

智
頻
の
場
合
に
は
、
そ
の
法
灯
を
継
承
し
た
灌
頂
を
は
じ
め
法
論
・
智
果
・
法
琳
な
ど
多
く
の
門
弟
が
各
々
師
の
「
別
伝
」
を
撰
述
し

て
い
る
。
『
国
情
百
録
』
の
序
に
よ
れ
ば
、
智
顎
の
別
伝
と
し
て
門
弟
の
渚
宮
法
論
・
会
稽
智
果
・
国
情
灌
頂
の
三
人
の
筆
に
な
る
「
三

一
『
智
者
大
師
別
伝
』
と
『
法
蔵
和
尚
伝
』

２



華
厳
宗
の
大
成
者
で
あ
る
法
蔵
に
は
ど
の
よ
う
な
伝
記
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
賛
寧
は
『
宋
高
僧
伝
」
（
巻
五
）
の
「
義
解
篇
」

に
法
蔵
の
伝
記
を
載
せ
て
い
る
が
、
道
宣
が
著
し
た
智
顎
の
伝
に
比
べ
る
と
き
甚
だ
杜
撰
で
あ
り
、
周
知
の
よ
う
に
法
蔵
と
玄
芙
と
の
関

係
な
ど
史
実
の
誤
認
す
ら
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
法
蔵
の
伝
記
資
料
と
し
て
先
ず
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
も
の
は
、
唐
の
閻
朝
陰
が
撰
し
た

伝
」
が
流
布
し
て
い
た
。
ま
た
『
続
高
僧
伝
」
に
従
え
ば
、
更
に
そ
れ
と
は
別
に
終
南
山
龍
田
寺
の
沙
門
法
琳
が
撰
し
た
智
顎
の
行
伝
が

あ
り
広
く
世
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
行
法
の
う
ち
で
現
存
す
る
の
は
僅
か
に
灌
頂
の
撰
に
な
る
「
天
台
山
国
清
寺
智
者
大
師
別

伝
」
（
以
下
覇
日
者
大
師
別
伝
』
と
い
う
）
一
巻
の
み
で
あ
る
。
灌
頂
（
五
六
一
’
六
一
三
一
）
は
、
陳
の
至
徳
元
（
五
八
三
）
年
に
智
頻
に
随
い

金
陵
の
光
宅
寺
に
入
り
、
爾
来
二
十
年
に
亙
っ
て
師
に
随
奉
し
な
が
ら
天
台
の
教
観
を
承
習
し
、
そ
の
領
持
し
た
遺
教
を
の
ち
に
集
記
し

て
天
台
三
大
部
と
称
さ
れ
る
「
摩
訶
止
観
』
「
法
華
玄
義
」
『
法
華
文
句
』
を
編
蟇
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
弟
灌
頂
の
筆
に
な
る
「
智
者
大

師
別
伝
」
は
、
智
顎
の
伝
記
中
の
白
眉
で
あ
る
。
智
顎
が
没
し
て
四
年
後
の
開
皇
二
十
一
（
六
○
一
）
年
に
柳
顧
言
か
ら
智
頷
の
俗
家
や

入
道
の
縁
由
な
ど
の
委
細
を
尋
ね
ら
れ
た
灌
頂
が
「
皆
、
識
る
能
わ
ず
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
た
め
に
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
師
の
伝
記

の
撰
述
を
決
意
し
『
智
者
大
師
別
伝
」
を
著
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
智
頴
の
没
後
、
ま
も
な
く
完
成
し
た
『
智
者
大
師
別
伝
』
は
、
す

ぐ
さ
ま
外
護
者
で
あ
っ
た
階
の
蝪
帝
に
献
上
さ
れ
て
広
く
天
下
に
流
布
さ
れ
た
。

道
宣
が
『
続
高
僧
伝
』
の
「
智
頷
伝
」
を
著
し
た
の
は
、
智
頷
が
没
し
て
の
ち
四
十
九
年
を
経
過
し
た
唐
の
貞
観
十
九
（
六
四
五
）
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
道
宣
は
灌
頂
の
「
智
者
大
師
別
伝
』
は
勿
論
の
こ
と
他
の
門
弟
の
筆
に
な
る
「
別
伝
」
や
各
種
の
碑
文
な

ど
を
渉
猟
し
て
智
顎
の
伝
記
を
編
ん
だ
。
そ
こ
で
灌
頂
の
『
智
者
大
師
別
伝
』
と
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
」
と
の
間
に
齪
齢
や
異
同
な
ど
も

認
め
ら
れ
る
が
、
智
頷
の
伝
記
を
考
察
す
る
場
合
に
共
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
資
料
で
あ
る
。
こ
の
両
害
の
出
没
の
詮
索
も
大
切

で
あ
る
が
今
は
ひ
と
ま
ず
保
留
し
、
本
論
の
課
題
で
あ
る
法
蔵
と
の
対
比
を
念
頭
に
お
く
と
き
、
優
れ
た
仏
教
史
家
で
あ
る
道
宣
が
智
頷

の
伝
記
を
「
義
解
篇
」
で
は
な
く
て
「
習
禅
篇
」
に
収
載
し
、
智
頻
を
義
学
の
僧
で
は
な
く
禅
師
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
先
ず
も

っ
て
留
意
し
て
お
く
、
べ
き
で
あ
る
、

3



「
大
唐
大
薦
福
寺
故
大
徳
康
蔵
法
師
之
碑
』
（
以
下
「
碑
文
』
と
い
う
）
と
新
羅
の
崔
致
遠
の
撰
文
に
な
る
『
唐
大
薦
福
寺
故
寺
主
翻
経
大

徳
法
蔵
和
尚
伝
」
（
以
下
『
法
蔵
和
尚
伝
』
と
い
う
）
と
で
あ
る
。
唐
の
秘
書
少
監
で
あ
っ
た
閻
朝
陰
の
「
碑
文
」
は
、
法
蔵
が
示
寂
し
た
翌

年
に
門
下
に
請
わ
れ
て
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
法
蔵
の
伝
記
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
残
念
な
こ
と
に
簡
略
に
過
ぎ

る
。
そ
の
う
え
秘
書
少
監
の
筆
に
な
る
た
め
ど
う
し
て
も
皇
帝
と
の
関
係
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
法
蔵
の
事
蹟
を
考
察
す
る
場
合

に
最
も
大
切
な
資
料
と
な
る
の
が
新
羅
の
文
豪
・
崔
致
遠
の
筆
に
な
る
「
法
蔵
和
尚
伝
』
で
あ
る
。
本
書
は
法
蔵
が
没
し
て
既
に
二
百
年

近
い
年
月
が
経
過
し
た
天
復
四
（
九
○
四
）
年
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
立
に
至
る
ま
で
時
間
の
経
過
か
ら
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
智

頷
が
没
し
て
一
八
七
年
を
経
過
し
て
唐
代
の
著
名
な
書
家
で
あ
る
顔
真
卿
が
著
し
た
『
天
台
山
国
清
寺
智
者
大
師
伝
』
に
匹
敵
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
資
料
価
値
に
お
い
て
は
顔
真
卿
の
そ
れ
と
崔
致
遠
の
「
法
蔵
和
尚
伝
」
と
で
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
顔
真
卿
が
如
何
に
著
名

な
書
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
天
台
山
国
清
寺
智
者
大
師
伝
」
に
は
何
ら
新
し
い
記
事
も
な
く
、
灌
頂
の
『
智
者
大
師
別
伝
』
な
ど
の
先

行
資
料
か
ら
要
旨
を
撮
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
崔
致
遠
の
「
法
蔵
和
尚
伝
』
は
如
何
に
も
後
代
の
も
の
だ
と
し
て
も

③

法
蔵
の
行
伝
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
的
資
料
で
あ
る
。

法
蔵
伝
の
中
心
資
料
と
な
る
「
法
蔵
和
尚
伝
」
は
、
か
つ
て
唐
に
学
ん
だ
崔
致
遠
が
故
郷
の
新
羅
に
帰
国
し
、
晩
年
に
隠
棲
し
た
海
印

寺
で
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
義
天
の
『
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
」
に
よ
れ
ば
、
崔
致
遠
は
同
じ
く
新
羅
出
身
の
僧
で
か
つ
て
唐
に
学
び
、

法
蔵
と
同
学
で
あ
っ
た
義
湘
の
伝
記
で
あ
る
『
浮
石
尊
者
伝
」
一
巻
を
著
し
て
い
る
、
崔
致
遠
は
法
蔵
だ
け
で
は
な
く
義
湘
の
伝
記
も
併

せ
撰
述
し
て
お
り
、
中
国
及
び
新
羅
の
華
厳
宗
に
関
す
る
豊
富
な
資
料
を
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
崔
致
遠
が
著
し
た
「
法
蔵
和
尚

伝
」
は
華
厳
宗
主
の
伝
記
で
あ
り
な
が
ら
異
国
の
新
羅
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
中
国
の
仏
教
界
で
は
永
ら
く
そ
の
存
在
す

ら
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
著
名
な
法
蔵
の
伝
記
は
崔
致
遠
が
撰
述
し
て
か
ら
百
八
十
余
年
を
経
過
し
た
大
安
八
（
一
○
九
二
）
年

に
至
っ
て
奉
宣
雌
造
さ
れ
高
麗
大
蔵
経
に
入
蔵
さ
れ
た
が
、
中
国
に
は
全
く
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
中
国
で
作
ら
れ
た
各
種

の
法
蔵
伝
に
何
ら
の
影
響
も
与
え
て
い
な
い
。
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宋
の
紹
興
十
五
（
二
四
五
）
年
に
法
蔵
の
主
著
『
華
厳
経
探
玄
記
」
や
『
華
厳
五
教
章
」
な
ど
が
宋
版
大
蔵
経
に
入
蔵
さ
れ
た
際
に
、

併
せ
て
華
厳
宗
主
で
あ
る
法
蔵
の
伝
を
入
蔵
し
よ
う
と
し
た
が
、
崔
致
遠
が
著
し
た
「
法
蔵
和
尚
伝
」
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
遂
に
入
蔵
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
法
蔵
が
示
寂
し
て
四
百
数
十
年
を
経
過
し
た
宋
の
紹
與
十
九
（
二
四
九
）
年
に
至

っ
て
漸
く
崔
致
遠
の
『
法
蔵
和
尚
伝
』
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
入
蔵
さ
れ
た
。
当
時
、
華
厳
宝
塔
教
院
の
住
持
で
あ
っ
た
円
証
大
師
義

④

和
が
「
法
蔵
和
尚
伝
』
の
賊
文
に
「
遂
に
高
麗
の
善
本
を
獲
て
」
入
蔵
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
崔
致
遠
の
『
法
蔵
和
尚
伝
」
は
華
厳
宗
の
大
成
者
で
あ
る
法
蔵
の
諸
伝
記
の
う
ち
で
も
っ
と
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
何
人
も
異
論
が
な
く
、
ま
さ
し
く
智
顎
の
諸
伝
記
中
に
お
け
る
灌
頂
の
『
智
者
大
師
別
伝
」
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
灌
頂
の
「
智
者
大
師
別
伝
』
と
崔
致
遠
の
『
法
蔵
和
尚
伝
」
と
に
よ
っ
て
以
下
の
考
察
に
必
要
な
範
囲
で
両
師
の
生
涯
の
事
蹟
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

灌
頂
と
崔
致
遠
の
筆
に
な
る
著
名
な
別
伝
は
、
そ
の
一
は
譽
咳
に
接
し
た
直
弟
子
が
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
は
遙
か
に
後
代
の

著
名
な
学
者
が
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
ず
か
ら
執
筆
の
態
度
に
相
違
が
生
じ
る
。
崔
致
遠
の
『
法
蔵
和
尚
伝
」
は
、
法
蔵
の
七

十
年
に
亙
る
生
涯
を
族
姓
・
遊
学
・
削
染
・
講
演
・
伝
訳
・
著
述
・
修
身
・
済
俗
・
垂
訓
・
示
滅
の
十
科
に
区
分
し
て
記
述
し
て
い
る
が
、

灌
頂
の
「
智
者
大
師
別
伝
』
で
は
こ
の
よ
う
な
章
科
を
立
て
る
こ
と
な
く
泥
近
の
門
弟
が
師
の
六
十
年
の
生
涯
を
感
激
と
報
謝
の
念
を
以

て
記
録
し
て
い
る
。
灌
頂
の
「
智
者
大
師
別
伝
」
に
は
常
随
の
弟
子
と
し
て
師
の
学
徳
に
報
ぜ
ん
と
す
る
心
情
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
崔
致

遠
の
「
法
蔵
和
尚
伝
」
は
か
つ
て
唐
に
学
ん
だ
大
学
者
が
晩
年
に
故
国
に
帰
り
、
法
蔵
の
没
後
、
相
当
の
時
間
を
経
過
し
て
可
能
な
限
り

の
資
料
を
渉
猟
し
て
法
蔵
の
偉
大
さ
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
崔
致
遠
が
十
科
に
分
け
て
「
法
蔵
和
尚
伝
」
を
著
し
た
の
は
、

実
は
法
蔵
が
そ
の
著
述
で
あ
る
「
華
厳
三
昧
観
」
に
今
起
信
論
」
所
説
の
）
直
心
に
「
十
心
」
を
具
す
る
と
説
い
て
い
る
の
に
因
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
崔
致
遠
は
法
蔵
の
徳
を
そ
の
「
十
心
」
に
擬
配
し
て
族
姓
広
大
心
・
遊
学
甚
深
心
・
削
染
方
便
心
・
講
演
堅
固

⑤

心
・
伝
訳
無
間
心
・
著
述
折
伏
心
・
修
身
善
巧
心
・
済
俗
不
二
心
・
垂
訓
無
磯
心
・
示
滅
円
明
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
５



崔
致
遠
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
「
法
蔵
和
尚
伝
」
は
、
灌
頂
の
『
智
者
大
師
別
伝
」
に
比
べ
る
と
、
法
蔵
の
没
後
、
遙
か
に
後
代
に
執

筆
さ
れ
た
だ
け
に
偉
人
化
・
超
人
化
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
法
蔵
の
生
涯
の
事
蹟
を
「
十
心
」
に
配
し
た
の
も
実
は
偉
人
化
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
。
直
接
に
師
の
人
格
に
接
し
た
門
弟
の
筆
に
な
る
伝
記
と
譽
咳
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
遙
か
後
代
の
学
者
の
撰
に
な

る
伝
記
と
で
は
自
ず
か
ら
筆
致
に
違
い
が
生
じ
る
。
直
に
そ
の
人
格
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
後
代
の
撰
者
の
伝
記
ほ
ど
偉
人
化
・
超

人
化
・
神
秘
化
が
進
む
の
が
世
の
常
で
あ
る
。
灌
頂
は
直
接
に
智
顎
の
人
格
に
接
し
て
い
る
だ
け
殊
更
に
神
秘
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
な

い
が
、
そ
れ
で
も
『
別
伝
」
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
謹
言
十
条
」
で
は
智
顎
の
非
凡
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
崔
致
遠
の
場
合
に
は
、
直
に

法
蔵
の
人
格
に
接
し
て
い
な
い
だ
け
に
よ
り
一
層
の
超
人
化
・
神
秘
化
の
傾
向
が
進
行
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
灌
頂
と
崔
致
遠
と
で
は
「
別
伝
」
撰
述
の
態
度
や
筆
法
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
何
よ
り
も
明
ら
か
な
違
い
は
そ
の
題

目
に
あ
る
。
灌
頂
の
筆
に
よ
る
智
頻
の
伝
記
は
「
天
台
山
国
清
寺
智
者
大
師
別
伝
」
と
題
さ
れ
お
り
天
台
山
で
開
悟
し
国
清
寺
を
建
立
し

て
住
し
た
智
者
大
師
の
生
涯
を
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
比
し
て
崔
致
遠
の
法
蔵
伝
は
そ
の
題
目
で
あ
る
『
唐
大
薦
福
寺
故
寺
主
翻

経
大
徳
法
蔵
和
尚
伝
」
が
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
都
の
大
寺
に
住
持
し
著
名
な
三
蔵
法
師
の
訳
場
に
参
じ
経
論
の
翻
訳
に
関
与
し
た

稀
有
な
る
「
翻
経
大
徳
」
の
業
績
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
別
伝
」
に
は
撰
者
の
智
顎
観
や
法
蔵
観

が
そ
の
表
題
に
反
映
し
て
い
る
。

崔
致
遠
は
法
蔵
を
「
翻
経
大
徳
」
と
尊
称
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
崔
致
遠
は
法
蔵
の
功
績
或
い
は
特
異

性
を
訳
経
三
蔵
と
の
交
流
を
通
じ
て
得
た
新
知
識
に
よ
っ
て
教
学
を
大
成
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
灌
頂
の
『
智
者
大

師
別
伝
』
に
よ
れ
ば
智
顎
が
訳
経
に
関
わ
っ
た
こ
と
や
訳
経
一
二
蔵
と
親
し
く
交
際
し
た
と
い
う
事
実
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
・
智
顎

は
「
摩
訶
止
観
」
（
巻
七
下
）
に
仏
法
に
融
通
す
る
た
め
に
意
を
注
ぐ
べ
き
十
箇
条
（
十
意
）
を
挙
げ
、
そ
の
中
に
梵
語
に
通
じ
る
こ
と

二
訳
経
に
対
す
る
関
与

6



こ
れ
に
比
し
て
法
蔵
は
、
あ
た
か
も
訳
経
僧
の
如
く
に
、
当
時
、
長
安
で
行
わ
れ
て
い
た
殆
ど
全
て
の
経
論
翻
訳
に
参
加
し
遺
憾
な
く

梵
語
の
学
識
を
発
揮
し
て
い
る
。
智
顎
が
活
躍
し
た
南
北
朝
末
か
ら
晴
代
に
至
る
時
期
は
戦
乱
の
時
代
で
あ
り
渡
来
の
三
蔵
法
師
も
少
な

く
、
加
え
て
北
周
武
帝
の
廃
仏
の
た
め
殊
に
北
地
で
は
と
て
も
訳
経
が
行
え
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
が
、
法
蔵
が
活
躍
し
た
時
代
は
歴
史

上
で
も
最
も
安
定
し
た
隆
盛
期
で
あ
り
外
国
か
ら
渡
来
す
る
三
蔵
法
師
も
多
く
当
然
の
こ
と
な
が
ら
訳
経
事
業
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。

崔
致
遠
は
華
厳
宗
の
大
成
者
で
あ
る
法
蔵
を
実
叉
難
陀
や
地
婆
訶
羅
な
ど
の
訳
経
に
関
与
し
筆
受
や
証
義
を
つ
と
め
た
「
翻
経
大
徳
」

や
調
経
に
偏
し
た
雪

「
十
意
」
で
あ
る
。
卸

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
智
頷
が
理
想
の
仏
教
学
と
し
て
挙
げ
る
「
十
意
」
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
傾
聴
に
値
す
る
内
容
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
九
意
に
「
翻
訳
梵
漢
、
名
数
兼
通
」
を
掲
げ
て
法
教
を
学
ぶ
こ
と
と
共
に
梵
語
に
精
通
し
翻
訳
に
関
す
る
知
識

を
有
す
る
こ
と
が
仏
教
学
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
智
頷
は
自
ら
梵
漢
の
翻
訳
に
関
す
る
知
識
を
欠
く
こ

と
を
告
白
し
て
い
る
。
智
顎
が
「
十
意
」
に
つ
い
て
語
る
意
図
は
、
あ
く
ま
で
も
仏
教
を
学
び
な
が
ら
講
経
ま
た
は
修
禅
の
一
面
に
の
み

偏
す
る
「
文
字
の
法
師
」
や
「
暗
証
の
禅
師
」
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
自
ら
経
典
翻
訳
や
梵
語
に
関
す
る

知
識
に
遺
憾
の
点
が
あ
る
こ
と
を
素
直
に
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
智
顎
の
語
で
は
な
く
灌
頂
が
識
し
た
所
で
あ
ろ
う
が
「
摩
訶
止

観
」
（
巻
七
上
）
に
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

た
だ
翻
訳
・
名
数
の
み
は
、
い
ま
だ
ひ
ろ
く
尋
ね
る
に
暇
あ
ら
ざ
る
も
、
九
の
意
は
世
間
の
文
字
の
法
師
と
共
な
ら
ず
、
ま
た
事
相

の
禅
師
と
共
な
ら
ず
。
一
種
の
禅
師
は
、
た
だ
観
心
の
一
意
あ
り
、
あ
る
い
は
浅
、
あ
る
い
は
偽
に
し
て
、
余
の
九
は
ま
っ
た
く
な

⑥

し
。
こ
れ
虚
言
に
あ
ら
ず
。
後
賢
の
眼
あ
ら
ん
者
、
ま
さ
に
証
知
す
べ
し
。

智
顎
が
目
指
し
た
仏
教
は
、
当
時
の
南
地
に
行
わ
れ
て
い
た
学
解
・
講
経
に
偏
し
た
「
文
字
の
法
師
」
と
は
異
な
り
、
ま
た
北
地
の
修
禅

や
調
経
に
偏
し
た
「
事
相
の
禅
師
」
と
も
明
確
に
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
智
頻
が
理
想
の
仏
学
と
し
て
提
示
し
た
の
が

「
十
意
」
で
あ
る
。
智
顎
は
そ
の
う
ち
「
翻
訳
梵
漢
」
の
一
意
の
み
は
未
だ
暇
が
な
く
十
分
に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
悲
嘆



と
尊
称
し
、
法
蔵
の
名
を
「
達
摩
多
羅
」
と
い
い
、
字
の
賢
首
を
「
賊
陀
羅
室
利
」
と
梵
音
で
表
記
し
て
い
る
．
こ
れ
は
甚
だ
奇
異
な
こ

⑦

と
で
あ
る
が
、
要
は
崔
致
遠
の
法
蔵
観
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

法
蔵
の
示
寂
直
後
に
門
人
の
要
請
で
官
吏
の
閻
朝
陰
が
撰
文
し
た
「
碑
文
」
に
お
い
て
も
法
蔵
が
実
叉
難
陀
の
『
華
厳
経
」
や
菩
提
流

志
の
『
大
宝
積
経
』
の
訳
経
に
関
与
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
著
名
な
経
録
で
あ
る
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』
（
巻
九
）
に
お
い

て
も
法
蔵
が
実
叉
難
陀
・
菩
提
流
志
の
他
に
弥
陀
山
・
義
浄
な
ど
の
訳
経
に
関
係
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
更
に
法
蔵
自
身
が
、
そ

の
著
述
で
訳
経
三
蔵
の
日
照
（
地
婆
訶
羅
）
や
提
雲
般
若
な
ど
と
の
親
密
な
交
際
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
蔵
が
数
多
く
の
三
蔵

⑧

法
師
と
交
際
し
、
そ
の
訳
場
に
参
じ
て
筆
受
や
証
義
を
つ
と
め
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
・
西
域
か
ら
渡
来
し
た
訳
経
三
蔵
と
の
交
流
を
通
じ
て
学
習
し
た
梵
語
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
は
智
顎
と
法
蔵

と
の
間
で
顕
著
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
単
に
梵
語
の
知
識
の
有
無
や
訳
経
に
対
す
る
関
与
の
問
題
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
後

述
す
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
の
構
築
に
も
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。

智
顎
は
生
粋
の
漢
人
の
僧
で
あ
る
が
、
法
蔵
は
そ
の
俗
姓
が
康
氏
で
あ
り
、
閻
朝
陰
が
法
蔵
の
こ
と
を
康
蔵
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
祖
先
は
西
域
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た
当
初
、
西
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
康
居
の
出
身
者

が
多
く
渡
来
し
康
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
。
正
史
の
西
域
伝
に
も
康
居
の
名
が
登
場
す
る
が
、
後
世
の
史
書
で
は
し
ば
し
ば
康
居
と
康
国
と

が
混
乱
し
て
い
る
。
法
蔵
の
俗
姓
が
康
氏
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
『
宋
高
僧
伝
』
を
は
じ
め
と
し
て
諸
伝
は
法
蔵
の
祖
先
を
康
居
の
人
と

伝
え
て
い
る
が
、
恐
ら
く
年
代
な
ど
か
ら
み
て
康
居
で
は
な
く
康
国
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
法
蔵
に
は
西
域

の
血
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
法
蔵
を
し
て
西
域
の
胡
本
を
漢
語
に
翻
訳
す
る
訳
経
に
対
し
て
格
別
の
関
心
と

親
し
み
を
覚
え
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
出
自
に
関
す
る
異
同
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｜
魁
，
１
１

⑩

此
の
止
観
は
、
天
台
智
者
が
己
心
中
に
行
ぜ
し
と
こ
ろ
の
法
門
を
説
き
た
も
う
。

と
灌
頂
は
記
し
て
い
る
。
智
顎
の
教
学
は
自
己
の
宗
教
体
験
に
基
づ
く
「
己
心
の
法
門
」
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
智
頷
は
そ
れ
が
９

卜
、〆

智
頴
の
祖
先
は
穎
川
の
陳
氏
で
あ
る
。
父
の
起
祖
は
陳
の
高
祖
で
あ
る
覇
先
と
同
じ
く
江
陵
の
元
帝
に
仕
え
た
同
僚
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
智
顎
の
祖
先
は
陳
の
王
室
と
同
郷
の
同
姓
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
生
粋
の
漢
人
僧
の
智
頻
と
祖
父
の
代
に
帰
化
し
た
と

は
い
え
西
域
康
国
の
末
喬
で
あ
る
法
蔵
と
で
は
、
や
は
り
異
国
に
興
起
し
た
宗
教
で
あ
る
仏
教
に
対
す
る
関
わ
り
方
は
も
と
よ
り
解
釈
や

理
解
に
微
妙
な
相
違
が
生
じ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
父
が
安
息
国
の
人
で
俗
姓
が
安
氏
で
あ
り
、
胡
吉
蔵
と
呼
ば
れ
て
い
た

三
論
宗
の
開
祖
吉
蔵
が
『
中
論
』
「
百
論
』
な
ど
イ
ン
ド
的
な
仏
教
を
奉
じ
た
の
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
法

蔵
の
や
や
先
輩
で
あ
り
、
常
に
法
蔵
の
念
頭
に
あ
っ
た
法
相
宗
の
窺
基
も
姓
が
尉
遅
氏
で
あ
り
、
そ
の
音
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
祖
先
は

干
閻
す
な
わ
ち
ホ
ー
タ
ン
の
出
身
で
あ
る
。
基
は
唯
識
・
因
明
に
通
じ
発
想
や
学
問
が
や
は
り
イ
ン
ド
的
で
あ
っ
た
。
吉
蔵
や
基
と
同
様

に
法
蔵
に
も
西
域
の
血
が
流
れ
て
お
り
、
当
然
、
そ
の
影
響
が
教
学
の
各
方
面
に
現
れ
る
。

崔
致
遠
の
『
法
蔵
和
尚
伝
」
は
、
法
蔵
の
徳
を
顕
彰
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

蔵
、
本
と
西
胤
に
資
り
、
雅
よ
り
梵
音
を
善
く
し
、
生
を
東
華
に
寓
せ
、
精
か
に
漢
字
を
詳
ら
か
に
す
。
故
に
初
め
日
照
に
承
け
れ

⑨

ぱ
、
則
ち
高
山
に
価
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
後
に
喜
学
に
従
え
ば
、
則
ち
至
海
に
功
を
騰
ぐ
。

賛
寧
の
「
宋
高
僧
伝
』
が
、
か
つ
て
法
蔵
が
玄
葵
の
訳
場
に
在
っ
た
と
き
意
見
が
合
わ
ず
退
出
し
た
と
記
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
誤
伝

と
し
て
も
法
蔵
が
地
婆
訶
羅
（
日
照
）
や
実
叉
難
陀
（
喜
学
）
を
は
じ
め
と
し
て
義
浄
な
ど
諸
三
蔵
の
訳
場
に
お
い
て
筆
受
や
証
義
の
役

を
努
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
崔
致
遠
は
華
厳
宗
の
宗
主
で
あ
る
法
蔵
が
多
く
の
訳
経
に
関
与
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
「
本
と

西
胤
に
資
り
、
雅
よ
り
梵
音
を
善
く
」
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
た
。
こ
れ
は
極
め
て
自
然
な
見
解
で
あ
り
、
ま
さ
に
当
を
得
て
い
る
。

一
方
、
智
頴
の
教
学
は
自
己
の
心
中
に
お
い
て
発
明
し
た
と
こ
ろ
の
法
門
と
い
わ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
摩
訶
止
観
」
（
巻
一

一
」
、



経
論
の
所
説
に
合
致
す
る
と
の
確
信
に
基
づ
い
て
教
学
を
組
織
し
た
。
智
顎
の
場
合
に
は
、
経
論
に
よ
る
教
証
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
（
自

己
の
信
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
）
何
も
発
言
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
深
い
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
中
国
の
人
々

が
如
何
に
し
て
覚
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
深
い
省
察
を
な
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
独
自
の
仏
教
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
二
十
代
の
智
顎
が
慧
思
の
下
で
修
禅
に
励
ん
で
い
た
と
き
、
自
ら
体
得
し
た
禅
定
に
つ
い
て
そ
の
何
た
る
か
を
知
ら
ず
、
況
や

経
に
合
う
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
自
覚
も
な
か
っ
た
が
、
師
の
慧
思
は
「
汝
が
入
っ
た
定
は
法
華
三
昧
の
前
方
便
で
あ
り
、
発
し
た
総

持
は
初
旋
陀
羅
尼
で
あ
る
」
と
の
明
確
な
証
言
を
与
え
た
。
そ
の
際
に
慧
思
は
、⑪

縦
令
、
文
字
の
法
師
、
千
群
万
衆
、
汝
が
弁
を
尋
い
と
も
窮
む
く
か
ら
ず
。

と
語
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
体
験
を
通
じ
て
智
頷
は
「
己
心
の
法
門
」
は
必
ず
経
論
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
確
固
た
る
信
念
を
も
つ

ル
」
垂
叩
つ
券
Ｌ
Ｏ

に
至
っ
た
。

僧
か
ら
、

⑫

説
法
の
辞
は
、
意
を
以
て
得
く
し
、
文
を
以
て
載
す
べ
か
ら
ず
。

と
の
言
葉
を
聞
き
言
下
に
大
悟
し
た
。
こ
れ
が
広
く
知
ら
れ
る
華
頂
降
魔
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
数
々
の
宗
教
的
体
験
を
得
た
智
顎
で
あ
る
か
ら
こ
そ
『
摩
訶
止
観
」
（
巻
三
上
）
に
次
の
よ
う
な
自
信
に
満
ち
た
言
葉
を

表
明
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
智
顎
は
三
十
八
歳
に
し
て
都
塵
か
ら
隔
絶
し
た
天
台
山
に
隠
棲
し
、
山
中
の
と
り
わ
け
淋
し
い
華
頂
峯
に
登
っ
て
独
り
坐
禅
に
励

ん
だ
。
そ
こ
で
父
母
や
師
僧
の
形
を
し
た
者
な
ど
か
ら
様
々
な
誘
惑
を
う
け
た
が
、
そ
の
難
を
逃
れ
て
明
星
の
出
る
こ
ろ
に
出
現
し
た
神

此
の
如
き
の
解
釈
は
観
心
に
本
づ
く
も
の
に
し
て
、
実
に
経
を
読
ん
で
安
置
し
次
比
す
る
に
非
ず
。
人
の
嫌
疑
を
避
け
ん
が
た
め
に
、

⑬

信
を
増
長
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
幸
い
修
多
羅
と
合
せ
る
を
、
こ
と
さ
ら
に
引
き
て
証
と
な
せ
る
の
み
。

こ
の
言
葉
は
自
信
の
極
致
で
あ
る
。
智
顎
は
修
多
羅
す
な
わ
ち
仏
説
と
さ
れ
る
経
典
を
読
み
、
そ
の
文
言
の
解
釈
や
理
解
を
披
瀝
し
て
い

10



尚
伝
」
に
、

⑭

晋
経
の
中
の
梵
語
を
解
し
て
一
編
を
為
し
、
自
ら
叙
し
て
読
経
の
士
、
実
に
要
る
所
な
り
と
云
う
。

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
法
蔵
は
梵
語
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
駆
使
し
て
読
経
の
士
に
役
立
つ
よ
う
に
『
華
厳
経
」
中
の
音
写
語
に
つ
い

て
発
音
・
語
義
を
詳
し
く
解
釈
し
た
「
音
義
」
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
『
華
厳
経
』
の
「
音
義
」
は
法
蔵
の
自
信
の
作
で
あ
っ
た
。
そ
の

証
拠
に
法
蔵
は
新
羅
に
帰
国
し
た
智
傭
門
下
の
兄
弟
子
で
あ
る
義
湘
に
『
別
翻
華
厳
経
中
梵
語
』
一
巻
を
贈
呈
し
て
い
る
。
実
に
法
蔵
は

晋
訳
の
み
な
ら
ず
唐
訳
の
『
華
厳
経
』
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
音
義
」
を
作
っ
た
こ
と
を
自
ら
「
華
厳
経
伝
記
」
（
巻
五
）
の
「
雑
述
第

叩
向
佇
些 漢

訳
さ
れ
た
経
典
（
修
多
羅
）
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
智
頻
で
あ
る
が
、
梵
漢
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
み
た
よ

う
に
「
翻
訳
。
名
数
は
、
未
だ
暇
あ
ら
ず
し
て
広
く
尋
ね
ず
」
と
語
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
謙
虚
の
辞
と
も
と
れ
る
が
、
智
頷
が

学
ぶ
暇
あ
ら
ず
と
な
し
た
経
典
の
「
翻
訳
・
名
数
」
に
関
す
る
学
識
こ
そ
法
蔵
の
本
領
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
し
智
頷
が
外
来
の

三
蔵
と
交
流
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
梵
語
や
西
域
の
胡
語
に
精
通
し
て
い
た
な
ら
ば
、
或
い
は
独
特
の
経
典
解
釈
法
で
あ
る
四
釈
（
因
縁
・

約
教
・
本
迩
・
観
心
）
の
一
で
あ
る
観
心
釈
な
ど
は
採
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
智
顎
は
「
法
華
文
句
』
に
お
け
る
解
釈
に

「
心
を
観
ず
れ
ば
理
と
相
似
相
応
す
」
と
か
「
二
の
句
、
心
に
入
り
観
を
成
ず
る
が
故
に
観
と
経
と
合
す
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
態
度
で
経
典
の
文
句
に
接
し
て
い
た
智
顎
に
比
し
て
梵
語
に
精
通
し
て
い
た
法
蔵
は
梵
語
の
音
写
語
の
一
々
に
至
る
ま
で
忽
せ

に
せ
ず
厳
密
な
態
度
で
経
典
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
法
蔵
は
晋
訳
『
華
厳
経
」
の
「
音
義
」
を
編
蟇
し
て
い
る
。
崔
致
遠
が
「
法
蔵
和

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
の
で
は
な
く
、
実
は
自
己
の
宗
教
体
験
や
信
念
が
仏
教
に
適
う
も
の
で
あ
り
正
当
で
あ
る
こ
と
を
経
典
に
保
証
せ
し
め
て
い
る
。
智
頷

は
自
己
の
体
験
が
仏
の
教
え
と
決
し
て
齪
歸
す
る
も
の
で
な
い
と
の
強
い
確
信
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
が
「
幸
い
に
し
て
修
多
羅
に
合

う
」
と
い
う
大
胆
な
言
葉
で
も
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
経
論
の
所
説
を
無
視
す
る
独
断
あ
る
い
は
魔
説

で
あ
る
と
人
は
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
寧
ろ
智
顎
と
し
て
は
自
己
の
信
念
を
保
任
す
る
も
の
と
し
て
修
多
羅
に
絶
対
の
権
威
と
価
値
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先
の
崔
致
遠
の
記
述
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
華
厳
経
伝
記
』
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。

智
顎
の
著
述
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
論
の
翻
訳
や
梵
語
に
関
す
る
著
述
は
全
く
存
在
し
な
い
。
智
頷
は
『
摩
訶
止
観
」
（
巻
十
上
）

に
、
諸
見
と
人
法
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
富
藺
那
迦
葉
な
ど
の
六
師
外
道
の
名
を
挙
げ
、
『
大
経
』
即
ち
「
浬
梁
経
」
（
聖
行
品
）
の
所

説
と
鳩
摩
羅
什
が
「
維
摩
経
」
（
弟
子
品
）
を
注
釈
し
た
言
維
什
疏
」
（
『
注
維
摩
経
」
所
収
）
と
の
間
に
異
同
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
羅
什
の
疏
に
出
ず
。
名
は
大
経
と
同
じ
き
も
計
す
る
と
こ
ろ
は
、
三
は
同
じ
く
三
は
異
れ
り
。
或
い
は
翻
（
訳
）
が
誤
れ
る

⑯

か
、
或
い
は
別
に
意
あ
ら
ん
か
。
い
ま
、
未
だ
詳
ら
か
に
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
せ
ず
と
も
智
顎
の
立
場
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
蔵
は
梵
語
の
音
写
語
に
「
音
義
」
を
作
っ
て
い
る
が
、

智
顎
は
梵
語
に
関
す
る
知
識
を
欠
き
「
或
い
は
翻
（
訳
）
が
誤
れ
る
か
、
或
い
は
別
に
意
あ
ら
ん
か
」
と
態
度
の
決
定
を
保
留
し
、
未
だ

詳
ら
か
に
せ
ず
と
語
っ
て
い
る
。
漢
人
僧
の
智
頻
は
、
南
北
朝
時
代
に
隆
盛
し
た
イ
ン
ド
の
論
師
の
著
作
で
あ
る
『
成
実
論
』
や
「
十
地

論
」
な
ど
を
研
究
す
る
成
実
宗
や
地
論
宗
な
ど
を
イ
ン
ド
仏
教
の
亜
流
と
な
し
「
論
人
」
と
称
し
て
批
判
し
、
い
か
に
し
て
中
国
の
人
び

と
が
仏
と
成
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
熟
慮
し
「
己
心
の
法
門
」
に
基
づ
い
た
教
観
双
備
の
仏
教
を
大
成
し
た
。
そ
れ
が
「
幸
い
修

多
羅
に
合
う
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
智
顔
の
教
学
を
し
て
独
創
性
あ
ら
し
め
、
中
国
仏
教
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
方
の
法
蔵
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
玄
葵
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
三
乗
の
新
訳
仏
教
と
旧
来
の
一
乗
仏
教
と
を
調
和
あ
る
い
は
会

通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宿
命
的
な
課
題
を
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
翻
訳
・
名
数
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
有
す
る
法
蔵
の
学
識

十
」
に
記
し
て
い
る
。

右
新
旧
二
経
の
所
有
の
梵
語
五⑮

読
経
の
士
、
実
に
所
要
な
り
。

華
厳
翻
梵
語
一
巻
旧
経
、
華
厳
梵
語
及
音
義
一
巻
新
経
。

右
新
旧
二
経
の
所
有
の
梵
語
及
び
新
経
の
難
字
、
悉
く
具
に
翻
じ
、
及
び
音
釈
す
。

1，
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法
蔵
と
師
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
は
『
法
蔵
和
尚
伝
」
の
「
遊
学
因
縁
」
に
詳
し
い
。
十
七
歳
の
と
き
親
を
辞
し
太
白
山
に
入
り
あ
た

か
も
仙
人
の
よ
う
に
木
食
の
生
活
を
送
り
な
が
ら
方
等
（
大
乗
）
を
学
ん
だ
が
、
後
に
親
の
病
を
知
り
都
に
帰
っ
た
際
に
た
ま
た
ま
雲
華

寺
で
智
侭
の
『
華
厳
経
」
の
講
筵
に
連
な
り
縁
あ
っ
て
そ
の
門
に
投
じ
た
。
『
法
蔵
和
尚
伝
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

⑰

蔵
、
侭
の
妙
解
を
く
ら
い
て
以
て
真
に
我
が
師
と
為
す
。
侭
も
ま
た
伝
灯
の
人
を
得
る
こ
と
を
喜
ぶ
。

法
蔵
に
と
っ
て
智
傭
と
の
値
遇
は
感
激
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
伝
記
作
者
の
崔
致
遠
は
常
随
の
門
弟
で
は
な
か
っ
た
た
め

そ
の
出
逢
い
に
関
す
る
記
述
は
実
に
淡
々
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
灌
頂
の
場
合
に
は
、
智
顎
の
踞
近
の
門
弟
で
あ

っ
た
た
め
師
か
ら
常
々
慧
思
と
の
出
逢
い
の
感
激
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
「
智
者
大
師
別
伝
」
に
お
い
て
「
霊
山
同
聰
」
の
逸
話

と
し
て
広
く
喧
伝
さ
れ
る
感
動
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
か
つ
て
大
賢
山
で
「
法
華
三
部
経
」
を
読
謂
し
方
等
熾
を
修
し
て
い
た
二
十
三
歳

の
智
顎
は
各
地
に
師
を
求
め
た
が
得
ら
れ
ず
、
は
る
ば
る
大
蘇
山
に
二
十
四
歳
年
長
の
慧
思
を
訪
ね
て
始
め
て
の
真
の
師
を
得
た
。
そ
の

後
約
八
年
間
に
わ
た
り
起
居
を
と
も
に
し
な
が
ら
師
教
に
随
っ
て
修
禅
に
励
ん
だ
。
そ
の
智
顎
に
対
し
て
慧
思
は
、

⑱

昔
日
、
共
に
霊
山
に
同
じ
く
法
華
を
聴
く
、
宿
縁
の
追
う
と
こ
ろ
今
ま
た
来
た
る
・

と
語
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
ま
た
『
国
渭
百
録
』
第
九
十
三
所
収
の
柳
顧
言
撰
の
『
天
台
国
情
寺
智
者
禅
師
碑
文
』
に

仏
学
の
方
向
が
定
ま
っ
た
。

仏
弟
子
の
阿
難
が
「
善
知
識
は
得
道
の
半
の
因
縁
な
り
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
仏
は
そ
れ
を
諫
め
て
「
ま
さ
に
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
全

因
縁
を
具
足
す
」
と
教
訓
さ
れ
た
よ
う
に
仏
道
の
修
学
に
お
い
て
は
善
知
識
と
の
出
遇
い
が
す
べ
て
を
決
す
る
。
現
に
智
顎
は
光
州
大
蘇

山
に
慧
思
を
訪
ね
て
師
事
し
、
そ
の
仏
道
が
決
定
し
た
。
法
蔵
も
ま
た
長
安
で
智
傭
の
講
筵
に
接
し
て
出
家
を
決
意
し
、
爾
来
、
法
蔵
の

が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
。
ま
さ
に
新
旧
の
三
乗
一
乗
の
仏
教
が
合
流
す
る
時
代
こ
そ
が
法
蔵
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。

四
善
知
識
と
の
値
遇
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もと
あ
る
。
灌
頂
に
し
て
も
柳
顧
言
に
し
て
も
か
つ
て
智
顎
自
身
か
ら
善
知
識
に
逢
う
こ
と
が
で
き
た
感
銘
を
常
々
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

智
顎
が
慧
思
に
は
じ
め
て
出
会
っ
た
と
き
、
慧
思
が
語
っ
た
右
の
有
名
な
言
葉
は
、
北
地
の
廃
仏
や
戦
乱
の
中
で
や
む
な
く
大
蘇
山
に
止

往
し
、
仏
教
が
潰
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
を
直
視
し
な
が
ら
日
夜
、
修
禅
に
つ
と
め
法
灯
の
永
続
を
願
っ
て
い
た
慧
思
が
、
ま
さ
に

法
嗣
を
得
た
こ
と
を
欣
喜
し
た
感
激
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
平
和
の
世
に
た
ま
た
ま
師
資
が
出
会
っ
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
下
で
語
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
強
烈
な
末
法
意
識
を
有
す
る
慧
思
が
素
直
に
そ
の
心
情
を
吐
露
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
智
顎
に
と
っ
て
生
涯
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
激
の
言
葉
と
な
っ
た
。

真
の
善
知
識
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
弟
子
た
る
者
の
仏
道
修
行
の
方
向
が
決
定
す
る
。
慧
思
や
智
侭
の
学
風
が
弟
子
で
あ
る
智
頻
や
法

蔵
に
影
響
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
智
顎
の
師
で
あ
る
慧
思
は
「
十
年
常
調
、
八
歳
方
等
、
九
旬
長
坐
、
一
時
円
証
」
と
称
さ
れ
た
禅
師

で
あ
っ
た
。
一
方
、
法
蔵
の
師
で
あ
る
智
傭
は
法
常
か
ら
『
摂
大
乗
論
」
を
学
び
、
至
相
寺
の
智
正
か
ら
「
華
厳
経
」
を
学
ん
だ
学
僧
で

あ
る
。
更
に
伝
記
に
よ
れ
ば
智
憾
は
慧
光
の
経
疏
に
よ
っ
て
無
尽
縁
起
を
悟
り
、
或
る
外
国
僧
に
師
事
し
て
六
相
円
融
の
旨
を
悟
っ
た
と

智
顎
は
雄
大
な
教
学
を
組
織
し
な
が
ら
禅
師
と
称
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
慧
思
に
師
事
し
修
禅
を
重
視
す
る
実
践
的
な
学
風

を
継
承
し
た
た
め
で
あ
る
。
法
蔵
も
ま
た
あ
く
ま
で
智
傭
の
華
厳
学
を
継
承
し
つ
つ
、
新
仏
教
の
法
相
宗
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
時
機
に

応
じ
た
教
学
を
展
開
し
独
自
性
を
発
揮
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
師
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
そ
の
仏
道
の
方
向
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

の
こ
と
で
あ
る
。

大
蘇
山
に
往
き
て
業
を
慧
思
禅
師
に
請
う
。
禅
師
、
見
て
便
ち
歎
じ
て
曰
く
、
憶
う
に
、
昔
、
霊
鷲
に
て
同
じ
く
法
華
を
聴
け
り
、

と⑲
○
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崔
致
遠
は
『
法
蔵
和
尚
伝
」
第
四
に
「
講
演
因
縁
」
の
一
科
を
設
け
、
そ
こ
で
法
蔵
の
講
経
に
際
し
て
奇
瑞
が
現
れ
た
こ
と
を
強
調
す

る
。
法
蔵
は
雲
華
寺
・
仏
授
記
寺
な
ど
で
「
華
厳
経
』
を
講
義
す
る
こ
と
三
十
余
遍
に
も
及
ん
だ
が
、
そ
の
際
に
口
か
ら
光
明
が
出
現
し
、

ま
た
「
香
風
四
合
、
瑞
霧
五
彩
」
「
五
雲
凝
空
、
六
種
震
動
」
な
ど
の
奇
瑞
・
神
異
が
現
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
奇
瑞
を
崔

致
遠
が
記
し
て
い
る
の
は
慧
苑
の
『
華
厳
経
蟇
霊
記
」
な
ど
の
典
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
崔
致
遠
自
身
が
法
蔵
を
霊
異

の
人
と
解
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
崔
致
遠
が
法
蔵
の
超
人
化
・
偉
人
化
を
よ
り
一
層
推
し
進
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
智
頻
の
場
合
に
は
、
金
陵
（
南
京
）
に
お
け
る
「
法
華
経
』
の
開
題
、
す
な
わ
ち
『
法
華
玄
義
』
の
講
述
の
際
に
も

神
異
的
な
奇
瑞
が
生
じ
た
こ
と
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
智
頷
の
天
台
山
隠
棲
の
動
機
と
な
っ
た
講
経
の

逸
話
な
ど
に
お
い
て
も
奇
跡
や
霊
異
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
真
蟄
な
仏
教
者
と
し
て
の
自
省
の
姿
勢
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

初
め
瓦
官
に
四
十
人
共
に
坐
し
、
二
十
人
の
得
法
を
出
だ
す
。
次
の
年
、
百
余
人
共
に
坐
し
、
二
十
人
得
法
す
。
次
に
二
百
人
共
に

⑳

坐
し
、
減
じ
て
十
人
得
法
す
。
そ
の
後
、
徒
衆
う
た
た
多
く
、
得
法
う
た
た
少
な
し
。

金
陵
に
お
け
る
智
顎
の
講
筵
は
、
あ
た
か
も
北
周
の
武
帝
に
よ
る
廃
仏
の
直
後
で
あ
り
、
江
南
の
学
僧
は
勿
論
の
こ
と
、
廃
仏
に
よ
る
難

を
避
け
て
南
地
に
逃
れ
た
北
地
の
学
僧
も
数
多
く
列
席
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
行
わ
れ
た
智
顎
の
「
法
華
経
」
の
講
義
は
、

名
声
の
た
か
ま
り
と
と
も
に
聴
講
者
が
次
第
に
増
加
し
た
が
、
得
法
者
は
逆
に
減
少
し
た
。
こ
の
こ
と
を
深
く
自
省
し
た
智
頻
は
「
吾
が

志
に
従
わ
ん
」
と
し
て
天
台
山
に
隠
棲
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
北
周
の
廃
仏
は
大
乗
仏
教
の
精
神
が
実
際
に
此
の
地
に
生
か

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
口
実
と
し
て
断
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
真
蟄
な
仏
教
徒
は
改
め
て
大
乗
仏
教
の
真
の
在
り
方
を
根
本
か
ら
問
い
直
す

こ
と
に
な
っ
た
。
南
北
朝
末
期
の
混
乱
し
た
仏
教
界
に
あ
っ
て
中
国
に
相
応
し
い
真
の
仏
教
を
求
め
て
苦
悩
し
て
い
た
智
頷
に
比
べ
る
と

き
、
法
蔵
の
置
か
れ
た
状
況
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
法
蔵
は
出
家
し
て
以
来
つ
ね
に
長
安
仏
教
界
の
超
一
流
の
学
解
の
僧
と
し
、

五
講
経
に
お
け
る
奇
瑞

15



訳
経
に
際
し
て
は
証
義
と
し
て
加
わ
り
、
そ
の
名
声
を
背
景
と
し
て
則
天
武
后
な
ど
時
の
権
力
者
の
厚
い
帰
崇
を
得
て
諸
名
刹
に
住
持
し
、

ひ
た
す
ら
栄
光
の
生
涯
を
送
っ
た
。
法
蔵
が
得
た
名
声
は
言
う
ま
で
も
な
く
不
断
の
修
道
と
研
措
の
賜
で
は
あ
る
が
、
戦
乱
・
飢
餓
・
廃

仏
の
混
乱
の
時
代
と
は
異
な
り
安
定
し
た
平
和
な
時
代
に
生
き
た
こ
と
が
幸
い
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
が
活
躍
し

た
時
代
は
唐
の
太
宗
の
い
わ
ゆ
る
「
貞
観
の
治
世
」
で
あ
り
、
次
の
高
宗
の
時
代
も
則
天
武
后
の
時
代
も
内
政
・
外
交
と
も
に
安
定
し
、

永
い
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
隆
盛
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
的
な
背
景
が
実
践
的
な
仏
道
よ
り
も
講
経
の
妙
や
精
綴

な
釈
を
求
め
る
こ
と
と
な
り
、
法
蔵
を
し
て
学
解
の
僧
と
し
て
活
躍
す
る
場
を
与
え
、
さ
ら
に
は
講
経
に
お
け
る
神
異
が
吹
聴
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
仏
教
を
代
表
す
る
智
頷
と
法
蔵
の
伝
記
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
た
。
更
に
智
顎
と
法
蔵
の
著
作
の
一
々
に
つ
い
て
検
討
し
、

そ
れ
に
続
い
て
「
法
華
経
」
を
も
っ
て
「
純
円
独
妙
」
と
な
す
智
顎
が
同
じ
く
一
乗
を
明
ら
か
に
す
る
『
華
厳
経
」
を
如
何
に
観
て
い
た

の
か
。
逆
に
『
華
厳
経
」
を
以
て
至
上
の
経
典
と
な
し
「
別
教
」
と
判
じ
た
法
蔵
が
『
法
華
経
』
を
全
仏
教
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
た
の
か
。
ま
た
両
師
の
教
判
の
基
調
と
な
る
思
想
や
「
宗
」
に
対
す
る
見
解
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の

諸
問
題
の
考
察
を
通
し
て
最
後
に
智
顎
及
び
法
蔵
の
一
乗
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
更
に
そ
の
先
に
は
中
国
仏
教
思
想

史
に
お
け
る
両
師
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
既
に
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
関
す
る
筆

者
の
見
解
は
、
近
く
そ
の
一
部
を
『
大
谷
学
報
」
誌
な
ど
に
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
論
究
の
仔
細
は
今
後
の
別
槁
に
讓
る
と
し
て
結
論

め
い
た
見
通
し
を
述
べ
て
本
稿
の
結
び
に
か
え
た
い
。

仏
教
教
理
の
研
究
に
際
し
て
は
い
つ
も
教
と
理
の
区
別
が
問
題
と
な
る
。
智
顎
は
「
教
は
理
を
詮
わ
し
物
（
衆
生
）
を
化
す
る
を
以
て

義
と
為
す
」
と
い
い
、
教
は
理
を
詮
顕
し
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
智
顎
は
そ
の
教
を
蔵
・
通
・
別
・
円
の
四
教
に
分
け
『
法
華
経
』

む
す
び

1戸
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を
以
て
純
ら
円
教
を
説
く
も
の
と
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
『
法
華
経
」
が
他
の
諸
経
典
に
卓
越
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他

の
経
典
の
所
説
は
未
だ
究
寛
な
も
の
で
は
な
い
と
退
け
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
ら
は
「
法
華
経
」
が
明
か
す
最
高
の
真
理
に
至
る
た
め
に
ど

う
し
て
も
必
要
な
道
程
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
よ
り
高
次
の
立
場
か
ら
絶
対
的
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他

の
一
切
の
経
典
が
最
終
的
に
到
達
す
べ
き
終
極
を
示
し
た
の
が
『
法
華
経
」
で
あ
る
か
ら
他
の
諸
経
典
は
完
全
で
は
な
い
が
、
そ
の
帰
着

す
べ
き
究
極
（
出
世
本
懐
）
を
顕
す
『
法
華
経
」
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
『
法
華
経
」
が
純
ら
明
ら

か
に
す
る
円
教
の
思
想
は
他
の
低
劣
な
蔵
・
通
・
別
の
三
教
の
帰
結
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
他
の
諸
経
典
も
つ
い
に
は
最
高
の
円
教
に

包
摂
さ
れ
る
。
か
か
る
意
趣
を
表
明
し
た
智
顎
の
五
時
八
教
の
教
判
で
は
、
教
の
説
者
で
あ
る
仏
の
意
図
と
所
被
の
衆
生
の
機
と
の
関
係

に
深
い
考
察
を
な
し
て
い
る
。
智
顔
の
仏
教
に
は
迷
妄
の
凡
夫
を
は
じ
め
一
切
衆
生
が
仏
と
同
様
な
性
を
具
し
て
い
る
と
の
確
信
が
あ
る
。

そ
こ
で
智
頷
の
一
乗
思
想
の
基
軸
に
は
常
に
機
の
向
上
・
救
済
の
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
。

法
蔵
は
智
顎
よ
り
も
ほ
ぼ
百
年
の
後
輩
で
あ
り
、
法
蔵
が
生
ま
れ
た
翌
々
年
に
は
玄
葵
が
前
後
十
七
年
に
亙
る
イ
ン
ド
留
学
か
ら
帰
国

し
精
力
的
に
琉
伽
唯
識
の
仏
教
の
紹
介
に
つ
と
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
た
法
蔵
は
、
先
に
智
顎
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た

整
然
た
る
一
乗
仏
教
の
教
観
理
論
を
学
ん
だ
う
え
で
、
更
に
玄
芙
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
か
ら
将
来
さ
れ
た
級
密
な
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
三

乗
仏
教
の
経
論
に
接
し
た
。
智
顎
が
「
法
華
経
」
に
基
づ
い
て
一
乗
仏
教
を
大
成
し
た
と
こ
ろ
に
玄
英
が
三
乗
仏
教
を
も
た
ら
し
、
新
旧

の
仏
教
が
合
流
す
る
甚
だ
複
雑
な
状
況
の
真
っ
直
中
に
法
蔵
は
立
っ
て
い
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
旧
仏
教
を
代
表
す
る
智
頷
は
一
乗
仏
教
の
教
学
を
大
成
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
が
、
そ
の
教
学
は
必
ず
し
も
経
典
や

論
書
を
理
論
的
・
客
観
的
に
解
釈
し
て
達
成
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
智
顎
は
自
己
の
独
断
に
よ
っ
て
新
た
な
教
説
を
加
上
し
た

の
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
『
法
華
文
句
」
に
「
二
の
句
、
心
に
入
り
観
を
成
ず
る
が
故
に
観
と
経
と
合
す
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
智
顎
の
領
解
は
既
に
経
典
に
含
ま
れ
て
い
る
義
理
を
宗
教
的
実
践
を
通
じ
て
詮
明
に
し
た
の
で
あ
る
。
智
顎
が
「
幸
い
に
修

多
羅
に
合
う
」
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
蔵
の
時
代
に
は
、
旧
訳
を
不
正
と
な
す
玄
檗
・
基
の
琉
伽
唯
識
仏
教
が
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全
盛
で
あ
り
、
時
代
思
潮
と
し
て
新
訳
経
論
の
厳
密
な
解
釈
を
無
視
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
思
潮
の
反
映
と

し
て
法
蔵
に
は
、
経
論
の
一
宇
一
句
を
窓
に
し
な
い
精
綴
な
語
義
解
釈
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
智
頷
の
時
代
の
よ
う
に
旧
訳
の
経
論
に
よ

る
達
意
的
な
解
釈
は
も
は
や
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
西
域
の
血
統
を
引
く
法
蔵
は
、
こ
の
風
潮
に
乗
じ
て
梵
語
の
知
識
を
養

い
、
時
代
的
な
課
題
に
応
え
て
新
訳
仏
教
の
摂
取
に
努
め
な
が
ら
三
乗
と
一
乗
の
調
和
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
に
は
こ
の
よ
う
な

背
景
が
あ
っ
て
智
顎
の
よ
う
な
経
論
の
文
句
を
達
意
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
は
採
用
で
き
な
か
っ
た
。
法
蔵
と
し
て
は
新
訳

も
旧
訳
も
仏
教
で
あ
り
、
共
に
「
教
」
で
あ
る
か
ら
同
じ
価
値
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
教
」
に
一
乗
と
三
乗
と
い
う
根
本

的
な
対
立
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
は
「
教
」
の
立
場
か
ら
の
み
で
は
解
決
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も

「
教
」
が
興
る
根
元
に
ま
で
考
察
を
す
す
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
法
蔵
は
智
顎
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
訳
の
論
書
を
巧

み
に
利
用
し
て
趣
寂
の
二
乗
が
回
心
す
る
こ
と
を
論
証
し
一
乗
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
そ
も
そ
も
一
二
乗
が
生
ず
る
根
元
の
一
乗

を
提
示
し
た
。
智
顎
は
「
法
華
経
」
を
拠
り
所
と
し
て
方
便
思
想
を
巧
み
に
用
い
て
三
乗
を
一
乗
に
統
一
し
た
の
に
対
し
て
法
蔵
は
「
華

厳
経
」
に
基
づ
い
て
一
二
乗
が
興
る
根
元
を
明
ら
か
に
し
一
乗
の
内
実
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
仏
教
思
想
史
か
ら
す
れ
ば
智
顎
に
よ

っ
て
大
成
さ
れ
た
一
乗
仏
教
を
完
成
し
た
の
が
法
蔵
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
。

注
記

①
拙
稿
「
法
蔵
に
お
け
る
「
大
乗
起
信
論
義
記
』
撰
述
の
意
趣
」
（
関
西
大
学
「
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
二
八
号
・
平
成
七
年
三
月
刊
）
参
照
。

②
「
大
正
大
蔵
経
』
巻
五
十
「
史
伝
部
」
所
収
の
智
韻
の
伝
記
と
し
て
は
、
灌
頂
の
『
晴
天
台
智
者
大
師
別
伝
』
（
大
正
五
○
・
一
九
一
上
）
及
び

道
宣
の
『
続
高
僧
伝
」
巻
十
七
「
習
禅
篇
」
の
「
階
国
師
智
者
天
台
山
国
清
寺
釈
智
顎
伝
」
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
法
蔵
の
伝
記
は
、
閻
朝

陰
の
「
大
唐
大
薦
福
寺
故
大
徳
康
蔵
法
師
之
碑
』
（
大
正
五
○
・
二
八
○
中
）
、
崔
致
遠
の
『
唐
大
薦
福
寺
故
寺
主
翻
経
大
徳
法
蔵
和
尚
伝
」
（
大
正

五
○
・
二
八
○
下
）
、
賛
寧
の
『
宋
高
僧
伝
」
巻
五
「
義
解
篇
」
の
「
周
洛
京
仏
授
記
寺
法
蔵
伝
」
（
大
正
五
○
・
七
一
一
三
上
）
が
あ
る
。
な
お
右
以

下
の
諸
伝
記
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
」
の
第
二
章
「
智
顎
伝
研
究
の
資
料
」
及
び
吉
津
宜
英
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研

究
』
の
第
二
章
「
法
蔵
の
伝
記
と
著
作
」
を
参
照
。
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④
紹
興
十
九
（
二
四
九
）
年
に
華
厳
宝
塔
教
院
の
義
和
が
記
し
た
『
法
蔵
和
尚
伝
」
賊
文
に
「
吾
柤
賢
首
国
師
伝
欠
如
、
遍
捜
雌
得
而
伝
写
誰
舛

攻
証
不
行
、
遂
獲
高
麗
善
本
」
（
大
正
五
○
・
二
八
六
中
）
と
あ
る
。

⑤
法
蔵
の
「
華
厳
三
昧
観
」
は
南
条
文
雄
博
士
と
楊
仁
山
居
士
の
努
力
に
よ
っ
て
「
発
菩
提
心
章
』
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ

の
経
緯
は
金
陵
刻
経
処
本
に
付
さ
れ
た
序
お
よ
び
識
語
に
詳
し
い
。

⑥
智
顎
『
摩
訶
止
観
』
巻
七
上
（
大
正
四
六
・
九
七
上
）
参
照
。

⑦
崔
致
遠
は
「
賢
首
」
を
法
蔵
の
字
と
な
し
て
い
る
。
『
法
蔵
和
尚
伝
』
（
大
正
五
○
・
二
八
一
上
）
参
照
。

⑧
閻
朝
陰
の
『
碑
文
』
（
大
正
五
○
・
二
八
○
中
）
及
び
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
の
実
叉
難
陀
（
大
正
五
五
・
五
六
六
上
）
、
弥
陀
山
（
同
五

六
六
下
）
、
義
浄
（
同
五
六
八
下
）
、
菩
提
流
志
（
同
五
七
○
下
）
等
の
項
を
参
照
。

⑨
崔
致
遠
『
法
蔵
和
尚
伝
』
（
大
正
五
○
・
二
八
二
中
）
参
照
。

⑩
智
頻
『
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
一
中
）
参
照
。

⑪
灌
頂
『
智
者
大
師
別
伝
』
（
大
正
五
○
・
一
九
二
上
）
参
照
。

⑫
灌
頂
『
智
者
大
師
別
伝
』
（
大
正
五
○
・
一
九
三
中
）
参
照
。

⑬
智
頴
「
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
二
六
中
）
参
照
。

⑭
崔
致
遠
『
法
蔵
和
尚
伝
』
（
大
正
五
○
・
二
八
二
下
）
参
照
。

⑮
法
蔵
『
華
厳
経
縁
起
』
（
大
正
五
一
・
一
七
二
中
）
参
照
。

⑯
智
頻
「
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
一
三
二
中
）
参
照
。

⑰
崔
致
遠
『
法
蔵
和
尚
伝
』
（
大
正
五
○
・
二
八
一
中
）
参
照
。

⑬
智
顎
と
慧
思
と
の
出
逢
い
に
つ
い
て
は
、
灌
頂
『
智
者
大
師
別
伝
』
（
大
正
五
○
・
一
九
一
下
）
・
道
宣
『
続
高
僧
伝
」
（
大
正
五
○
・
五
六
四

③
賛
寧
の
『
宋
高
僧
伝
』
は
、
会
昌
の
法
難
や
唐
末
五
代
の
戦
乱
な
ど
の
た
め
資
料
の
収
集
に
遺
憾
な
点
が
あ
り
、
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』
に
比
べ

る
と
き
資
料
の
取
り
扱
い
は
甚
だ
杜
撰
で
あ
る
。
賛
寧
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
法
蔵
は
、
最
初
、
玄
美
の
訳
場
に
あ
っ
た
が
意
見
が
合
わ
ず
退
出
し

た
と
い
う
が
、
玄
葵
の
寂
し
た
と
き
（
六
六
四
）
に
法
蔵
は
二
十
一
歳
で
出
家
以
前
で
あ
る
。
ま
た
賛
寧
は
閻
朝
陰
の
『
碑
文
」
す
ら
参
照
し
て
は

い
な
い
。
賛
寧
は
法
蔵
の
寂
年
に
つ
い
て
何
ら
の
記
録
も
な
い
が
、
も
し
「
碑
文
』
を
参
照
し
て
お
れ
ば
先
天
元
年
十
一
月
十
四
日
に
大
薦
福
寺
で

寂
し
た
と
記
す
は
ず
で
あ
る
。
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中
）
・
『
国
清
百
録
』
九
十
三
所
収
の
柳
顧
言
『
天
台
国
清
寺
智
者
禅
師
碑
文
』
（
大
正
四
六
・
八
一
七
中
）
な
ど
参
照
。

⑲
『
国
情
百
録
』
（
大
正
四
六
・
八
一
七
中
）
参
照
。

⑳
灌
頂
『
智
者
大
師
別
伝
』
（
大
正
五
○
・
一
九
三
上
）
等
参
照
。
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