
一
九
九
三
年
七
月
と
一
九
九
四
年
（
時
期
未
定
）
の
二
回
に
わ

た
っ
て
、
「
仏
教
と
仏
教
研
究
に
お
け
る
権
威
の
源
泉
命
○
日
８
の
旦

缶
巨
昏
○
国
ｑ
旨
国
匡
目
冨
⑱
日
四
国
。
国
Ｐ
Ｑ
Ｑ
冒
鼻
の
呂
○
匿
拭
普
君
）
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
ル
イ
ス
・
○
．
、
コ
メ
ッ
教
授
に
よ

る
大
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
が
開
講
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ゞ
コ
メ
ッ
教

授
の
方
法
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
今
回
の
特
別
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ

や
そ
の
意
図
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

、
コ
メ
ッ
教
授
は
す
で
に
何
度
か
大
谷
大
学
に
来
ら
れ
、
研
究
や

講
演
を
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
一
九
八
七
年
六
月
に
は
、
大
谷
大

学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
学
術
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
私
に
と
っ
て
仏
教
研
究
と
は
何
か
」
の
講
師
と
し
て
、
仏

教
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
話
を
さ
れ
て
い
る
の
で
、
記
憶
し
て
お

ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
の
話
は
、
解
釈
学
に
基

ゴ
メ
ヅ
教
授
に
よ
る
大
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て

Ｉ
仏
教
と
仏
教
研
究
に
お
け
る
権
威
の
源
泉
Ｉ

づ
い
て
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
を
捉
え
た
う
え
で
（
即
ち
、
テ
キ

ス
ト
は
本
来
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
読
者
た
ち
が
そ
こ
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
受
け
取
る
た
め
の
媒
介
に
過
ぎ
な
い
）
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
既
知
と
さ
れ
る
内
容
に
批
判
的
懐
疑
的

に
立
ち
向
か
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
な
方
法
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま

な
文
脈
の
中
で
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
隠
さ
れ
た
意
味
を
正
し
く
理
解

す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
ゴ
メ
ッ
教

授
が
仏
教
に
対
し
て
新
た
な
研
究
方
法
を
模
索
し
て
い
る
一
端
が

示
さ
れ
て
い
る
。

近
代
の
仏
教
学
は
文
献
学
的
方
法
を
基
礎
に
し
て
行
わ
れ
て
き

た
。
そ
の
方
法
と
は
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
を
批
判
的
に
校
訂
し
、

そ
の
校
訂
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
異
訳
や
注
釈
害
、
関
連
文
献
な
ど

を
参
照
し
な
が
ら
歴
史
的
思
想
史
的
考
慮
の
下
で
読
解
し
て
い
く

－－
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も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
そ
の
内
容
（
意

味
）
を
歴
史
的
で
は
あ
る
が
客
観
的
な
事
柄
、
即
ち
一
義
的
な
も

の
と
し
て
前
提
し
、
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
正
確
に
解
釈
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
解
釈
す
る
」
あ
る
い
は
「
理
解
す
る
」
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
？
解
釈
学
が
展
開
さ
れ
て
く
る
中
で
明
ら
か
に

さ
れ
る
よ
う
に
、
解
釈
す
る
側
の
主
観
性
、
歴
史
性
を
無
視
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
我
為
は
何
か
を
解
釈
（
理
解
）
す
る
場
合
、

言
語
を
媒
介
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
言
語
に
よ
っ
て
し
か
あ
ら

ゆ
る
事
柄
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
解
釈
（
理
解
）
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
言
っ
た
ぼ
う
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
我
々
が
習

得
し
保
持
し
て
い
る
言
語
は
歴
史
的
に
限
定
を
受
け
て
お
り
、
し

か
も
絶
え
ず
新
た
な
事
柄
に
出
会
う
こ
と
、
即
ち
解
釈
（
理
解
）

す
る
こ
と
に
よ
り
絶
え
ず
変
化
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
新
た
な
も
の
と
し
て
組
み
直
さ
れ
て
い
る

言
語
の
構
造
を
我
々
は
意
識
下
に
持
ち
そ
の
言
語
の
構
造
を
基
盤

に
し
て
解
釈
（
理
解
）
が
な
さ
れ
る
の
で
、
我
々
が
別
の
時
代
・

地
域
の
言
語
で
表
現
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
出
会
い
、
そ
れ
を
解
釈

す
る
と
き
に
も
、
我
々
の
側
の
主
観
性
歴
史
性
を
離
れ
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
言
語
の
文
法
、

語
義
を
習
得
し
、
そ
の
文
化
的
背
景
な
ど
を
知
る
こ
と
に
よ
り
テ

キ
ス
ト
の
解
釈
を
限
定
し
て
い
く
に
つ
れ
、
そ
の
主
観
性
歴
史
性

の
程
度
は
小
さ
く
な
り
理
解
の
共
通
部
分
は
大
き
く
な
っ
て
い
く

が
、
そ
の
度
合
い
は
期
待
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
テ
キ

ス
ト
と
読
者
の
相
互
依
存
関
係
は
一
つ
の
円
環
、
よ
り
正
確
に
は

一
つ
の
渦
巻
き
《
《
ｇ
胃
己
》
〕
を
形
成
す
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
次
第
に
解
釈
（
理
解
）
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い

る
が
、
一
つ
の
普
遍
的
な
意
味
に
収
束
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
伝
統
的
な
解
釈
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
時
代
の
一
つ
の
解
釈
で

あ
り
、
あ
る
一
つ
の
文
脈
に
お
け
る
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
は
本
来
多
様
な
意
味
を
持
ち
得
る
の
で
あ
り
、
読
者

と
の
関
係
の
な
か
で
読
ま
れ
解
釈
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
仏
教
学
で
対
象
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
も
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
っ
た
時
代
的
社
会
的
文
化
的
状
況
の
な
か
で
解
釈
さ
れ

て
き
た
、
あ
る
い
は
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
に
お
け
る
学
問
的
方
法
と
は
、

テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
過
程
の
中
で
そ
の
文
脈
に
合
理
的
な
限
定

を
加
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
別
な
視
点
を
持
ち
込
む
こ

と
も
有
効
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
補
佐
を
勤
め
る
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
秋
に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
を
訪
れ
て
直
接
ゴ
メ

ワ
ョ

ハ
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ヅ
教
授
の
講
義
を
聴
講
す
る
機
会
を
得
た
。
講
義
は
学
部
と
大
学

院
共
通
で
、
授
業
テ
ー
マ
は
「
天
と
地
獄
に
関
す
る
仏
教
の
見

解
（
胃
目
旨
黒
ぐ
国
○
国
鋤
。
ご
房
騨
ぐ
の
．
沙
且
国
の
三
‐
｜
で
あ
っ
た
。

テ
キ
ス
ト
は
○
○
弓
①
戸
冒
ご
｝
閂
陣
目
四
丙
四
丙
匡
普
①
烏
ペ
ヰ
四
易
．

団
員
§
ミ
ミ
鼻
ミ
ミ
急
討
蕊
国
罰
．
困
旨
鼻
昌
ゞ
国
員
§
量
Ｇ
２
‐

ミ
ミ
晶
旨
Ｆ
・
両
．
曾
冒
ぐ
目
》
ｂ
自
尋
ゞ
ミ
詩
こ
等
ｓ
員
尋
、
き
ミ
．

で
あ
る
が
、
最
初
の
二
カ
月
位
は
序
論
と
し
て
神
話
や
宇
宙
論
に

つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
特
に
文
化
人
類
学
関
係
の
論
文

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
、
罰
．
シ
・
の
ロ
弓
①
号
門
》
【
《
目
匡
国
宮
口
函
建
貝
○
巨
警
ｏ
昌
冒
門
①
め
表

弔
．
い
○
○
ず
①
ロ
》
《
《
目
冨
○
且
①
、
具
冒
く
苫
・
ゞ
》
】
・
脚
の
昌
詳
戸
《
《
巨
四
も

肘
‐
ご
鼻
冨
同
詳
○
ｑ
安
富
．
口
○
匡
哩
儲
》
・
《
目
胃
日
①
四
凰
品
且
目
算
ロ

葛
詳
曰
名
の
ｇ
巴
門
臥
閂
①
ロ
ｏ
①
８
Ｆ
騨
○
①
印
蔚
ｑ
鈩
臼
の
急
巴
表

言
．
ロ
。
画
侭
閂
Ｑ
国
昌
の
Ｈ
ご
》
○
尋
ミ
、
、
。
、
奇
】
ぃ
ミ
ミ
雷
目
訂

昌
馬
具
§
言
巽
旨
．
甸
○
ｐ
ｏ
ゅ
匡
岸
』
《
《
目
曽
昏
ｐ
ｐ
ｑ
宮
君
閂
崇
な

ど
で
あ
る
。
文
化
人
類
学
な
ど
で
培
わ
れ
て
き
た
基
本
的
な
考
え

方
を
も
っ
て
、
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
に
現
わ
れ
る
当
該
問
題
を
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

文
化
人
類
学
は
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
異
な
っ
た
文
化
を

解
釈
（
理
解
）
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
人
類
学
が
対

象
と
す
る
文
化
事
象
は
、
狭
い
意
味
の
言
語
的
な
も
の
ば
か
り
で

は
な
く
、
儀
式
、
制
度
、
風
習
な
ど
の
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
た
も
の

も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
一
面
で
は
、
こ
れ
ら
も
ま
た
広
い
意
味
で

の
言
語
の
構
造
に
関
わ
り
、
相
互
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
文
化
全
体
の
基
盤
と
し
て
言
語
的
な
構
造
が
前
提
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
文
化
的
諸
事
象
に

は
そ
の
時
の
言
語
的
な
構
造
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
文
化
人
類
学
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
文
化
全
体
、

あ
る
い
は
個
々
の
事
象
に
対
す
る
捉
え
方
は
、
文
化
事
象
の
一
つ

の
現
わ
れ
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
も
、
合
理
的
に
文
脈
を
限

定
す
る
も
の
と
し
て
有
効
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

文
化
人
類
学
は
文
化
を
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
有
機
的
な
総
体
と

し
て
捉
え
る
中
で
、
そ
の
骨
格
と
な
る
宗
教
や
宇
宙
観
な
ど
を
解

釈
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
神
話
が
注
目
さ
れ
、
宗
教
や
宇
宙
観
な

ど
の
伝
承
、
保
持
に
は
神
話
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
神
話
は
物
語
の
《
ゞ
口
肖
国
威
ぐ
①
》
』
形
態

を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
全
体
に
占
め
る
神
話
の
意
味

や
重
要
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
い
く
と
、

古
来
か
ら
の
仏
教
の
学
習
の
片
寄
っ
た
傾
向
に
気
づ
く
。
宗
教
的

な
真
理
を
表
現
し
保
存
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
論
理
的
哲
学
的
な

表
現
を
好
み
、
物
語
的
な
表
現
を
軽
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ

の
傾
向
を
見
直
す
こ
と
は
、
特
に
物
語
的
な
形
態
を
持
っ
た
経
典

QO
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な
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
そ
れ
を
新
た
な
文
脈
の
中
で
解
釈
す

る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

ゴ
メ
ッ
教
授
は
今
回
の
特
別
セ
ミ
ナ
ー
に
対
し
て
ご
自
身
で
序

論
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
（
『
大
谷
学
報
」
ｚ
○
．
愚
‐
』
〈
一
九
九
三
年
四

月
発
行
予
定
〉
に
掲
載
予
定
）
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
何
年
か
に
わ

た
り
、
従
来
の
仏
教
研
究
の
あ
り
方
に
対
し
て
幾
つ
か
の
疑
問
点

を
持
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
．
一
つ
に
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
仏
教
研
究
に
お
け
る
物
語
的
な
表
現
の
軽
視
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
仏
教
研
究
が
人
文
科
学
の
他
の
分
野
で
主
流
と
な
っ
て
い
る

批
判
理
論
員
・
儲
昌
ｏ
巴
昏
の
○
ｑ
ゞ
》
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
二
つ
に
は
、
前
項
と
も
関
係
す
る
が
、
西
洋
的
な
歴
史
（
進

歩
）
主
義
に
ま
と
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
物

語
的
に
表
現
さ
れ
た
真
理
の
代
用
と
し
て
、
無
意
識
に
論
理
的
哲

学
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
り
乱
用
し
た
り
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
物
語
的
な
表
現
は
単
に
論
理
的
哲
学
的
な
表
現
の
根

拠
と
し
て
し
か
見
ず
、
そ
の
物
語
的
な
テ
キ
ス
ト
が
唱
え
る
真
理

（
そ
れ
自
身
の
文
脈
に
お
け
る
意
味
）
を
正
し
く
見
る
こ
と
が
出

来
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
長
く
続
い
て
い
る
非
神
話
化
の
伝
統
の

た
め
で
あ
ろ
う
。
三
つ
に
は
、
現
代
の
仏
教
理
解
に
お
け
る
世
俗

勝
義
の
二
諦
説
の
使
用
の
仕
方
で
あ
る
。
一
方
で
論
理
的
で
説
得

力
の
あ
る
議
論
、
他
方
で
議
論
の
余
地
の
な
い
絶
対
的
な
主
張
に

関
し
て
、
二
諦
説
の
窓
意
的
な
使
用
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
点
は
、
仏
教
に
お
い
て
〃
権
威
″
を
主
張
し
た

り
確
立
し
た
り
す
る
こ
と
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
フ
ー

コ
ー
（
旨
．
蜀
○
信
８
旨
岸
）
な
ど
の
著
作
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
三
つ
は
意
味
と
権
威
の
相
互
関
係
を
探
求
す
る
こ
と
に
繋
が

る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、

単
に
仏
教
研
究
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
問
題
に
限
ら
れ
る
の
で
は

な
く
我
々
が
意
味
と
権
威
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
り
上
げ
て
い
る

の
か
と
い
う
幅
広
い
問
題
の
一
例
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
通
し
て
多
分
、
哲
学
的
解
釈
学
の
広
範
な
現

代
的
問
題
も
語
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ゴ
メ
ッ
教
授
は
今
回
の
特
別
セ

ミ
ナ
ー
を
〃
権
威
″
と
い
う
テ
ー
マ
を
巡
っ
て
な
さ
ろ
う
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
権
威
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
の
知
的
サ
ー
ク
ル
の

中
で
も
関
心
を
引
い
て
い
る
現
代
的
な
問
題
で
あ
る
。
権
威
と
い

う
問
題
の
探
求
は
仏
教
の
伝
統
の
探
求
に
光
明
を
も
た
ら
し
、
逆

に
、
仏
教
の
伝
統
の
探
求
は
権
威
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
我
々
の

一
般
的
な
理
解
に
光
明
を
，
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
、
と
も
言
わ
れ
る
。

紙
幅
の
関
係
で
簡
単
な
紹
介
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
詳
し
く
は
、

ゴ
メ
ッ
教
授
ご
自
身
が
特
別
セ
・
「
ナ
ー
に
対
す
る
序
論
を
書
い
て

お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
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