
趙
宋
時
代
に
入
っ
て
仏
教
は
民
衆
主
体
の
も
の
と
な
り
、
浄
土

教
に
於
て
も
人
女
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
期
し
て
数
多
く
の

念
仏
会
が
結
ば
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
に
は
長
寿
や
安
楽
な
世
界

を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
者
も
少
な
か
ら

ず
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
世
俗
的
欲
求
を
か
な
え
る
所
と
し
て
の

浄
土
理
解
は
、
結
局
巧
利
的
自
我
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に

す
ぎ
ず
、
無
自
覚
な
我
心
を
温
存
さ
せ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
に
対
し
て
、
浄
土
は
如
何
に
我
点
の
深
識

に
関
係
し
て
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
、
禅
の
法
や
天
台
的
観
法
に
よ
っ
て
浄
土
を
理
解
し
よ
う
と

①

い
う
気
運
が
高
ま
っ
た
。
前
者
を
代
表
す
る
の
が
永
明
延
寿
で
あ

り
、
後
者
は
四
明
知
礼
で
あ
る
。
知
礼
（
九
六
○
’
一
○
二
八
）

は
趙
宋
時
代
の
天
台
宗
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
り
、
彼
は
唐
末
五

一
問
題
の
所
在

『
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
紗
』
の
撰
述
背
景
を
め
ぐ
る
一
考
察

代
の
戦
乱
や
破
仏
に
よ
っ
て
衰
微
し
た
天
台
宗
を
復
興
さ
せ
、
智

韻
や
湛
然
の
表
現
し
て
い
な
い
数
々
の
独
創
的
な
学
説
を
発
表
し

て
い
る
。
『
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
抄
』
（
以
下
『
妙
宗
紗
』
と
略
す
）

は
知
礼
示
寂
の
七
年
前
の
一
○
二
一
年
に
撰
述
さ
れ
て
お
り
、
本

書
は
天
台
宗
の
立
場
か
ら
浄
土
教
に
つ
い
て
解
釈
を
施
し
て
い
る

代
表
的
な
書
で
あ
る
。

②

従
来
、
こ
の
『
妙
宗
抄
』
の
批
判
の
対
象
と
し
て
、
孤
山
智
円

③

や
善
導
の
教
学
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
拙
論
で
は
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
知
礼
に
係
わ
り
を
持
っ
て
趙
宋
時
代
に
浄
土

教
を
鼓
吹
し
た
諸
師
の
浄
土
教
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
広
い
視
野
か
ら
『
妙
宗
抄
』
の
撰
述
背
景
に
つ
い
て
再
確

認
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
知
礼
は
『
妙
宗
紗
』
の
序
文
に
お
い
て
『
妙
宗
紗
』
撰
述
詔

に

二
『
妙
宗
紗
』
以
前
の
諸
師
の
浄
土
教

柏

倉
明
裕



の
理
由
と
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
経
義
疏
人
稀
二
浄
報
一
故
説
聴
者
多
突
。
所
し
稟
宝
雲
師
首

製
二
記
文
一
相
沿
至
レ
今
著
述
不
し
絶
。
皆
宗
二
智
者
一
豈
有
乙
不
レ

知
下
修
二
心
妙
観
一
感
二
四
浄
土
一
文
義
上
者
軍
。
良
以
二
感
し
物
情

深
適
し
時
智
巧
討
故
多
談
一
一
事
相
一
少
示
二
観
門
元
務
在
三
下
几
普

需
二
縁
種
一
（
中
略
）
適
し
時
之
巧
非
二
我
所
で
能
。
願
共
二
有
情
一

即
し
心
念
し
仏
乃
此
妙
所
二
以
作
一
也
。
（
大
正
、
三
七
、
一
九
五
、
ａ
）

つ
ま
り
当
時
の
天
台
宗
内
で
は
浄
土
教
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、

『
観
経
』
や
そ
の
註
釈
害
で
、
智
顎
の
講
説
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ

④

て
い
る
『
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
（
い
わ
ゆ
る
「
天
台
疏
』
）
に
つ

い
て
の
講
説
や
聞
法
が
数
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
知
礼
の
師
で
あ

る
宝
雲
義
通
が
『
観
経
疏
記
』
を
製
し
て
以
来
、
「
妙
宗
抄
』
が

撰
述
さ
れ
る
ま
で
多
数
の
著
述
が
な
さ
れ
た
が
、
全
て
智
顎
を
宗

と
し
な
が
ら
も
「
天
台
疏
』
の
経
宗
で
説
か
れ
て
い
る
「
修
心
妙

観
、
感
四
浄
土
」
の
文
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
よ
う

な
著
述
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
の
特
徴
は
良
に
衆

生
を
憐
感
す
る
情
が
深
く
、
時
代
の
欲
求
に
適
っ
た
よ
う
に
説
く

智
が
巧
で
、
事
想
ば
か
り
を
談
じ
、
ほ
と
ん
ど
妙
観
と
い
う
こ
と

を
示
さ
ず
、
如
何
に
下
几
や
一
切
衆
生
が
救
わ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
の
み
を
追
求
し
て
い
る
。
（
中
略
）
時
代
に
適
合
し
て
巧
み
に

説
く
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
立
場
で
は
な
い
の
で
、
願
わ
く
は
有

情
と
共
に
「
即
心
念
仏
」
し
た
い
と
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
こ
の
抄

を
作
述
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
、
撰
述
の
目
的
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
知
礼
に
よ
っ
て
「
良
以
慰
物
情
深
適
時
智
巧
。
故
多
談

事
相
少
示
観
門
。
務
在
下
凡
普
需
縁
種
」
と
表
さ
れ
て
い
る
人
物

と
そ
の
浄
士
教
の
内
容
を
考
察
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
が
、

先
ず
義
通
前
後
か
ら
『
妙
宗
紗
』
に
至
る
ま
で
の
天
台
宗
の
浄
土

教
関
係
の
害
を
列
挙
す
れ
ば
左
記
の
如
く
と
な
る
。
‐

義
通
『
観
経
疏
記
』
（
扶
）

澄
或
『
注
十
疑
論
』
（
供
）

行
靖
「
観
経
疏
記
』
（
快
）

源
渭
「
観
経
疏
顕
要
記
』
（
快
）

文
備
『
四
十
八
願
謂
』
（
供
）
『
九
品
図
』
（
快
）
『
十
六
観

経
科
』
（
快
）

智
円
「
観
経
疏
正
観
記
』
（
快
）
『
阿
弥
陀
経
疏
』
『
浄
土

賛
』
『
故
銭
塘
白
蓮
社
』
等

遵
式
『
往
生
浄
土
骸
願
儀
』
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
等

こ
の
よ
う
に
諸
師
の
著
述
の
ほ
と
ん
ど
が
散
怯
し
て
お
り
、
個
々

の
思
想
を
知
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
が
、
先
ず
趙
宋
天
台
に
至

る
ま
で
の
浄
土
教
の
時
代
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
一
つ

一
つ
紐
解
い
て
い
き
た
い
。

Ｊ二
中
国
浄
土
教
の
魁
は
実
に
東
晋
時
代
の
慧
遠
で
あ
る
と
い

に
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え
る
。
彼
は
盾
山
に
白
蓮
社
を
結
び
、
般
舟
三
昧
に
よ
る
見
仏
を

期
し
て
お
り
、
趙
宋
時
代
の
念
仏
結
社
の
勃
興
は
こ
の
白
蓮
社
に

範
を
取
る
も
の
で
あ
る
。
慧
遠
以
後
、
浄
土
信
仰
は
各
地
で
興
起

し
、
北
魏
で
は
曇
鴬
が
世
親
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
偶
』
に
註

解
を
施
し
、
石
壁
山
玄
中
寺
に
居
し
て
徒
衆
に
念
仏
を
行
ぜ
し
め

て
い
る
。
晴
か
ら
唐
に
か
け
て
、
浄
影
寺
慧
遠
、
天
台
大
師
智
顎
、

嘉
祥
寺
吉
蔵
は
浄
土
経
典
類
に
も
註
疏
を
著
し
て
仏
や
浄
土
の
種

属
に
つ
い
て
の
分
類
を
行
っ
て
お
り
、
後
世
の
浄
土
教
発
展
の
基

礎
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
道
紳
、
善
導
は
曇
鴬
の
教
旨
を
継
承
し

て
他
力
本
願
の
本
義
を
民
衆
に
鼓
吹
し
、
浄
土
教
が
広
く
大
衆
に

浸
潤
し
て
い
る
。
唐
代
の
浄
土
信
仰
は
丼
州
や
長
安
を
中
心
に
興

隆
し
て
お
り
、
迦
才
や
懐
感
も
長
安
に
居
し
て
浄
土
教
を
宣
布
し

て
い
る
。
中
唐
期
に
は
禅
家
が
隆
盛
を
極
め
、
浄
士
の
教
え
は
愚

人
を
導
く
方
便
虚
妄
の
教
え
で
あ
る
と
提
唱
し
た
た
め
に
、
こ
れ

に
対
し
て
印
度
よ
り
帰
朝
し
た
慈
縣
三
蔵
慧
日
は
痛
烈
な
る
反
撃

を
加
え
て
、
念
仏
往
生
の
要
を
主
張
し
て
い
る
。
次
い
で
承
遠
＄

五
会
念
仏
を
説
い
た
法
照
、
三
世
仏
通
念
を
弘
宣
し
た
飛
錫
等
も

慈
慰
の
説
を
継
承
し
て
禅
宗
の
空
見
に
堕
し
た
万
行
廃
捨
説
を
排

斥
し
、
禅
浄
戒
併
修
の
実
践
的
浄
土
教
を
閻
明
し
て
お
り
、
こ
の

こ
と
は
宋
代
の
浄
土
教
の
礎
と
な
っ
て
い
る
。
会
昌
の
廃
仏
（
八

四
二
’
八
四
五
）
や
唐
末
五
代
の
戦
乱
を
経
て
、
諸
宗
の
典
籍
の

多
く
は
散
逸
し
、
昔
日
の
如
き
盛
観
は
失
わ
れ
た
が
、
民
衆
に
浸

透
し
て
い
た
浄
土
教
は
比
較
的
影
響
が
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

特
に
江
南
の
地
方
は
呉
越
王
銭
氏
が
唐
末
五
代
の
約
百
年
に
わ
た

っ
て
そ
の
地
を
治
め
て
仏
教
を
擁
護
し
て
い
た
た
め
、
戦
禍
を
受

け
る
こ
と
が
少
な
く
、
従
来
の
長
安
洛
陽
を
中
心
と
し
た
仏
教
が
、

杭
州
を
中
心
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
少
康
（
’
八
○
五
）

は
断
江
省
の
烏
龍
山
に
浄
土
道
場
を
建
て
て
衆
を
集
め
て
曲
韻
を

附
し
て
仏
名
を
唱
え
し
め
て
お
り
、
後
善
導
と
仰
が
れ
て
い
た
。

省
常
（
九
五
九
’
一
○
二
○
）
は
臓
山
慧
遠
に
倣
っ
て
念
仏
結
社

を
結
び
、
以
後
江
湖
地
方
で
は
浄
行
社
、
白
蓮
社
、
浄
業
社
、
西

帰
社
、
繋
念
社
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
念
仏
結
社
が
数
多
く
結
ば

れ
、
遵
式
や
知
礼
も
念
仏
会
を
催
し
て
い
る
。
天
台
、
禅
、
律
等

の
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
が
念
仏
会
を
設
け
て
、
自
宗
の
教
学
に
よ
っ

て
浄
土
教
を
解
釈
し
、
宣
布
し
て
い
る
た
め
、
浄
土
教
と
諸
宗
と

の
間
に
融
合
化
、
合
行
化
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が

当
時
の
浄
土
教
の
特
色
と
な
っ
て
い
く
。
以
後
易
行
道
、
浄
土
門

と
し
て
の
浄
土
教
の
純
粋
性
は
次
第
に
薄
れ
て
、
隅
宗
と
い
う
位

置
付
け
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
趙
宋
天
台
の
浄
土
教
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
物
と
し

て
永
明
延
寿
が
あ
る
。

Ｊ三
永
明
延
寿
（
九
○
四
’
九
七
五
）
は
智
覚
禅
師
と
称
さ
れ
、

に
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法
眼
禅
の
第
三
祖
を
嗣
い
で
い
る
が
、
常
に
浄
土
教
を
以
て
民
衆

⑤

を
教
化
し
、
蓮
社
七
祖
の
一
人
と
し
て
賛
仰
さ
れ
て
い
る
人
物
で

あ
る
。
延
寿
は
永
明
に
住
す
以
前
は
天
台
山
で
禅
を
修
し
て
お
り
、

彼
の
師
で
あ
る
徳
紹
も
天
台
山
に
居
し
て
い
た
た
め
、
両
者
は
知

⑥

礼
以
前
の
天
台
諸
師
と
の
関
係
が
深
い
。

延
寿
の
浄
土
教
関
係
の
著
書
と
し
て
『
智
覚
禅
師
自
行
録
』
『
万

⑦

善
同
帰
集
』
『
宗
鏡
録
』
『
神
棲
安
養
賦
』
な
ど
が
あ
る
。
『
智
覚

禅
師
自
行
録
』
は
延
寿
が
生
涯
日
課
と
し
て
い
た
百
八
の
仏
事
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
浄
土
教
に
関
係
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
直
接
浄
土
の
行
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
の
は
十
数

箇
所
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
も
十
方
諸
仏
の
一
仏
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
読
諦
す
等
へ
き
浄
土
経
典
と
し
て

具
体
的
経
名
を
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
『
無
量
寿
経
』
『
観

経
』
『
阿
弥
陀
経
』
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
『
万

善
同
帰
集
』
は
一
切
の
所
行
が
唯
心
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
趣

旨
と
し
て
、
浄
土
教
関
係
の
言
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を

通
し
て
、
具
体
的
行
が
一
心
と
い
う
理
に
融
摂
さ
れ
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
『
宗
鏡
録
』
も
浄
土
教
が
華
厳
、
天
台
、
唯
識
等
と

同
様
に
唯
心
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
経
諭
を
以
て
論

述
し
て
い
る
。
延
寿
は
積
極
的
に
浄
士
の
教
え
の
み
を
勧
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
に
と
っ
て
浄
土
教
は
禅
の
唯
心
と
い
う
こ

と
に
摂
ぜ
ら
れ
る
一
つ
の
教
え
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
延
寿
は
浄
土
教
を
以
て
民
衆
を
教
化
し
て
い
る
も
の
の
、
禅

と
浄
土
教
は
対
等
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
浄
土
教
は
理
と

し
て
の
一
心
に
総
摂
さ
れ
る
一
つ
の
教
え
に
す
ぎ
ず
、
禅
の
唯
一

心
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
禅
浄
融
合
が
主
張
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
延
寿
の
浄
土
教
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本

願
へ
の
言
及
や
浄
土
荘
厳
に
対
す
る
賛
嘆
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
五
濁
悪
世
の
現
世
に
流
転
し
続
け
る
我
々
と
い
う
視
点
に

立
脚
し
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
理
の
一
心
と
い
う
こ

と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
故
に
延
寿
の
浄
土
教
は
知
礼
が

『
妙
宗
抄
』
で
い
う
「
良
以
感
物
情
深
適
時
智
巧
。
故
多
談
事
相

少
示
観
門
」
の
も
の
に
は
該
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る

Ｊ四
さ
ら
に
知
礼
以
前
の
天
台
宗
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
れ
ば

ｆ

清
錬
一
義
旗
一
義
通
引
謝

ｌ
志
因
ｌ
晤
恩

１
行
靖

ｌ
宗
星

ｌ
澄
或

ｌ
洪
敏
Ｉ
智
円

ｌ
源
清
一
ｌ
慶
昭

ｌ
文
備

ハハ
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前
・
ヘ
ー
ジ
の
よ
う
に
な
る
。

義
寂
（
九
一
九
’
九
八
六
）
は
平
素
の
所
学
と
し
て
、
天
台
宗

関
係
の
書
の
他
に
併
せ
て
宗
密
の
『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
『
唯
心
法

界
観
』
な
ど
の
華
厳
や
禅
に
つ
い
て
の
書
を
講
じ
て
い
る
。
『
禅

源
諸
詮
集
都
序
』
は
延
寿
も
重
視
し
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
三
宗
の

教
判
を
立
て
て
、
一
心
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
当
時
、
義
寂
、

義
通
と
徳
詔
、
延
寿
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
義
寂

や
義
通
は
天
台
山
に
住
し
て
い
た
徳
珊
や
延
寿
の
影
響
を
少
な
か

ら
ず
受
け
て
い
る
と
推
量
す
る
。
例
え
ば
徳
部
は
智
韻
と
同
姓
の

陳
氏
で
あ
り
、
天
台
教
学
に
も
精
通
し
、
智
顎
の
遺
骸
が
葬
ら
れ

⑧

て
い
る
仏
朧
の
辺
に
居
し
て
い
た
た
め
、
多
く
の
人
々
は
智
顎
の

後
身
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
こ
と
が
、
義
寂
関
係
の
文
献
を

集
め
た
『
宝
雲
振
祖
集
』
（
大
正
、
四
六
、
九
二
九
、
ｂ
）
に
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
義
通
（
九
三
一
’
九
八
八
）
は
高
麗
よ
り
華
厳
や

起
信
を
伝
え
、
初
め
に
徳
詔
を
訪
問
し
て
契
悟
し
、
次
い
で
義
寂

に
謁
し
て
天
台
を
学
ん
で
い
る
。
義
通
は
知
礼
に
法
界
の
次
第
と

円
融
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
も
答
え
が
な
か
っ
た
と
『
行
業
記
』
に

記
載
さ
れ
て
い
る
（
大
正
、
四
六
、
九
一
七
、
ｂ
）
が
、
こ
の
こ
と
は

義
通
が
華
厳
教
学
の
次
第
的
法
界
観
と
天
台
の
円
融
相
即
の
法
界

観
の
相
違
に
つ
い
て
会
通
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め

と
推
測
す
る
。
こ
の
よ
う
な
義
寂
や
義
通
の
、
天
台
と
華
厳
を
共

に
学
ぶ
と
い
う
併
学
、
兼
学
の
学
門
方
法
は
、
法
眼
禅
の
徳
詔
や

延
寿
の
諸
宗
の
経
論
を
用
い
て
禅
の
一
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

い
う
方
法
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
。
知
礼

は
山
外
派
の
、
華
厳
教
学
に
傾
倒
し
た
天
台
教
学
の
理
解
を
批
判

し
、
天
台
教
学
は
智
韻
や
湛
然
の
著
書
の
み
に
よ
っ
て
理
解
す
べ

き
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
知
礼
の
態
度
は
間
接
的
に

師
へ
の
批
判
に
通
ず
る
も
の
と
な
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
浄
土

教
は
義
寂
門
下
が
盛
ん
で
あ
る
と
い
え
る
。
義
通
は
『
観
経
疏

記
』
、
澄
或
は
『
注
十
疑
諭
』
、
行
靖
は
「
観
経
疏
記
』
を
著
し
て

い
る
が
、
全
て
散
供
し
て
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

義
通
は
浄
土
を
我
が
故
郷
と
な
し
て
、
常
に
全
て
の
人
々
を
郷
人

と
呼
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
大
正
、
四
九
、
一
九
一
、
ｃ
）
。
義

通
の
浄
土
思
想
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
智
顎
や
湛
然
の
著

書
の
み
に
よ
っ
て
天
台
教
学
を
理
解
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
義
通

が
、
智
顎
の
一
心
三
観
に
基
づ
い
た
天
台
独
自
の
浄
土
教
を
主
張

し
て
い
た
可
能
性
は
薄
く
、
義
通
が
知
礼
の
『
妙
宗
抄
』
の
批
判

の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
知
礼
は
義
通
に

言
及
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
知
礼
の
首
尾
一
貫
し
て
天

台
教
学
の
純
粋
な
独
自
性
を
追
及
し
て
止
ま
な
い
態
度
に
よ
っ
て

も
、
師
の
義
通
に
直
接
的
で
は
な
い
に
し
る
批
判
的
で
あ
っ
た
と

⑨

見
な
す
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

、 万
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ｊ五
当
時
、
同
じ
天
台
宗
に
属
し
な
が
ら
、
知
礼
を
中
心
に
天

ｆ
台
山
で
活
躍
す
る
山
家
派
と
銭
塘
地
方
を
中
心
に
活
動
し
、
知
礼

に
よ
っ
て
山
外
派
と
乏
称
さ
れ
た
二
つ
の
派
が
存
在
し
て
い
た
。

浄
土
教
は
山
家
、
山
外
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
盛
ん
で
あ
り
、
山

外
派
の
中
で
も
、
源
清
は
『
観
経
疏
顕
要
記
』
、
文
備
は
「
四
十

八
頌
』
「
九
品
図
』
『
十
六
観
経
科
』
、
智
円
は
「
観
経
疏
刊
正
記
』

『
阿
弥
陀
経
疏
』
『
阿
弥
陀
経
疏
西
資
抄
』
『
浄
土
賛
』
『
故
銭
塘

白
蓮
社
碑
文
』
等
の
数
多
く
の
書
を
著
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
書

の
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
て
い
る
が
、
山
外
派
の
中
で
も
中
心
的
な

人
物
で
あ
り
、
現
存
し
て
い
る
言
も
最
も
多
い
智
円
（
九
七
六
’

一
○
二
二
）
と
知
礼
の
『
妙
宗
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
『
妙
宗
紗
」
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
智

円
の
『
観
経
疏
刊
正
記
』
（
以
下
、
『
刊
正
記
」
と
略
す
）
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
通
説
で
あ
っ
た
。
『
刊
正
記
』
は
「
妙
宗
抄
』
の
五

年
前
に
撰
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
は
既
に
散
逸
し
て
そ
の
具
体

的
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
智
円
よ
り
少
し
後
の
霊
芝

元
照
が
「
刊
正
記
』
に
つ
い
て
、
智
円
は
第
九
仏
身
観
を
理
と
な

⑩

し
、
他
の
十
五
観
を
事
と
理
解
し
た
と
記
述
し
て
い
る
た
め
、
江

戸
末
期
の
療
空
等
が
『
妙
宗
抄
』
の
「
多
談
事
相
少
示
観
門
」
と

⑪

は
智
円
の
こ
と
で
あ
る
と
判
じ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
『
妙

宗
抄
』
の
「
多
談
事
相
少
示
観
門
」
と
は
、
観
法
よ
り
も
「
悪
物
」

「
適
時
」
の
事
相
を
中
心
に
説
く
こ
と
で
あ
る
が
、
智
円
の
場
合
、

事
理
と
は
、
第
九
仏
身
観
を
理
と
し
、
他
の
十
五
観
の
事
の
根
源

と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
事
よ
り
も
根
源
的
理
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
。
智
円
の
教
学
の
中
で
は
事
と
理
の
関
係
を

論
ず
る
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
先
ず
第
一
に
観
念
的
な
諸
法
の
根
‐

本
と
し
て
の
普
遍
的
な
理
性
心
性
を
立
て
て
、
そ
の
理
性
と
現
象

界
の
事
相
と
の
関
係
を
、
理
か
ら
の
発
生
と
理
へ
の
帰
入
を
以
て

論
じ
る
こ
と
が
中
心
教
学
と
な
っ
て
い
る
。

智
円
は
こ
の
事
と
理
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
浄
土
教
に
展
開
さ

せ
て
い
る
。
諸
法
の
根
本
た
る
理
性
は
本
来
、
不
動
寂
滅
な
る
も

の
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
は
衆
生
の
迷
惑
す
る
の
を
見
て
、
慈
悲

を
以
て
土
の
清
浄
な
る
を
現
じ
、
寿
を
無
量
に
延
ば
し
、
衆
生
を

析
ば
し
、
安
養
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
願
わ
し
め
る
。
釈
迦
は
稜
土
を

取
り
、
寿
の
有
量
を
現
じ
、
娑
婆
を
厭
わ
し
め
る
。
こ
れ
に
ょ
っ

て
衆
生
は
宝
刹
に
昇
り
、
法
王
を
見
、
神
変
を
目
し
、
妙
訓
を
聞

く
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
宝
楼
金
池
は
我
々
の
心
に
よ
っ
て
生
じ

た
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
唯
心
無
境
に
達
す
れ
ば
、
捨
此
取

彼
の
心
に
よ
ら
ず
、
欣
厭
而
無
欣
厭
に
達
し
、
好
悪
而
無
好
悪
を

了
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
湛
寂
の
理
性
は
遠
く
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
掌
を
転
が
す
よ
う
に
自
己
心
性
に
明
了
に
あ
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り
、
理
体
に
復
り
、
本
に
帰
し
、
性
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

⑫

智
円
は
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
な
智
円
の
浄
土
教
学
の
背
景
に
は
、
宗
密
の
華
厳
教

学
や
禅
思
想
、
ま
た
宗
密
の
教
学
を
重
視
す
る
延
寿
の
、
理
性
心

性
を
根
源
と
し
て
一
切
法
の
事
を
融
摂
す
る
こ
と
を
説
く
思
想
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
智
円
の
教
学
は
宋
代

に
華
厳
や
禅
を
取
り
入
れ
て
新
た
に
展
開
発
展
す
る
宋
儒
と
も
密

⑬

接
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
智
円
と
儒
教
の
関

係
に
つ
い
て
は
新
た
に
別
に
論
じ
た
い
）

智
円
は
浄
土
教
関
係
の
害
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
理
と
事
に
つ

い
て
の
原
理
を
論
ず
る
教
学
は
あ
っ
て
も
、
知
礼
の
い
う
よ
う
な

感
物
、
適
時
と
い
う
、
衆
生
の
機
に
つ
い
て
の
憐
感
や
五
濁
悪
世

の
時
代
に
適
合
し
た
法
を
説
く
と
い
う
面
は
希
薄
で
あ
る
と
い
．
え

る
。
例
え
ば
智
円
の
『
阿
弥
陀
経
疏
』
の
執
持
名
号
釈
や
「
五
濁
」

「
甚
難
」
の
解
釈
に
つ
い
て
も
甚
だ
表
面
的
理
解
で
あ
り
（
大
正
、

三
七
、
三
五
五
、
ｂ
’
三
五
六
、
ａ
）
、
智
円
の
浄
土
教
義
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
智
顎
の
撰
述
と
信
じ
ら
れ
て
当
時
『
天
台
観
経
疏
』

と
共
に
流
布
し
て
い
た
『
十
疑
論
』
の
方
が
、
末
世
法
滅
時
に
於

け
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
じ
て
の
往
生
を
説
き
、
ま
た
具
縛
の

凡
夫
の
造
る
衆
罪
の
相
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。
確
か

に
智
円
は
三
観
を
中
心
的
に
取
り
扱
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
あ
ま
り

み
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
智
円
は
「
感
物
情
深
適
時
智
巧
。
故
多

談
事
相
少
示
観
門
」
と
い
う
こ
と
で
知
礼
に
批
判
さ
れ
て
い
る
訳

で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
山
外
派
は
『
妙
宗
抄
』
の
中
で
も
知
礼

に
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
知
礼
の
『
十
不
二
門
指
要
抄
』

等
と
同
じ
よ
う
に
山
家
山
外
の
論
諄
の
延
長
上
と
し
て
、
そ
れ
が

『
妙
宗
抄
』
に
も
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
山
外
派
の
浄
土
教
そ

の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
妙
宗

紗
』
の
批
判
の
対
象
者
が
智
円
で
あ
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
説
に

そ
の
ま
ま
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ｊ六
ま
た
知
礼
と
同
じ
義
通
門
下
で
あ
る
遵
式
（
九
六
三
’
一

Ｋ
○
三
二
）
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
遵
式
に
は
『
往
生
浄

土
餓
願
儀
』
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
『
示
人
念
仏
方
法
井
悔

願
文
』
『
依
修
多
羅
立
往
生
正
信
偶
』
等
の
浄
土
教
関
係
の
著
書
が

あ
り
、
今
日
遵
式
の
浄
土
教
の
特
徴
に
つ
い
て
様
々
な
捉
え
方
が

⑭

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
常
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

遵
式
の
念
仏
、
峨
悔
等
の
浄
土
の
行
に
つ
い
て
、
世
親
の
五
念
門

や
善
導
の
浄
土
教
と
の
関
係
が
、
ど
の
程
度
密
接
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
達
式
は
在
家
信
者
を
対
象
に
し
て
撰
述
し

て
い
る
た
め
に
、
文
章
表
現
が
平
易
で
あ
り
、
文
の
奥
深
い
所
に

あ
る
根
本
立
脚
地
を
如
何
に
理
解
す
。
へ
き
か
、
数
多
く
の
問
題
を

含
ん
で
い
る
。
詳
細
な
論
述
に
つ
い
て
は
控
え
る
こ
と
に
し
て
、
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先
学
の
諸
師
と
異
な
る
点
の
概
要
だ
け
を
述
鍔
へ
て
お
き
た
い
。

遵
式
の
浄
土
教
の
真
面
目
は
「
浄
土
教
は
唯
、
大
乗
了
義
中
の

了
義
な
り
」
と
定
義
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
禅
宗
か

ら
の
批
判
の
一
つ
に
欣
厭
取
捨
の
心
を
以
て
浄
土
往
生
を
説
く
こ

と
は
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
難
詰
が
な
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
難
詰
に
対
し
て
遵
式
は
大
乗
の
了
義
中
の
了

義
で
あ
る
こ
と
を
『
華
厳
経
』
『
起
信
論
』
『
観
経
』
『
般
舟
三
昧

経
』
「
法
華
経
』
等
の
大
乗
の
経
論
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

論
証
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
土
教
に
つ
い
て
の
疑
問
を
解
決

し
、
大
乗
と
し
て
の
修
す
尋
へ
き
行
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
撰

述
し
て
い
る
の
が
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
で
あ
る
。
ま
た

浄
土
に
於
け
る
餓
悔
と
願
行
の
法
を
智
顎
の
『
法
華
三
昧
繊
儀
』

の
行
規
に
倣
っ
て
組
織
化
し
た
の
が
『
往
生
浄
土
隙
願
儀
』
で
あ

る
。
こ
の
『
往
生
浄
土
骸
願
儀
』
で
説
か
れ
る
餓
悔
の
法
や
引
用

さ
れ
た
世
親
の
五
念
門
の
法
を
我
女
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
今
へ
き

か
と
い
う
こ
と
で
様
々
な
捉
え
方
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
先
ず

遵
式
の
説
く
餓
悔
の
法
は
、
第
八
餓
願
法
の
明
餓
悔
の
所
で
明
ら

か
に
し
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
「
我
及
衆
生
本
性
清
浄
。
（
中

略
）
受
我
俄
悔
。
重
罪
得
滅
。
諸
悪
消
除
」
（
新
続
、
六
一
、
六
六

三
、
ａ
ｂ
）
と
述
靜
へ
て
い
る
よ
う
に
、
善
導
の
三
世
に
亙
っ
て
悪
を

造
り
続
け
る
凡
夫
と
し
て
の
自
己
を
骸
悔
す
る
態
度
と
明
ら
か
に

異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
別
の
所
で
は
「
若
露
一
切
重
罪

畢
寛
清
浄
。
我
骸
悔
已
六
根
三
業
浄
無
暇
累
」
（
新
続
、
六
一
、
六

六
七
、
ｂ
）
と
述
令
へ
て
隙
悔
に
よ
っ
て
六
根
三
業
が
清
浄
と
な
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
達
式
は
、
衆

生
の
本
性
は
本
来
的
に
清
浄
で
あ
り
、
餓
悔
に
よ
っ
て
往
生
の
障

磯
と
な
る
罪
業
を
消
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

に
し
て
餓
悔
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
点
で
善
導
の
説
く
餓

悔
の
法
と
は
異
質
で
、
天
台
的
な
六
根
清
浄
と
な
る
た
め
の
俄
悔

で
あ
る
と
い
え
る
。
遵
式
は
ま
た
十
念
に
つ
い
て
、
十
念
と
は
一

気
を
一
念
と
し
て
十
気
連
声
し
て
阿
弥
陀
仏
と
称
え
、
気
を
借
り

て
心
を
束
ね
、
整
え
て
、
仏
を
念
ず
る
法
で
あ
る
と
理
解
し
て
い

る
（
新
続
、
五
七
、
六
六
七
、
ｃ
）
。
さ
ら
に
十
念
を
説
く
『
無
量
寿

経
』
の
第
十
八
願
を
引
用
し
て
「
我
今
自
憶
。
此
生
已
来
。
不
造

逆
罪
。
不
誇
大
乗
」
（
新
続
、
五
七
、
六
六
七
、
Ｃ
）
と
述
懐
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
自
分
自
身
が
こ
れ
ま
で
逆
罪
を
造
ら
ず
、
大
乗

を
誇
ら
ず
と
主
張
す
る
こ
と
自
体
、
自
ら
の
機
根
の
捉
え
方
に
善

導
の
よ
う
な
切
実
さ
が
欠
け
て
お
り
、
天
台
教
学
に
基
づ
い
て
い

る
と
い
え
る
。

遵
式
の
念
仏
に
つ
い
て
の
具
体
的
方
法
は
『
示
人
念
仏
方
法
井

悔
願
文
』
に
次
の
よ
う
に
簡
略
に
示
さ
れ
て
い
る
。

今
言
二
念
仏
一
者
。
或
專
縁
二
三
十
二
相
記
繋
レ
心
得
し
定
。
開
し
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目
閉
レ
目
。
常
得
し
見
レ
仏
。
或
但
称
二
名
ロ
耳
執
持
不
レ
散
。

亦
於
二
現
身
記
而
得
し
見
レ
仏
。
此
間
現
見
多
。
是
称
二
仏
名
号
一

為
し
上
。
如
下
懐
感
法
師
。
一
向
称
一
一
阿
弥
陀
仏
名
口
耳
而
得
中

三
昧
現
前
見
七
仏
故
。
今
普
示
二
称
仏
之
法
記
必
須
下
制
し
心
。

不
し
令
二
散
乱
記
念
念
相
続
。
繋
二
縁
名
ロ
耳
口
中
声
声
。
喚
二

阿
弥
陀
仏
記
以
レ
心
縁
歴
。
字
字
分
明
。
使
岬
心
口
相
繋
埜

（
新
続
、
五
七
、
五
、
Ｃ
ｂ
）

つ
ま
り
違
式
の
示
し
て
い
る
念
仏
法
と
は
、
仏
の
名
号
を
称
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
三
味
を
得
、
三
昧
に
よ
っ
て
見
仏
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
故
に
三
昧
を
得
る
た
め
の
手

段
と
し
て
、
心
口
相
続
す
る
こ
と
や
、
一
心
不
乱
な
る
高
声
念
仏
、

励
声
念
仏
を
勤
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
遵
式
の
念

仏
と
は
易
行
と
し
て
の
口
称
の
念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
え
る
。
遵
式
の
念
仏
の
目
的
は
あ
く
ま
で
心
を
制
し
、

心
を
束
ね
て
定
を
得
、
定
中
に
於
い
て
仏
を
見
る
こ
と
に
あ
る
。

是
の
如
き
理
解
は
、
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
の
十
念
門
で

も
見
ら
れ
、
『
往
生
浄
土
徴
願
儀
』
の
第
十
坐
禅
法
の
中
で
も
説

示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
の
な
か

の
十
念
門
が
他
の
礼
餓
門
、
繋
縁
門
、
衆
福
門
の
三
門
よ
り
特
に

重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
往
生
浄
土
隙
願
儀
』
の
中
で
も

第
十
坐
禅
法
で
説
く
空
仮
中
の
念
仏
三
昧
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、

第
八
隙
願
法
で
説
か
れ
る
俄
悔
の
法
は
障
磯
を
滅
す
る
た
め
の
前

方
便
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
。
遵
式
の
念
仏
三
昧
説
は
智
顎⑮

の
常
行
三
昧
等
で
説
か
れ
る
空
仮
中
の
念
仏
法
に
基
づ
い
て
お
り
、

遵
式
は
浄
土
教
を
如
何
に
大
乗
的
立
場
よ
り
大
係
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
い
う
視
点
で
著
述
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
延
寿

の
勧
め
て
い
た
励
声
念
仏
と
い
う
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
』
フ
か
。

結
局
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
遵
式
の
浄
土
教
は
、
餓
悔
、
十
念

釈
、
念
仏
説
に
於
い
て
も
天
台
本
来
の
教
学
に
立
脚
し
て
い
る
と

い
え
る
。
た
だ
知
礼
の
浄
土
教
と
異
な
っ
て
、
在
家
信
者
を
対
象

に
し
て
法
を
説
い
て
い
る
た
め
に
、
知
礼
の
よ
う
に
専
ら
一
心
三

観
の
み
が
浄
土
の
行
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
念
仏
三

昧
を
主
張
し
な
が
ら
も
五
戒
、
八
斎
戒
、
父
母
孝
養
、
行
世
仁
慈
、

臨
終
十
念
等
の
一
切
行
も
浄
土
の
行
と
な
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

知
礼
と
遵
式
は
共
に
天
台
教
学
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
浄
土
教
を

説
く
対
象
者
を
異
に
し
、
両
者
相
待
っ
て
天
台
教
学
を
興
隆
さ
せ

て
い
る
と
い
え
る
。

引七
趙
宋
時
代
に
於
い
て
善
導
の
著
書
は
五
部
九
巻
の
書
名
も

ｆ
伝
わ
ら
ず
、
『
往
生
礼
賛
偶
』
一
巻
と
『
観
経
四
帖
疏
』
の
『
玄

⑯

義
分
』
一
巻
の
二
巻
の
み
現
存
し
、
僅
か
に
二
、
三
人
の
人
に
よ

り
数
箇
所
を
引
用
さ
れ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
善
導
は
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民
衆
の
間
で
念
仏
会
が
盛
ん
に
結
ば
れ
て
い
る
中
で
、
慧
遠
の
後

の
蓮
社
二
祖
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蓮
社
二

祖
と
し
て
善
導
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
善
導
本
来
の
浄
土

教
の
特
色
で
あ
る
道
緯
の
聖
道
二
門
論
を
基
調
と
し
た
、
一
生
造

悪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
立
脚
し
て
仏
意
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
よ
う
な
純
粋
的
と
も
い
え
る
浄
土
教
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
蓮
社
の
諸
師
と
は
他
力
、

自
力
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
浄
土
教
を
賛
じ
た
人
物
を
連
ね
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
、
自
力
も
他
力
も
、
口
称
念
仏
や
観
相

念
仏
も
、
一
切
の
所
行
が
浄
土
往
生
の
行
因
と
な
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
宋
代
の
三
百
年
を
通
し
て
念
仏
結

社
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
り
、
禅
、
天
台
、
華
厳
、
律
等
の
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
が
、
自
宗
の
教
学
に
よ
っ
て
浄
土
教
を
解
釈
し
、
積
極
的

に
浄
土
教
を
賛
じ
、
念
仏
会
を
結
ん
で
い
る
。
や
が
て
諸
宗
と
浄

土
教
の
間
に
合
行
化
、
融
合
化
と
い
う
こ
と
が
進
行
し
、
以
後
こ

の
融
合
化
と
い
う
こ
と
が
浄
土
教
の
特
徴
と
な
っ
て
い
く
。

天
台
宗
に
於
い
て
も
念
仏
会
が
盛
ん
に
結
ば
れ
、
天
台
宗
が

浄
土
教
を
説
く
際
に
指
針
と
な
っ
た
害
が
、
『
天
台
観
経
疏
』
と

『
浄
土
十
疑
論
』
の
二
言
で
あ
る
。
『
天
台
観
経
疏
』
は
『
天
台

疏
』
と
も
称
さ
れ
、
今
日
で
は
智
顎
の
撰
述
で
も
灌
頂
の
筆
録
で

も
な
く
、
天
台
大
師
の
名
を
借
り
て
八
世
紀
前
半
に
は
天
台
宗
の

学
徒
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

『
天
台
疏
』
が
智
韻
の
親
撰
で
な
い
と
い
う
根
拠
は
、
『
天
台
疏
』

が
浄
影
寺
慧
遠
の
『
観
経
疏
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と

や
前
半
部
分
と
後
の
十
六
観
の
解
釈
が
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
内

容
的
に
も
十
分
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
だ

が
や
が
て
知
礼
が
『
天
台
疏
』
の
註
釈
書
で
あ
る
『
観
経
疏
妙
宗

抄
』
を
撰
述
し
て
以
来
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
天
台
疏
」
の
不
備

な
点
が
余
す
事
な
く
発
揮
さ
れ
て
、
天
台
教
学
に
立
脚
し
た
『
観

経
』
解
釈
を
完
成
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
書

で
あ
る
『
浄
土
十
疑
諭
』
は
単
に
『
十
疑
論
』
と
も
称
さ
れ
、
阿

弥
陀
仏
の
浄
土
に
関
す
る
十
の
疑
難
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
答
え
て

い
る
害
で
あ
り
、
本
書
も
智
顎
の
名
に
托
し
て
後
人
が
撰
述
し
て
、

八
世
紀
前
半
に
は
成
立
し
て
い
た
書
で
あ
る
。
『
十
疑
論
』
は
曇

撤
の
『
浄
土
諭
註
』
や
道
棹
の
『
安
楽
集
』
の
要
義
を
参
照
に
し

⑰

て
作
ら
れ
、
『
無
量
寿
経
』
『
観
経
』
「
阿
弥
陀
経
』
『
浄
土
論
』
を

所
依
と
な
し
、
「
華
厳
経
』
「
維
摩
経
』
『
浬
盤
経
』
『
金
剛
般
若

経
』
『
弥
勒
上
生
経
』
『
智
度
論
』
等
が
傍
証
と
し
て
引
用
さ
れ
て

い
る
。
『
十
疑
論
』
は
『
浄
土
論
註
』
『
安
楽
集
』
か
ら
は
濃
厚
な

影
響
を
受
け
て
お
り
、
最
初
は
純
然
た
る
浄
土
教
の
害
と
し
て
撰

述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
智
顎
の
著
作
と

み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
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能
で
あ
る
。

趙
宋
時
代
に
延
寿
は
『
万
善
同
帰
集
』
に
『
十
疑
論
』
を
引
用

し
、
澄
或
も
『
注
十
疑
論
』
を
著
し
、
知
礼
も
著
書
に
引
用
し
て

お
り
、
遵
式
も
『
往
生
西
方
略
伝
新
序
』
一
往
生
浄
土
決
疑
行
願

二
門
』
『
依
修
多
羅
立
往
生
正
信
偶
』
等
に
『
十
疑
論
』
の
文
を

紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
天
台
疏
』
と
『
十
疑
論
』
の
二

書
は
趙
宋
天
台
の
浄
土
思
想
の
所
依
と
な
る
重
要
な
書
で
あ
り
、

特
に
『
十
疑
論
』
が
流
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
内
容

が
純
然
た
る
浄
土
教
の
書
で
あ
る
だ
け
に
、
天
台
教
学
の
独
自
性

が
失
わ
れ
、
浸
潤
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
知
礼
が
『
妙
宗
抄
』
を
撰
述
し
た
目
的

は
、
『
十
疑
論
』
の
教
理
に
対
し
て
、
天
台
独
自
の
浄
土
教
を
、

『
天
台
疏
』
を
抄
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
示
せ
ん
が
た
め
で
あ

り
、
「
妙
宗
紗
』
の
中
で
「
懸
物
」
「
適
時
」
と
表
現
さ
れ
て
批
判

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
『
十
疑
論
』
を
信
奉
し
て
浄
土
教

を
説
く
当
時
の
天
台
宗
の
僧
侶
た
ち
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

中
に
師
で
あ
る
義
通
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

特
に
「
感
物
情
深
。
適
時
智
巧
」
の
衆
生
の
機
を
憐
感
す
る
情
が

深
く
、
時
代
に
適
合
す
る
智
が
巧
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
具

体
的
に
『
十
疑
論
』
の
中
の
、
第
一
疑
の
難
行
道
、
易
行
道
を
説

き
、
悪
世
界
の
中
は
煩
悩
が
強
く
、
衆
生
を
救
い
、
菩
薩
行
を
行

ず
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
専
ら
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、
往
生
を
得
、

無
生
法
忍
を
証
す
べ
き
を
勧
め
る
文
、
第
二
疑
の
一
切
諸
仏
の
土

は
平
等
で
あ
る
が
、
衆
生
の
根
が
鈍
く
濁
乱
の
者
が
多
い
の
で
専

ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
念
じ
さ
せ
る
文
、
第
三
疑
で
の
諸
経
論
に

よ
っ
て
偏
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
論
拠
を
示
す
文
、
第
五
疑
の
具

縛
の
凡
夫
が
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
じ
大
悲
願
力
に
乗
じ
て
往
生
を

得
る
こ
と
を
明
し
、
易
行
の
口
称
の
念
仏
の
功
徳
を
説
く
文
、
第

六
疑
の
具
縛
の
凡
夫
が
往
生
し
て
不
退
を
得
る
理
由
を
龍
樹
の
難

易
二
道
と
曇
鴬
の
自
力
他
力
を
受
け
て
、
五
種
の
因
縁
に
よ
っ
て

不
退
を
得
る
こ
と
を
説
く
文
、
第
八
疑
の
衆
生
が
無
始
以
来
造
っ

て
き
た
罪
業
が
臨
終
の
十
念
で
消
滅
し
往
生
を
得
る
こ
と
を
明
か

す
文
、
第
九
疑
の
劣
寂
の
凡
夫
の
往
生
の
可
否
と
女
人
根
欠
二
乗

不
生
の
問
題
を
論
ず
る
文
、
第
十
疑
の
西
方
浄
土
に
生
ず
る
た
め

の
厭
離
の
行
と
欣
願
の
行
を
示
し
、
我
身
が
無
始
以
来
五
欲
に
纒

縛
さ
れ
五
道
に
輪
廻
し
て
出
期
な
き
故
に
、
彼
の
浄
土
荘
厳
等
の

こ
と
を
観
じ
て
欣
心
願
求
す
る
方
法
を
勧
め
る
文
な
ど
が
こ
の

「
感
物
情
深
。
適
時
智
巧
」
の
こ
と
に
相
当
し
て
い
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
妙
宗
抄
』
は
『
十
疑
論
』
の
浄
土
思

想
及
び
『
十
疑
論
』
を
信
奉
す
る
者
を
批
判
の
対
象
と
し
て
天
台

宗
に
於
け
る
浄
土
教
の
教
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
知
礼
が
『
妙
宗
抄
』
を
撰
述
し
た
理
由
の
一
つ
に
門
弟
た

9の
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ち
に
天
台
的
浄
土
思
想
そ
の
も
の
を
広
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
こ
と
は
『
四
明
尊
者
教

行
録
』
の
「
付
妙
果
法
師
書
」
の
次
の
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。常

患
。
十
六
観
疏
。
文
約
理
深
。
講
者
学
者
。
多
浅
多
近
。

法
既
不
し
称
、
種
乃
不
レ
強
。
故
率
二
所
懐
元
成
二
乎
私
紗
却
汝

既
吾
党
同
二
我
用
心
弐
故
旋
二
写
二
巻
記
附
去
看
尋
。
若
有
二

所
資
元
宜
二
為
し
衆
講
説
禿
或
有
し
異
可
二
劉
取
や
（
新
続
、
五
六
、

七
六
○
、
ｂ
）

つ
ま
り
「
天
台
疏
』
の
文
章
表
現
が
簡
略
で
そ
の
意
味
す
る
こ
と

が
深
奥
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
講
学
者
は
浅
薄
な
理
解
を
す
る
も

の
が
多
か
っ
た
。
知
礼
は
常
に
そ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
の

で
日
ご
ろ
考
え
て
い
た
教
理
を
以
て
私
か
に
『
天
台
疏
』
に
対
す

る
註
釈
書
を
著
し
た
。
妙
果
（
文
昌
）
は
私
と
同
じ
考
え
で
あ
る

の
で
書
写
し
て
若
し
資
と
す
る
所
が
あ
れ
ば
人
々
に
講
説
し
、
相

違
す
る
と
こ
は
が
あ
れ
ば
削
除
し
て
も
よ
い
と
知
礼
は
述
べ
て
い

る
。
こ
の
文
に
は
『
十
疑
論
』
に
つ
い
て
言
及
し
て
は
い
な
い
が
、

以
後
『
十
疑
論
』
に
拠
ら
ず
に
『
天
台
疏
』
に
基
づ
く
、
へ
き
こ
と

を
勧
め
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
門
下
へ
の
天
台
的
浄
土

教
の
敷
術
を
目
的
と
し
て
遵
式
門
弟
の
第
一
に
居
す
妙
果
文
昌
に

「
妙
宗
抄
』
を
書
写
さ
せ
講
説
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

知
礼
が
『
妙
宗
紗
』
を
撰
述
す
る
ま
で
の
間
に
、
知
礼
自
身
、

浄
土
を
求
め
る
心
の
中
に
様
々
な
葛
藤
や
思
想
的
変
化
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
知
礼
は
大
中
祥
符
五
年
（
一

○
一
二
）
に
『
結
念
仏
会
疏
』
を
撰
じ
、
翌
年
に
は
念
仏
施
戒
会

を
創
建
し
、
僧
俗
男
女
一
万
人
と
結
し
て
一
社
と
な
し
て
毎
年
二

月
十
五
日
に
延
慶
院
に
集
ま
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
念
し
て
同

じ
く
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
ま
た
知
礼
は
さ
ら

に
翌
年
の
大
中
祥
符
七
年
（
一
○
一
四
）
に
『
観
経
融
心
解
』
を

製
し
、
天
禧
元
年
（
一
○
一
七
）
の
知
礼
五
十
八
歳
の
と
き
、
彼

は
十
僧
と
共
に
結
し
て
法
華
骸
を
修
し
、
三
年
の
期
が
満
る
一
○

二
○
年
に
は
身
を
焚
き
、
畢
命
を
以
て
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
請

願
し
て
い
る
。
結
局
、
知
礼
は
諸
々
の
事
情
に
よ
っ
て
焚
身
す
る

こ
と
を
思
い
止
ま
っ
て
お
り
、
天
禧
五
年
（
一
○
二
一
）
に
『
妙

宗
抄
』
と
『
修
臘
要
旨
』
を
撰
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

幹
林
学
士
楊
億
が
、
焚
身
を
誓
う
知
礼
に
住
世
を
請
い
、
そ
れ

に
知
礼
が
答
え
た
書
で
あ
る
『
法
智
復
楊
文
公
害
』
に
よ
れ
ば
、

知
礼
は
稜
身
を
捨
て
て
浄
土
を
欣
求
す
る
こ
と
は
年
少
の
時
よ
り

⑱

の
宿
願
で
あ
り
、
知
礼
が
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、

身
に
諸
楽
を
受
け
ん
が
た
め
で
は
な
く
、
如
来
の
勝
方
便
に
随
順

三
『
妙
宗
紗
』
以
前
の
知
礼
の
浄
土
教
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⑲

し
て
浄
土
に
生
じ
て
勝
道
を
増
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
知
礼
は
三
観
や
五
悔
で
は
浄
因
が
備
わ

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
、
畢
命
を
最
期
の
強
縁
と
し
て

焚
身
に
よ
る
往
生
を
願
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
三
観

よ
り
畢
命
焚
身
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
『
融
心
解
』
は
『
妙
宗
抄
』
の
基
本
姿
勢
を
知
る
た
め
の
概

要
書
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
『
融
心
解
』
の
第
四
の
問
答

⑳

に
よ
れ
ば
三
観
よ
り
も
往
生
と
い
う
こ
と
が
全
面
に
出
て
お
り
、

ま
た
『
妙
宗
抄
』
で
は
浄
土
往
生
と
い
う
こ
と
よ
り
円
行
の
理
観

に
よ
っ
て
顕
ら
か
に
な
る
実
相
の
法
門
を
証
悟
す
る
と
い
う
性
格

が
強
化
さ
れ
て
お
り
、
『
融
心
解
』
を
概
要
書
と
し
て
扱
う
場
合

に
は
同
じ
よ
う
に
三
観
を
修
す
ゞ
へ
き
を
説
い
て
い
る
も
の
の
『
妙

宗
抄
』
と
の
違
い
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
焚
身
を
断

念
す
る
前
で
は
、
三
観
を
修
す
こ
と
よ
り
浄
土
往
生
と
い
う
こ
と

が
中
心
で
あ
り
、
後
で
は
往
生
よ
り
も
円
妙
の
理
そ
の
も
の
を
求

め
る
こ
と
に
重
点
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
点
で
両
者
に
は
隔
た
り

が
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
知
礼
が
焚
身
を
断
念
し
た
以
後
の
浄
土
思
想
に
つ
い
て

『
妙
宗
紗
』
と
同
じ
天
禧
五
年
の
撰
述
で
あ
る
「
修
餓
要
旨
』
に

よ
っ
て
考
察
し
た
い
。
「
修
隙
要
旨
』
で
知
礼
は
天
台
実
相
論
に

よ
る
餓
悔
を
遣
感
な
く
発
揮
し
て
お
り
、
衆
生
の
罪
悪
を
理
毒
の

法
門
、
性
染
の
本
と
し
て
無
明
即
明
と
し
て
了
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
天
台
円
教
の
無
生
俄
の
法
門
を
示
し
て
い
る
。
知
礼
の
、
浄

土
に
生
じ
た
い
と
い
う
願
い
は
若
い
と
き
か
ら
の
宿
願
で
あ
っ
た

が
、
法
華
骸
を
修
し
畢
命
を
以
て
浄
土
に
生
じ
、
僻
怠
を
譽
発
し

て
仏
道
を
修
し
た
い
と
い
う
激
し
い
願
い
は
、
焚
身
断
念
の
以
降
、

天
台
円
教
の
法
門
を
顕
ら
か
に
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
知
礼
は
焚
身
断
念
と
い
う
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
浄

土
教
に
つ
い
て
天
台
円
教
に
よ
る
定
義
づ
け
を
『
妙
宗
抄
』
で
行

い
、
俄
悔
に
つ
い
て
も
天
台
実
相
論
に
よ
る
定
義
づ
け
を
『
修
餓

要
旨
』
で
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
『
修
餓
要
旨
』
と
『
妙
宗
抄
』

が
同
年
の
一
○
二
一
に
撰
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に

論
述
し
た
外
的
要
因
の
他
に
も
、
法
華
戯
の
断
念
後
の
自
己
自
身

の
拠
り
所
を
確
か
め
、
新
た
な
境
地
を
顕
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

知
礼
は
『
妙
宗
抄
』
の
中
で
、
仏
と
は
特
別
な
る
智
慧
や
慈
悲

を
持
っ
た
も
の
と
し
て
心
外
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
心

の
、
そ
れ
も
三
惑
を
具
す
こ
の
心
に
求
争
へ
き
を
説
く
。
若
し
心
外

に
智
慧
や
慈
悲
を
備
え
た
仏
を
求
め
れ
ば
、
そ
の
仏
は
や
や
も
す

る
と
超
越
的
な
性
格
を
帯
び
た
仏
と
な
り
、
自
己
の
心
と
は
何
ら

四
ま
と
め
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の
関
わ
り
を
持
た
な
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま
い
、
我
々
が
感
情
的

に
仏
の
慈
悲
を
信
じ
、
す
が
り
、
願
望
を
か
な
え
て
も
ら
う
と
い

う
関
係
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
知
礼
の
活
躍
し
て
い
た
当
時
は
こ

の
よ
う
に
仏
を
理
解
し
て
い
る
者
も
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
『
十

疑
論
』
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
や
浄
土
を
自
己
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、

阿
弥
陀
仏
の
大
慈
願
力
を
信
じ
、
三
界
を
厭
離
し
弥
陀
の
浄
土
を

願
求
す
べ
き
こ
と
を
勧
め
て
お
り
、
知
礼
は
こ
の
よ
う
な
「
十
疑

論
』
の
浄
土
思
想
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
「
三
障
即
是
仏
」

「
即
於
染
心
観
浄
土
」
と
い
う
よ
う
な
、
我
為
の
染
心
の
本
来
的

に
具
足
し
て
い
る
心
に
仏
や
浄
土
を
求
め
、
顕
現
し
、
証
悟
す
べ

き
を
主
張
す
る
。
知
礼
以
前
の
天
台
宗
で
は
『
天
台
疏
』
と
『
十

疑
論
』
の
二
言
に
基
づ
い
て
浄
土
教
が
説
か
れ
て
お
り
、
両
害
で

表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
の
違
い
は
、
常
に
講
説
者
を
戸
惑
わ
せ
て

来
た
。
知
礼
は
『
天
台
疏
』
の
註
釈
書
で
あ
る
『
妙
宗
紗
』
を
著

し
て
天
台
学
徒
に
対
し
て
天
台
実
相
論
に
基
づ
い
た
天
台
流
の
浄

土
教
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
さ
ら
に
知
礼
は
自
ら
の
焚

身
断
念
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
自
分
自
身
の
た
め
に
も
指
針
と
す

べ
き
浄
土
教
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
『
妙
宗
抄
』
を
撰
述
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①註

永
明
延
寿
の
浄
土
思
想
を
取
り
扱
っ
て
い
る
主
な
研
究
論
文
と
し

て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
柴
田
泰
氏
「
宋
代
浄
土
教
の
一
断
面
ｌ
永

明
延
寿
に
つ
い
て
ｌ
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
十
三
巻
第
二
号
）

「
永
明
延
寿
の
唯
心
浄
土
説
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
三
十
二
巻

第
二
号
、
服
部
英
淳
氏
「
永
明
延
寿
の
浄
土
思
想
」
（
印
度
学
仏
教

学
研
究
第
十
四
巻
第
二
号
）
、
「
永
明
延
寿
の
思
想
」
（
浄
土
学
第
四

巻
第
十
四
揖
）
、
韓
京
洙
「
永
明
延
寿
の
禅
浄
融
合
思
想
」
（
印
度
学

仏
教
学
研
究
第
三
十
七
巻
第
一
号
）
、
福
島
光
哉
氏
「
永
明
延
寿
の

浄
土
思
想
」
（
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
五
十
号
）

②
明
の
大
佑
は
『
浄
土
指
帰
』
巻
下
（
新
続
、
六
一
、
四
○
一
、
ａ
）

の
中
で
、
智
円
の
十
六
観
全
て
を
事
相
と
な
し
て
三
観
を
用
い
な
い

こ
と
が
、
知
礼
の
「
妙
宗
紗
』
を
撰
述
し
た
所
以
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
お
り
、
慧
澄
擬
空
は
『
妙
宗
紗
講
義
」
の
中
で
元
照

の
『
観
経
義
疏
』
の
文
を
引
用
し
て
「
多
談
事
相
少
示
観
門
」
と
は

智
円
の
説
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

③
安
藤
俊
雄
氏
著
『
止
観
と
浄
土
』
四
頁
。

④
「
天
台
観
経
疏
』
が
智
顎
の
親
撰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
疑
義
は
、
既
に
江
戸
中
期
に
日
蓮
学
徒
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
偽

作
説
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
た
。
今
日
で
も
本
疏
が
天
台
大
師
の
名
を

借
り
て
天
台
系
の
一
学
徒
が
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
定
説
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
「
天
台
疏
』
が
浄
影
寺
慧
遠
の
『
観
経

疏
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
や
玄
装
の
新
訳
語
が
見
ら
れ

る
点
に
あ
り
、
七
世
紀
後
半
よ
り
八
世
紀
前
半
に
は
完
成
し
て
い
た

と
み
ら
れ
て
い
る
。

⑤
「
仏
祖
統
紀
』
巻
二
十
六
で
志
盤
は
次
の
よ
う
に
蓮
社
七
祖
を
挙

げ
て
い
る
。

一
慧
遠
、
二
善
導
、
三
承
遠
、
四
法
照
、
五
少
康
、
六
延
寿
、
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七
省
常

⑥
義
通
は
高
麗
よ
り
天
台
山
を
訪
れ
、
最
初
に
徳
部
の
も
と
で
契
悟

し
て
お
り
、
行
靖
も
延
寿
に
よ
っ
て
出
家
し
、
徳
部
に
参
禅
し
て
い

る
。
義
寂
門
下
の
浄
土
教
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
延
寿
の
影
響
と
い

う
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑦
大
日
本
続
蔵
経
に
は
延
寿
の
著
作
と
し
て
『
中
峰
国
師
三
時
蕊
念

仏
儀
範
』
「
中
峰
国
師
三
時
蕊
念
仏
事
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
二
書
は
『
智
覚
禅
師
自
行
録
』
の
末
尾
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
延

寿
関
係
の
著
書
で
あ
る
六
十
一
部
百
五
十
七
巻
の
中
に
も
み
ら
れ
な

い
書
で
あ
る
。
内
容
か
ら
み
て
も
延
寿
の
著
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ

り
、
数
多
く
の
発
展
的
な
要
素
も
加
味
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
害
の

題
名
の
中
峰
国
師
と
は
実
は
延
寿
の
こ
と
で
は
な
く
、
中
峰
明
本

（
一
二
六
三
’
一
三
二
三
）
と
称
さ
れ
た
元
時
代
の
人
物
の
こ
と
で
、

彼
は
延
寿
と
同
じ
く
智
覚
禅
師
と
称
さ
れ
て
い
た
た
め
に
延
寿
と
混

同
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

③
而
部
公
適
与
一
看
者
一
同
姓
。
能
毘
二
賛
吾
一
至
又
居
二
仏
朧
之
側
や

疑
二
其
後
身
一
也
。
『
宝
雲
振
祖
集
』
－
１
台
州
螺
溪
浄
光
法
師
伝
」
（
大

正
、
四
六
、
九
二
九
、
ｂ
）

⑨
神
智
従
義
は
『
止
観
義
礼
纂
要
』
巻
五
で
知
礼
の
『
妙
宗
紗
』
は

義
通
の
「
観
経
義
記
」
を
論
難
し
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。
「
四
明
稟
宝
雲
通
帥
亦
頗
有
撰
述
。
何
故
四
明
不
遵
所

稟
之
見
而
別
自
建
立
邪
、
野
誕
詮
繊
軽
薄
鰐
薙
硫
．
而
四
明
」
（
新
続
、

五
六
、
八
五
、
ｂ
）
ま
た
擬
空
も
「
妙
宗
紗
講
義
」
で
義
通
こ
そ
が

『
妙
宗
紗
』
の
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
（
『
妙
宗
紗

講
義
」
一
巻
一
丁
左
。

⑩
元
照
「
観
経
疏
記
』
（
新
続
、
二
二
、
三
三
八
、
ｂ
）

⑪
凝
空
「
妙
宗
妙
講
義
』
一
巻
二
丁
左

⑫
智
円
『
閑
古
編
』
巻
九
「
浄
土
賛
」
（
新
続
、
五
六
、
八
七
八
、

ａ
ｂ
）
ま
た
「
楽
邦
文
類
』
巻
二
に
も
収
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
智
円
の
『
閑
居
編
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
三
教
の
一
致
が
説
か
れ

て
い
る
。「

儒
者
釈
者
見
レ
之
而
不
し
惑
・
知
二
三
教
之
同
仁
帰
」
（
新
続
、

五
六
、
八
九
九
、
ｂ
）

「
爾
夫
三
教
者
本
同
而
末
し
異
。
其
於
二
訓
レ
民
治
Ｆ
世
。
豈
不
三

共
為
二
表
裏
一
哉
・
」
（
新
続
、
五
六
、
八
九
九
、
ｂ
）

⑭
高
雄
義
堅
氏
は
日
本
仏
教
学
会
協
会
年
報
第
十
一
号
や
『
宋
代
浄

土
教
の
研
究
』
一
六
八
頁
で
、
ま
た
道
端
良
秀
氏
は
『
中
国
浄
土
教

の
研
究
」
一
六
○
頁
に
於
い
て
、
遵
式
の
浄
土
教
は
善
導
の
浄
土
教

に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
福
島
光
哉
氏
は

「
天
台
浄
土
教
の
二
つ
の
側
面
ｌ
知
礼
と
遵
式
の
念
仏
三
昧
を
め

ぐ
っ
て
ｌ
」
（
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
五
十
四
号
）
に
於
い
て
、
知

礼
と
遵
式
と
い
う
趙
宋
天
台
を
代
表
す
る
二
人
の
浄
土
思
想
の
相
違

点
に
つ
い
て
、
相
違
点
を
越
え
た
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
の
両
者
の

共
鳴
し
会
う
境
地
を
論
じ
た
論
文
は
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る
。
氏

に
は
他
に
「
慈
雲
遵
式
の
浄
土
思
想
」
（
大
谷
学
報
第
七
十
巻
）
が

あ
る
。
他
に
知
礼
と
遵
式
の
関
係
を
論
じ
た
論
文
と
し
て
、
拙
稿

「
知
礼
と
遵
式
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
四
十
巻
一
号
）
が
あ
る
。

⑮
拙
稿
「
知
礼
と
遵
式
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
四
十
巻
一
号
）

参
照
。

⑯
趙
宋
時
代
の
善
導
の
著
書
の
現
存
状
況
と
し
て
遵
式
は
「
往
生
西

方
略
伝
新
序
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
「
善
導
和
尚
。

立
五
会
教
。
勧
人
念
仏
。
造
観
経
疏
一
巻
。
二
十
四
礼
。
六
時
礼
文

イワ
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各
一
巻
。
」
（
新
続
、
五
七
、
三
六
、
ｂ
）
「
五
会
教
」
と
は
法
照
の

五
会
念
仏
の
こ
と
、
「
観
経
疏
一
巻
」
と
は
四
巻
の
も
の
が
既
に
散

逸
し
て
『
玄
義
分
』
の
み
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
以

後
元
照
の
時
代
に
至
っ
て
も
残
り
の
書
が
補
充
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
「
二
十
四
礼
」
と
は
少
康
の
著
で
あ
り
、
「
六
時
礼
文
」
と
は

「
往
生
礼
賛
偶
』
の
こ
と
で
あ
る
。
善
導
の
著
書
と
し
て
法
照
や
少

康
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法
照
は
善
導
後
身
、
少
康
は
後
善
導

と
し
て
善
導
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

⑰
望
月
信
亨
氏
は
「
天
台
十
疑
論
は
偽
作
た
る
べ
し
」
（
宗
粋
雑
誌
）

等
に
於
い
て
本
書
は
曇
鴬
の
『
論
註
』
に
依
っ
て
い
る
と
し
、
妻
木

直
良
氏
は
「
天
台
十
疑
論
に
つ
い
て
」
（
六
条
学
報
一
○
○
）
に
於

い
て
『
安
楽
集
』
の
要
義
を
取
意
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
ま

た
『
十
疑
論
』
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
英
氏
が
「
天
台
大
師
の
研

究
』
六
一
九
頁
以
降
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
差
自
二
少
年
記
便
敦
二
此
士
蝿
今
巳
衰
朽
。
多
歴
二
事
縁
記
此
心
常

自
現
前
。
対
し
境
弥
加
二
増
進
壬
信
由
二
宿
願
一
敢
不
二
恭
酬
記
年
来
建
二

立
道
場
や
衆
信
共
営
供
二
具
雪
二
載
資
縁
粗
備
。
数
僧
行
願
。
偶
同
し

此
者
。
遭
二
逢
秘
監
毛
知
一
一
乎
姓
名
記
察
一
其
始
末
毛
（
新
続
、
五
六
、

七
五
四
、
ｂ
）

⑲
今
求
二
浄
土
記
不
レ
求
下
身
受
一
諸
楽
一
心
染
中
妙
塵
埜
蓋
欲
下
託
二
彼
浄

縁
一
速
増
中
勝
道
埜
（
新
続
、
五
六
、
七
五
三
、
ｃ
）

⑳
又
問
日
。
若
能
円
二
修
三
観
一
深
趣
二
妙
理
毛
何
不
下
只
在
二
娑
婆
一
直

出
中
生
死
坤
豈
須
二
捨
レ
此
求
Ｐ
彼
。
又
自
修
一
三
観
記
何
名
二
浄
土
行
圭

答
日
。
（
中
略
）
又
為
二
此
土
濁
重
元
十
信
方
出
二
苦
輪
詔
彼
土
境
勝

九
品
悉
皆
不
レ
退
・
令
下
託
二
彼
勝
境
一
修
伝
観
。
縦
理
未
し
顕
。
見
愛
倶

存
。
捨
レ
報
必
生
二
無
退
転
処
記
如
し
是
。
争
不
二
捨
レ
此
求
杉
彼
。
（
大

正
、
四
六
、
八
六
六
、
ｂ
）
。
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