
１
く
Ｊ
７
ｌ
Ｉ
ｊ
１
く
ノ
ー
～
く
ｒ
７
～
く
Ｊ
１
４
ｊ
Ⅱ

書
評
・
紹
介

４
Ｊ
ｒ
ｋ
Ｊ
ｆ
、
ノ
ｑ
、
Ｊ
、
＃
喝
Ｊ
，
、
‐
ｆ
、
’
ｆ
１
ｆ
、
Ｊ
ｆ
、
ｆ
、
Ｊ
、
ｆ
、
Ｊ
ｒ
、
ノ
ー

詞
○
ず
①
昇
国
．
団
巨
切
乏
①
岸
冑
．
①
ｇ
ｏ
言
｝
罵
吻
、

吊
裂
《
宜
皇
蜀
冴
『
儂
舎
、
Ｃ
ｓ
堂
も
吾
邑

本
書
は
疑
経
研
究
。
の
論
文
十
編
を
収
め
る
論
文
集
で
あ
る
。
中
国
に
お

ア
ボ
ク
リ
ブ
ァ

い
て
撰
述
さ
れ
た
経
典
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
疑
経
（
：
○
日
弓
冨
）
に
関

す
る
論
文
九
編
を
掲
載
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
連
し
て
、
イ
ン
ド
に
お
け

る
仏
教
経
典
の
真
正
性
の
問
題
を
扱
っ
た
論
文
一
編
を
付
録
と
し
て
収
録

し
て
い
る
。
序
文
に
よ
れ
ば
、
本
吉
の
出
版
が
カ
リ
フ
ォ
ル
↑
一
ア
大
学
バ

ー
ク
レ
ー
校
関
係
の
学
者
た
ち
の
問
で
具
体
化
し
た
の
は
一
九
八
二
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
当
初
の
計
画
で
は
東
ア
ジ
ア
の
疑
経
だ
け
で
な
く
、
チ

ベ
ッ
ト
の
テ
ル
マ
（
唱
①
Ｈ
‐
日
い
）
文
献
（
「
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
聖
典
」
）
や

東
南
ア
ジ
ア
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
偽
典
な
ど
の
研
究
を
も
含
む
、
よ
り
広
範

な
分
野
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
中
国
の
疑
経
に
焦
点
を

当
て
た
論
文
集
と
し
て
、
ハ
ワ
イ
大
学
出
版
部
か
ら
出
版
す
る
こ
と
に
決

っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
以
下
、
紙
数
の
許
す
範
囲
で
十
編
の
論
文
の
そ

れ
ぞ
れ
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

な
お
、
本
書
に
使
用
さ
れ
る
↓
《
砦
。
日
ご
旨
ゞ
》
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、

評
者
は
一
般
に
「
疑
経
」
と
い
う
用
語
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
経
典
目
録

を
研
究
対
象
と
す
る
嵐
苫
宮
門
○
百
国
○
氏
の
論
文
を
紹
介
す
る
文
章
の

中
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
「
疑
経
」
（
の
巨
名
目
○
扇
の
ｏ
ロ
耳
目
①
）
と
「
偽

山
野
俊
郎

経
」
（
名
巨
己
○
巨
の
、
○
国
冒
冒
①
）
を
使
い
分
け
た
場
合
も
あ
る
。

開
①
弓
の
目
因
．
国
匡
肋
夕
お
房
』
『
ふ
冒
弓
④
邑
自
鼻
旨
冒
一
毛
門
三
の
輯
含
目
の
国
＠
国

ご
守
彦
①
の
辞
臣
己
電
ｃ
啼
閃
自
己
色
三
里
医
壱
④
月
］
壱
写
巴
、
胃
ご
言
罵
⑰
こ
の

論
文
は
、
本
書
の
編
集
者
で
も
あ
る
閃
．
国
匡
留
く
昌
氏
に
よ
る
疑
経
研
究

へ
の
序
説
で
あ
り
、
本
書
全
体
の
序
論
で
も
あ
る
。
疑
経
研
究
の
歴
史
や

意
義
、
問
題
点
、
あ
る
い
は
将
来
へ
の
展
望
な
ど
が
広
範
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
ｏ著

者
に
よ
れ
ば
、
仏
教
学
に
お
い
て
も
、
ま
た
中
国
学
に
お
い
て
も
、

疑
経
の
研
究
が
正
統
な
学
問
分
野
と
認
め
ら
れ
た
の
は
こ
こ
数
十
年
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
分
野
の
研
究
は
主
に
日
本
の
矢
吹
慶
輝
氏
、
望
月
信
亨

氏
、
林
屋
友
次
郎
氏
、
及
び
牧
田
諦
亮
氏
な
ど
の
．
ハ
イ
オ
’
一
ア
的
研
究
者

た
ち
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
、
疑
経

が
中
国
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
真
に
中
国
的
な
要
素
を
確
め
る
う
え
で
最

上
の
資
料
で
あ
る
こ
と
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
。
従
来
、
仏
教
学
は

主
に
比
較
言
語
学
や
テ
キ
ス
ト
批
判
に
も
と
づ
く
教
義
研
究
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
で
あ
り
、
哲
学
的
関
心
が
濃
厚
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
学
の
学
者

は
、
中
国
の
古
典
的
な
文
学
や
哲
学
の
伝
統
に
お
け
る
思
想
的
・
歴
史
的

な
研
究
に
従
事
し
て
お
り
、
中
国
仏
教
の
著
述
家
や
思
想
家
に
は
あ
ま
り

関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
疑
経
の
研
究
は
、
仏
教
学
者
に
お
い

て
も
、
ま
た
中
国
学
の
学
者
に
お
い
て
も
長
い
間
無
視
さ
れ
て
き
た
分
野

で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
、
異
っ
た
学
問
分
野
の
間
の
〃
異
花
受

粉
″
（
９
０
脇
‐
房
Ｈ
Ｅ
冒
昌
○
口
）
に
よ
っ
て
疑
経
の
研
究
が
今
後
更
に
発
展

す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

著
者
は
ま
た
、
砦
○
日
眉
目
（
外
典
）
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
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長
い
伝
統
を
持
つ
言
葉
を
中
国
撰
述
の
経
典
（
疑
経
）
に
適
用
す
る
こ
と
の

妥
当
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
正
典
（
○
四
己
○
口
）

と
非
正
典
の
関
係
は
、
仏
教
に
お
け
る
真
経
と
疑
経
の
関
係
と
は
異
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
名
○
員
弓
冒
は
ギ
リ
シ
ア
語
の

眉
○
冒
菩
い
に
由
来
し
、
本
来
「
隠
さ
れ
た
」
文
書
、
あ
る
い
は
「
秘
義

の
」
文
言
の
意
味
で
あ
る
。
現
在
の
用
語
法
に
よ
る
と
ｇ
ｏ
目
弓
冨
と

は
、
正
典
で
は
な
い
が
読
ん
で
有
益
な
、
聖
書
に
準
ず
る
書
物
の
こ
と
で

あ
り
、
あ
る
い
は
、
異
端
の
文
書
と
は
異
な
る
が
霊
感
（
旨
の
豆
圖
武
○
口
）

が
欠
如
し
、
そ
れ
故
に
聖
書
に
収
め
ら
れ
る
正
典
の
権
威
を
持
た
な
い
書

物
を
い
い
、
つ
ま
り
、
聖
書
に
収
録
さ
れ
る
正
典
以
外
の
諸
文
書
を
§
‐

○
．
昌
嘗
Ｐ
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
は
い
く
つ
か

の
正
典
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
の
経
典
は

《
《
○
月
ｐ
ｏ
Ｐ
ｐ
Ｏ
ｐ
》
』
で
あ
り
、
仏
教
に
は
聖
書
の
よ
う
な
真
経
の
集
成
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
正
典
（
真
経
）
以
外
の
文
書
（
①
Ｋ
曾
煙
’

０
色
己
○
己
ｏ
こ
）
と
い
う
意
味
を
も
つ
ｇ
ｏ
日
弓
冒
な
る
言
葉
を
、
仏
教
の
疑

経
に
充
当
さ
せ
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
初

期
の
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
後
に
作
成
さ
れ
た
文
言
（
：
具
①
Ｈ
ｏ
‐
８
口
○
昌
○
里
）

を
眉
○
ｏ
昼
も
ぽ
ゅ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
眉
○
○
ｑ
己
ぽ
ゅ
の

規
準
を
、
正
確
な
成
立
年
代
が
ほ
と
ん
ど
不
明
な
仏
教
経
典
に
適
用
す
る

こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
、
虚
偽
の
著
者
名
を
冠
し

た
文
書
と
い
う
意
味
を
も
つ
Ｐ
①
且
の
ロ
唱
名
富
（
偽
典
）
と
い
う
言
葉

が
、
よ
り
仏
教
の
疑
経
に
適
当
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ｇ
ｏ
日
弓
冒
と
仏
教
の
疑
経
と

は
内
容
の
面
に
お
い
て
も
、
ま
た
両
者
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
社
会
的
背

景
の
面
に
お
い
て
も
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
本
書
で

は
、
仏
教
の
疑
経
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
ｇ
ｏ
ｏ
篇
息
冒
と
い
う
用
語
を

使
用
す
る
こ
と
に
し
た
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
本
書
で
用
い

る
§
○
日
若
冒
（
疑
経
）
と
い
う
用
語
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
文
化
圏
の

外
で
成
立
し
た
仏
教
文
献
で
あ
り
、
し
か
も
イ
ン
ド
，
も
し
く
は
中
央
ア
ジ

ア
の
経
典
を
モ
デ
ル
に
作
成
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
定
義
を
与
え
る
。
こ

こ
で
、
疑
経
が
作
成
さ
れ
た
地
域
を
イ
ン
ド
文
化
圏
外
に
限
定
す
る
こ
と

に
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
著
者
は
注
意
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
厳

密
な
意
味
で
は
、
イ
ン
ド
文
化
圏
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
す
べ
て
の
大
乗

経
典
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
声
聞
乗
の
経
典
も
〃
疑
経
″
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ブ
ッ
ダ
の
時
代
よ
り
ず
っ

と
後
世
に
成
立
し
た
イ
ン
ド
の
大
乗
の
経
典
は
、
中
国
等
で
成
立
し
た
疑

経
が
そ
の
著
者
を
ブ
ッ
ダ
に
帰
し
た
の
と
同
様
の
理
由
で
、
ブ
ッ
ダ
の
教

説
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
声
聞
乗
の
経
典
に
つ
い

て
言
え
ば
、
ダ
ル
マ
が
各
人
の
方
言
に
従
っ
て
説
か
れ
う
る
こ
と
を
ブ
ッ

ダ
自
身
が
容
認
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
、
「
ブ
ッ
ダ

の
言
葉
」
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
際
に
唯
一
の
正
統
な
伝
承
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
存
命
中
に
お
い
て
も
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は

変
形
を
宗
っ
た
の
で
あ
り
、
厳
密
に
は
す
べ
て
の
声
聞
乗
の
経
典
が
真
正

の
「
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
」
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
説
明

さ
れ
る
。

悶
哩
①
天
色
目
①
雷
冒
ｃ
亜
皀
一
吊
因
ぐ
色
盲
員
ざ
弓
①
罷
胃
目
昌
晦
⑦
昌
ｃ
目
い
い
⑤
罠
‐

ご
試
周
の
、
旨
ｅ
三
遍
⑦
肋
⑦
廃
屋
竺
邑
宮
異
国
忌
一
ざ
ぬ
【
秒
己
毒
胃
昌
の
職
寺
皇
。
噛
二
の
⑰

こ
の
論
文
で
は
、
中
国
で
六
朝
時
代
か
ら
唐
代
に
至
る
期
間
（
四
’
八
世
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紀
）
に
編
募
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
経
典
目
録
を
と
り
あ
げ
、
経
録
作
成
者

に
お
け
る
経
典
の
真
偽
判
定
の
基
準
（
疑
経
判
定
の
基
準
）
が
検
討
さ
れ
、

ま
た
彼
ら
の
疑
経
に
対
す
る
見
解
や
態
度
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が

と
り
あ
げ
た
経
典
目
録
は
、
道
安
の
『
綜
理
衆
経
目
録
』
（
三
七
四
年
）
、

僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』
（
五
一
五
年
頃
）
、
法
経
等
の
『
衆
経
目
録
』

（
五
九
四
年
）
、
費
長
房
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
（
五
九
七
年
）
、
彦
珠
等
の

『
衆
経
目
録
』
（
六
○
二
年
）
、
道
宣
の
『
大
唐
内
典
録
』
（
六
六
四
年
）
、

明
佳
等
の
『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
（
六
九
五
年
）
、
及
び
智
昇
の
『
開
元

釈
教
録
』
（
七
三
○
年
）
の
八
種
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
経
録
家
た
ち
に
と
っ
て
疑
経
と
は
、
イ
ン
ド
・
中
央

ア
ジ
ア
伝
来
の
経
典
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
中
国
の
経
典
の
伝
統
を
脅
か
す

も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
仏
教
の
純
粋
さ
を
護
る
た
め
に
疑
経
に
対
抗
す
る

責
任
を
感
じ
て
い
た
。
ま
た
、
末
法
思
想
を
信
ず
る
経
録
作
成
者
に
お
い

て
は
、
末
法
の
世
に
お
け
る
疑
経
の
出
現
は
単
な
る
歴
史
的
偶
然
で
は
な

く
、
必
然
的
な
事
実
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
経

録
家
に
と
っ
て
、
経
典
の
真
偽
を
峻
別
す
る
作
業
は
護
法
の
行
為
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

著
者
は
疑
経
の
判
定
基
準
と
し
て
、
経
典
そ
の
も
の
の
内
容
や
形
式
に

関
わ
る
内
的
な
基
準
と
、
そ
し
て
、
社
会
的
・
政
治
的
事
情
が
要
件
と
な

る
外
的
な
基
準
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま

ず
第
一
に
、
中
国
の
経
録
作
成
者
に
と
っ
て
真
経
と
は
、
イ
ン
ド
も
し
く

は
中
央
ア
ジ
ア
に
起
源
を
も
ち
、
か
つ
外
国
三
蔵
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た

翻
訳
経
典
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
経
典
の
由
来
は
容
易

に
決
定
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
真
経
判
定
の
基
準
は
有

効
に
機
能
し
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
翻
訳
者
の
名
前
が
明
ら

か
で
な
い
多
く
の
経
典
（
「
失
訳
」
）
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
り
、
又
、
経

典
の
後
記
に
記
さ
れ
る
翻
訳
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
も
信
頼
が
置
け
な
い
場

合
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
思
慮
深
い
経
録
家
は
、
「
偽

経
」
と
区
別
し
て
「
疑
経
」
と
い
う
分
類
を
設
け
て
慎
重
に
対
処
し
よ
う

と
し
た
が
、
結
果
的
に
、
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
多
く
の
経
典
が
真
経
と
見

な
さ
れ
世
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
指
捕
さ
れ
る
。
第
二
に
、
経
典

の
ス
タ
イ
ル
や
内
容
が
真
偽
判
定
の
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。

初
期
の
経
録
家
の
中
に
は
、
疑
経
は
真
経
に
比
畢
へ
て
内
容
的
に
劣
っ
て
お

り
、
経
典
の
真
偽
は
容
易
に
区
別
で
き
る
と
唱
え
る
者
も
あ
っ
た
が
、
し

か
し
、
彼
ら
の
主
張
す
る
判
定
基
準
は
い
く
分
不
明
確
で
あ
り
主
観
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
ま
た
唐
代
の
経
録
家
は
、
中
国
固
有
の
宗

教
的
な
要
素
や
異
端
的
な
教
義
、
あ
る
い
は
変
則
的
な
言
辞
な
ど
を
含
む

経
典
は
疑
経
と
判
定
で
き
る
と
唱
え
た
と
い
う
。
著
者
は
、
道
安
の
『
綜

理
衆
経
目
録
』
か
ら
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』
に
至
る
三
百
年
ば
か
り
の

経
典
目
録
編
集
の
歴
史
に
お
い
て
、
経
典
の
真
偽
判
定
の
方
法
に
は
い
く

分
の
進
歩
は
見
ら
れ
る
と
評
価
し
つ
つ
も
、
一
方
で
、
中
国
撰
述
の
疑
偽

経
典
の
中
に
は
内
容
に
お
い
て
も
、
ま
た
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
も
何
ら
疑

経
的
な
特
徴
が
表
面
に
現
わ
れ
ず
、
そ
れ
故
に
真
経
と
判
定
さ
れ
世
に
流

布
し
た
も
の
も
現
実
に
は
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。

更
に
、
経
典
の
由
来
や
内
容
、
ス
タ
イ
ル
に
依
る
判
定
基
準
の
他
に
、

政
治
的
・
社
会
的
状
況
や
仏
教
教
団
の
要
請
な
ど
の
外
的
条
件
が
、
経
典

の
真
偽
を
判
断
す
る
基
準
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』
に
お
け
る
抄
経
の
取
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り
扱
い
や
、
あ
る
い
は
、
費
長
房
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
の
編
集
方
針
な
ど

が
そ
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
的
な
混
乱
や
反
乱
を
引
き
起

こ
す
可
能
性
を
潜
在
的
に
含
ん
で
い
る
経
典
が
疑
経
と
判
定
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
う
。
弥
勒
下
生
信
仰
を
説
く
経
典
や
三
階
教
関
係
の
典
籍

に
対
す
る
処
置
が
そ
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

経
録
作
成
者
た
ち
に
お
い
て
、
経
典
の
真
偽
判
定
の
基
準
は
一
定
不
変
の

も
の
で
は
な
く
変
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
経
典
の
内
容
や

ス
タ
イ
ル
に
も
と
づ
く
判
定
基
準
は
主
観
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
一
方
、
経
録
作
成
者
や
教
団
が
置
か
れ
た
政
治
的
・
社
会
的

状
況
は
時
代
と
と
も
に
推
移
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
外

的
条
件
に
左
右
さ
れ
る
判
定
基
準
も
必
然
的
に
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
、
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
著
者
は
、
経
典
目
録
が
編
纂
さ
れ
る
時
、
経

録
家
た
ち
に
お
い
て
、
仏
教
の
純
粋
さ
を
護
り
仏
教
の
理
想
を
推
進
す
る

と
い
う
こ
と
と
、
そ
し
て
、
仏
教
教
団
の
勢
力
を
拡
大
し
、
中
国
に
お
い

て
仏
教
の
主
義
・
信
条
を
浸
透
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
、
二
つ
の
両
立
し

が
た
い
目
標
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
う
ち
後
者
の
教
団

的
関
心
が
前
者
を
凌
ぐ
時
、
前
代
の
独
断
的
な
経
典
の
真
偽
判
定
が
無
批

判
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
真
経
の
基
準
そ
の
も
の

が
教
団
の
利
益
の
た
め
に
巧
み
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
経
典
目
録
編
纂
の
表
向
き
の
目
的
は
、
疑
経
を
排
除
し
、
中

国
の
仏
教
経
典
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
イ
ン
ド
の
経
典
の
伝
統
に
一
致
さ
せ
る

こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
業
は
実
際
に
は
明
快
で
も
な
け
れ
ば
容
易
で

も
な
か
っ
た
こ
と
を
著
者
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

次
に
、
前
記
の
八
種
類
の
経
典
目
録
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
疑
経
判

定
の
基
準
が
採
用
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解
を
見
て

み
よ
芦
っ
。

①
道
安
の
『
綜
理
衆
経
目
録
』
は
現
存
し
な
い
が
、
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記

集
』
巻
五
に
は
「
新
集
安
公
疑
経
録
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

中
国
に
お
い
て
仏
経
翻
訳
の
始
め
か
ら
道
安
の
時
代
に
至
る
二
百
年
間
に

出
現
し
た
経
典
の
う
ち
、
彼
が
疑
経
と
判
定
し
た
も
の
二
十
六
部
三
十
巻

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
新
集
安
公
疑
経
録
」
に
付
さ

れ
た
序
文
に
は
経
典
の
真
偽
を
区
別
す
る
基
準
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
伝
来
の
正
統
な
翻
訳
経
典
と
中
国
撰
述
の
疑
経
を
厳
し

く
区
別
し
よ
う
と
す
る
試
み
や
、
ま
た
、
経
典
の
純
粋
性
に
対
し
て
あ
る

種
の
責
任
感
を
抱
く
道
安
の
態
度
は
、
後
世
の
経
録
家
に
受
け
継
が
れ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

②
僧
祐
の
「
出
三
蔵
記
集
』
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
現
存

最
古
の
経
典
目
録
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
巻
五
に
収
め
ら
れ
る

「
新
集
疑
経
偽
撰
雑
録
」
の
序
文
に
は
、
僧
祐
が
採
用
し
た
真
偽
判
定
の

基
準
と
し
て
、
外
面
的
な
根
拠
及
び
内
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
外
面
的
な
根
拠
と
は
経
典
の
出
処
由
来
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
一

方
、
内
的
な
根
拠
と
は
経
典
の
ス
タ
イ
ル
と
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
理
上
、
あ
る
い
は
文
辞
表
現
上
の
洗
練
を
欠
く
こ
と
、
道

教
な
ど
の
異
教
に
由
来
す
る
教
義
や
表
現
を
含
む
こ
と
、
あ
る
い
は
、
内

容
的
に
仏
教
教
団
や
政
府
に
対
す
る
潜
在
的
な
脅
威
を
持
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
疑
偽
経
の
判
定
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
同
じ

く
巻
五
に
疑
偽
経
と
し
て
斉
末
の
大
学
博
士
江
泌
の
娘
尼
子
が
詞
出
し
た

二
十
一
部
の
調
出
経
や
、
鄙
州
の
頭
陀
道
人
妙
光
が
撰
述
し
た
『
薩
婆
若

59



陀
春
属
荘
厳
経
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
の
経
典
が
作
成
さ

れ
た
背
景
を
解
明
し
て
い
る
。
更
に
、
真
経
か
ら
抄
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

抄
経
に
言
及
し
、
僧
祐
が
後
世
の
経
録
家
に
比
ゞ
へ
て
抄
経
に
対
し
て
寛
大

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

③
晴
代
の
法
経
等
に
依
る
『
衆
経
目
録
』
は
、
時
の
政
府
を
ス
ポ
ン
サ
ー

と
し
て
作
成
さ
れ
た
経
録
で
あ
る
。
こ
の
経
録
に
お
い
て
真
偽
が
疑
わ
し

い
疑
経
と
、
決
定
的
に
偽
撰
と
断
定
さ
れ
た
偽
経
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ

た
の
は
、
経
録
と
し
て
一
つ
の
進
歩
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
著
者
に
よ

れ
ば
、
こ
の
経
録
の
編
集
者
は
疑
経
と
判
定
す
る
主
な
基
準
と
し
て
二
つ

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
者
の
名
前
や
翻
訳
の
日
時
が
一
定
し
て

い
な
い
こ
と
、
及
び
経
典
の
内
容
が
疑
わ
し
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と

の
二
点
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
偽
経
の
判
定
に
つ
い
て
は
経
典
の
構

造
及
び
内
容
に
関
す
る
二
種
の
基
準
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

構
造
的
に
一
経
の
中
に
真
に
仏
教
的
な
題
材
と
中
国
固
有
の
題
材
と
が
並

存
す
る
特
徴
が
あ
り
、
又
、
内
容
的
に
中
国
の
土
着
的
・
民
間
的
な
観
念

や
行
為
を
含
ん
で
い
る
も
の
が
偽
経
と
判
定
さ
れ
た
と
い
う
。
著
者
は
ま

た
、
偽
経
の
中
に
弥
勒
下
生
信
仰
に
関
す
る
経
典
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に

注
目
し
、
こ
れ
ら
の
経
典
の
真
偽
判
定
に
政
府
の
政
治
的
関
心
が
反
映
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
経
録
の
編
集
者
が
抄
経

に
対
し
て
厳
格
な
態
度
を
示
し
、
こ
れ
を
経
と
区
別
し
「
別
生
」
と
称
し

た
こ
と
に
著
者
は
注
目
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
抄
経
作
成
と
教
相
判
釈
の

関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

④
費
長
房
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
、
疑
経
を
収
録
す
る
た
め
の
項
目
を
別

に
立
て
な
か
っ
た
点
で
『
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
費
長
房
は
同
時
代
の
経
録
で

あ
る
『
衆
経
目
録
』
に
記
載
さ
れ
た
一
九
七
部
の
疑
偽
経
典
の
う
ち
、
そ

の
半
分
近
く
の
も
の
を
無
視
し
、
そ
し
て
『
提
謂
波
利
経
』
、
『
薩
婆
若
陀

春
属
荘
厳
経
』
及
び
『
占
察
善
悪
業
報
経
』
の
三
経
の
み
を
中
国
撰
述
の

経
典
と
判
定
し
、
残
り
の
八
十
八
経
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
真
経
と
断
定

し
た
と
い
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
費
長
房
が
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
お
い
て

目
標
と
し
た
の
は
、
真
経
と
疑
経
の
間
の
明
確
な
区
別
を
つ
け
る
こ
と
で

は
な
く
、
疑
偽
経
や
抄
経
、
あ
る
い
は
失
訳
な
ど
の
由
来
の
不
確
か
な
経

典
の
数
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
教
経
典
の

由
緒
に
関
す
る
信
頼
感
を
高
め
る
こ
と
を
彼
は
目
指
し
た
の
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
経
録
編
集
の
動
機
は
、
当
時
の
時
代
背
景
に
も
と

づ
い
て
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
彦
珠
等
に
依
る
『
衆
経
目
録
』
は
勅
撰
の
経
録
で
あ
り
、
法
経
等
の

『
衆
経
目
録
』
の
欠
点
を
訂
正
し
改
善
す
る
た
め
に
編
集
さ
れ
た
。
こ
の

経
録
で
は
「
疑
偽
」
の
項
目
を
立
て
、
こ
こ
に
二
○
九
部
の
疑
偽
経
が
収

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
法
経
等
の
『
衆
経
目
録
』
が
疑
経
も
し

く
は
偽
経
と
判
定
し
た
『
起
信
論
』
、
『
仁
王
経
』
、
『
梵
網
経
』
な
ど
が
、

こ
の
経
録
に
お
い
て
真
経
に
分
類
し
直
さ
れ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て

い
る
。

⑥
唐
の
道
宣
の
『
大
唐
内
典
録
』
で
は
、
巻
十
の
「
疑
偽
経
論
」
の
項
に

一
八
三
部
の
経
典
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
道
宣
が
採
用

し
た
疑
偽
経
判
定
の
基
準
と
し
て
、
民
間
の
習
俗
や
道
教
的
要
素
を
含
ん

で
い
る
こ
と
、
人
間
の
俗
悪
な
感
情
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

人
の
精
神
面
の
進
展
よ
り
も
世
俗
の
行
為
へ
の
関
心
が
顕
著
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
又
、
道
宣
は
、
疑
経
が
作
成
さ
れ
た
目
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的
は
末
法
の
凡
俗
の
人
々
を
仏
教
へ
導
く
点
に
あ
り
、
疑
偽
経
は
凡
俗
の

人
を
の
低
い
能
力
に
合
わ
せ
て
説
き
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
解

を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
道
宣
の
疑
偽
経
観
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
い

ヤ
《
Ｉ
／

Ｏ

⑦
『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
は
、
周
朝
の
武
則
天
の
勅
を
受
け
て
明
栓
等

が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巻
十
五
の
「
偽
経
目
録
」
の
項
目
に
は

三
一
二
部
の
経
典
が
登
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
経
録
の
、
政
治
的

問
題
へ
の
関
わ
り
を
示
す
顕
著
な
一
例
と
し
て
、
著
者
は
三
階
教
関
係
の

典
籍
に
対
す
る
処
置
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
経
録
は
二
十
二
部
の
三
階

教
関
係
の
典
籍
を
偽
経
と
判
定
し
た
が
、
こ
の
判
定
は
政
府
の
勅
に
依
る

も
の
で
あ
り
、
経
録
編
集
者
た
ち
の
客
観
的
な
テ
キ
ス
ト
批
判
に
基
づ
く

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

③
唐
の
玄
宗
の
治
世
に
編
集
さ
れ
た
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』
で
は
、
「
疑

惑
録
」
と
「
偽
妄
乱
真
録
」
の
項
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
実
に
四
○
六
部

一
○
七
四
巻
の
疑
偽
経
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
経
録
に
は
疑

偽
経
を
判
定
す
る
た
め
の
三
種
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
、
そ

れ
に
従
っ
て
論
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
経
典
を
作
成
し

た
撰
述
者
の
名
前
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
経
典
は
疑
経

と
判
定
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
北
魏
の
兵
士
孫
敬
徳
が
撰
述
し

た
『
高
王
観
世
音
経
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
の
基
準
は
、
経
典
の
構
造

や
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
・
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
『
玲
伽
法
鏡
経
』
、

『
要
行
捨
身
経
』
、
『
仏
名
経
』
の
三
経
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
各
々
に
対
す

る
智
昇
の
コ
メ
ン
ト
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
疑
経
の
特
徴
と
し
て
、

他
の
経
典
を
改
換
し
増
減
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
教
義
内

容
が
仏
教
の
伝
統
的
な
教
説
に
合
致
し
な
い
こ
と
、
俗
悪
な
卑
し
い
言
葉

と
聖
語
と
が
混
用
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
仏
典
に
出
て
く
る
イ
ン
ド

の
地
名
や
僧
名
な
ど
に
関
し
て
正
確
な
知
識
を
欠
き
、
馬
鹿
げ
た
一
一
ラ
ー

が
見
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
に
智
昇
が
注
目
し
て
い
た
こ
と
を
解
明

し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
経
典
の
教
義
内
容
が
政
治
や
社
会
へ
の
脅

威
を
含
み
、
社
会
的
混
乱
を
招
く
原
因
に
な
る
と
見
な
さ
れ
る
場
合
、
智

昇
は
こ
れ
を
疑
経
と
判
定
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
著
者
は
そ
の
よ
う

な
判
定
の
例
と
し
て
、
弥
勒
下
生
信
仰
に
関
す
る
経
典
や
三
階
教
関
係
の

典
籍
に
対
す
る
処
置
を
挙
げ
、
経
典
の
真
偽
判
定
に
お
い
て
、
単
に
客
観

的
な
テ
キ
ス
ト
上
の
基
準
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
配
慮
が
要
因
と
な
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

冨
旨
胃
］
聾
昌
鼻
ョ
凹
皀
昌
軸
邑
吊
ａ
、
恩
の
角
呉
ご
目
印
聟
国
叩
陛
因
目
早

邑
冨
異
国
ｃ
鳥
島
普
①
房
こ
の
論
文
は
、
五
世
紀
半
ば
頃
に
中
国
の

江
南
地
方
で
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
『
大
灌
頂
経
』
十
二
巻
の
分
析
を
通

し
て
、
こ
の
経
典
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
当
時
の
江
南
地
方

の
宗
教
事
情
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
中
国
学
の
分

野
で
特
に
明
代
に
お
け
る
諸
宗
教
の
融
合
調
和
（
の
冒
日
の
爵
日
）
の
研
究

が
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
既
に
五
世
紀
の
江
南
地

方
に
お
い
て
諸
宗
教
の
融
合
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

本
経
は
十
二
部
の
小
経
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
僧
祐
は
『
出
三
蔵

記
集
』
に
お
い
て
、
本
経
十
二
巻
の
う
ち
前
九
巻
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
後
の
三
巻
は
後
世
の
追
加
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

更
に
、
前
十
一
巻
は
梵
本
か
ら
の
翻
訳
（
た
だ
し
失
訳
）
で
あ
る
が
第
十

二
巻
の
『
灌
頂
経
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
秣
陵
鹿
野
寺
の
比
丘
恵
簡
が
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撰
述
し
た
疑
経
で
あ
る
と
し
て
「
疑
経
偽
撰
雑
録
」
に
収
め
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
著
者
は
、
『
大
灌
頂
経
』
十
二
巻
を
前
九
巻
と
後
三
巻
に
分
類

す
る
の
は
、
単
に
両
者
の
形
式
的
・
内
容
的
な
相
逮
に
も
と
づ
き
二
分
し

た
も
の
で
あ
り
、
又
、
前
十
一
巻
を
梵
本
か
ら
訳
出
さ
れ
た
真
経
で
あ
る

と
す
る
の
は
、
四
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
ダ
ラ
ニ
経
典
と
の
表
面
的
な
類
似

に
よ
っ
て
判
断
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
僧
祐
の
本
経
に
対

す
る
そ
の
よ
う
な
分
類
は
説
得
力
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
『
大
灌
頂
経
』
は
明
確
な
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
き
、
統
一

的
な
連
関
を
も
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
十
二
巻
に
分
れ
る
の
は

本
経
の
作
成
者
の
本
来
の
意
図
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
本
経
巻

一
に
は
、
こ
の
経
典
が
仏
陀
入
滅
後
の
末
世
に
、
一
人
の
苦
行
者
に
よ
っ

て
山
中
の
岩
窟
の
中
で
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
記
述
に
も
と
づ
き
著
者
は
、
本
経
が
五
世
紀
の
中
国
に
広
く
行
き
わ

た
っ
て
い
た
末
法
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
共
感
し
た
若
い
仏
教
者
た
ち
の
グ
ル

ー
プ
の
一
員
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
推
測
し
て
い
る
。

本
経
は
詞
呪
を
伴
っ
た
厳
格
な
修
行
を
唱
導
す
る
グ
ル
ー
プ
の
中
で
成
立

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
経
の
編
著
者
の
関
心
は
、
仏
教
教
団
の
現
状
の

改
革
と
仏
法
の
護
持
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
国
人
の
宗
教
生
活

を
理
解
す
る
上
で
祖
先
崇
拝
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
が
、
仏
教
と
道
教
に

お
い
て
死
者
救
済
の
た
め
の
基
本
的
な
儀
式
が
成
立
し
た
の
は
四
世
紀
末

か
ら
五
世
紀
初
め
頃
で
あ
り
、
五
世
紀
半
ば
に
作
成
さ
れ
た
本
経
は
当
時

の
葬
法
に
つ
い
て
重
要
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
。
更
に
、
本
経

に
は
、
仏
・
菩
薩
や
イ
ン
ド
の
神
為
の
他
に
中
国
の
土
着
の
五
方
の
神
衣

や
龍
王
、
鬼
神
の
名
称
が
記
さ
れ
て
お
り
、
五
世
紀
の
江
南
地
方
に
お
け

る
仏
教
・
道
教
及
び
民
間
信
仰
の
相
互
の
関
わ
り
や
融
合
が
う
か
が
わ
れ

る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

鴎
の
壱
罫
の
墨
因
．
国
①
弄
①
冒
屏
色
昌
壱
一
鷲
幽
噛
の
肋
具
目
門
魁
自
助
＄
巨
包
①
冒
伺
⑦
》

昌
一
①
閨
冒
目
曾
昌
⑦
冒
冒
弓
餌
ｇ
鼻
野
臥
冒
胃
①
こ
の
論
文
で
は

道
教
経
典
に
説
か
れ
る
道
士
の
階
位
説
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
と
仏
教
の
菩

薩
の
行
位
説
と
の
関
連
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
五
世
紀
に
成
立
し
た

疑
経
で
あ
り
、
五
十
二
位
の
菩
薩
の
行
位
説
を
完
成
し
た
『
菩
薩
壌
略
本

業
経
』
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
経
典
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
著
者

に
よ
れ
ば
、
道
教
経
典
は
当
初
か
ら
仏
教
の
菩
薩
の
行
位
説
を
採
用
し
て

お
り
、
道
教
の
階
位
の
概
念
の
変
化
は
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
行
位

説
の
進
展
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
道
教
経
典
に
説
か
れ

る
階
位
説
は
、
ま
た
一
方
で
、
中
国
人
の
願
望
や
信
仰
に
合
わ
せ
て
変
形

さ
れ
た
と
い
う
。
世
俗
的
な
欲
求
や
関
心
に
妥
協
し
つ
つ
展
開
し
た
道
教

の
階
位
説
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は

指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
五
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
道
教
経
典
で

あ
る
『
霊
宝
経
』
は
、
常
に
大
乗
仏
教
の
普
遍
的
な
救
済
論
に
支
持
を
表

明
し
つ
つ
も
、
こ
の
経
典
に
説
か
れ
る
十
転
の
階
位
説
は
む
し
ろ
個
人
的
、

ま
た
身
体
的
な
教
説
で
あ
り
、
個
人
の
死
後
に
お
け
る
身
体
と
魂
の
変
化

が
強
調
さ
れ
、
未
来
の
生
涯
に
お
い
て
よ
り
好
ま
し
い
境
遇
に
再
生
す
る

た
め
の
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
次
に
、
中
国
仏
教
の
歴
史

に
お
い
て
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
邨
悟
・
漸
悟
の
教
説
が
道
教

の
階
位
説
に
も
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
中
国
で
成
立
し
た

『
菩
薩
雲
路
本
業
経
』
は
頓
悟
を
説
く
経
典
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
一

方
、
道
教
経
典
と
し
て
、
『
霊
宝
経
』
で
は
諸
段
階
を
経
る
こ
と
な
く
「
速

戸の
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易
」
に
仙
王
の
位
に
到
る
こ
と
が
説
か
れ
、
又
、
「
本
相
経
』
に
お
い
て

も
．
挙
」
に
究
極
の
位
に
到
る
こ
と
が
明
さ
れ
る
と
い
う
。
な
お
、
こ

の
論
文
の
末
尾
に
は
、
付
録
と
し
て
『
海
空
智
蔵
経
』
に
お
い
て
「
十
転
」

を
説
く
部
分
が
英
訳
さ
れ
添
え
ら
れ
て
い
る
。

屍
目
鼻
曽
田
且
』
曾
哩
国
富
目
①
肖
曾
畠
ｃ
凰
巴
邑
如
具
啓
⑦
罰
厘
曾
嵩

吾
早
毎
曾
冨
写
鳥
。
届
旦
凰
冨
迫
“
し
ｅ
騨
昌
⑤
国
胃
昌
腎
凰
冒
昌
罵
昌
弔
日
㈹

Ｆ
騨
昌
園
昌
監
尉
目
、
言
ご
餌
①
圏
園
①
爵
罰
．
國
騨
目
鼻
秒
こ
の
論
文

は
、
藤
田
宏
達
博
士
の
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七

○
）
の
第
一
章
の
う
ち
、
第
四
節
「
浄
土
思
想
に
言
及
す
る
関
係
資
料
」

の
第
一
一
項
「
観
無
量
寿
経
」
（
喝
．
巨
？
畠
ｅ
に
、
著
者
自
身
に
よ
る
追

補
と
修
正
を
加
え
英
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
『
観
無
量

寿
経
』
の
イ
ン
ド
撰
述
説
を
否
定
し
、
綿
密
な
調
査
・
分
析
を
通
し
て
、

こ
の
経
典
が
中
国
も
し
く
は
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

乏
冨
房
冒
ｓ
四
身
自
冨
Ｑ
昌
冨
‐
３
℃
員
鼻
冒
曾
罰
昌
Ｅ
Ｃ
園
斡
且

冨
侭
胃
旨
冨
且
庸
ぐ
己
ら
冨
謬
秒
『
占
察
善
悪
業
報
経
』
二
巻
（
以
下

『
占
察
経
』
）
は
、
六
世
紀
後
半
に
中
国
で
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
疑
経
で

あ
る
。
上
巻
で
は
木
輪
法
に
よ
っ
て
過
去
の
善
悪
の
業
相
を
占
う
占
察
法

が
説
か
れ
、
一
方
、
下
巻
で
は
大
乗
の
実
義
と
し
て
『
起
信
論
』
と
ほ
と
ん

ど
同
様
の
如
来
蔵
説
が
述
・
へ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
論
文
で
、
『
占

察
経
』
の
上
巻
に
説
か
れ
る
マ
ジ
ッ
ク
的
行
法
（
目
凹
唱
。
）
と
、
下
巻
の

哲
学
的
教
理
（
門
呂
四
○
口
）
と
の
関
連
を
考
察
し
、
こ
の
経
典
の
正
当
な
理

解
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
上
巻
と
下
巻
の
関
係
に
つ
い
て
著
者
は

次
の
よ
う
な
仮
説
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
占
察
経
』
は
当
初
、

現
在
の
よ
う
な
上
・
下
二
巻
本
で
は
な
く
、
善
悪
業
報
の
占
察
や
隙
悔
滅

罪
を
説
く
上
巻
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
に
上
巻
の
占
察
法

を
教
理
的
に
基
礎
づ
け
る
教
説
と
し
て
、
下
巻
の
部
分
が
『
起
信
論
』
に

も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。
著
者
は
、
こ
の

経
典
の
上
巻
と
下
巻
と
が
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
切
り
離
し
て
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
は

本
経
の
上
巻
の
記
述
に
注
目
し
、
本
経
が
「
現
世
利
益
」
を
説
く
「
庶
民

経
典
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
著
者
は
そ
の
よ
う
な
見

方
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
崇
高
な
智
慧
（
１
本
経
の
下
巻
に
説
か
れ

る
よ
う
な
）
と
粗
雑
な
マ
ジ
ッ
ク
的
行
法
（
１
本
経
の
上
巻
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
）
と
が
、
相
互
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
中
世
の
宗
教
的

信
仰
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
見
方
は
不
適
切
で
あ
る
と

説
明
さ
れ
る
。
『
占
察
経
』
は
六
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
智

慧
の
宗
教
（
儲
呂
嘔
○
口
）
と
民
衆
的
信
仰
（
旨
騨
唱
。
）
と
い
う
、
現
代
人
に

は
し
ば
し
ば
両
立
し
が
た
く
感
ぜ
ら
れ
る
二
つ
の
要
素
の
統
合
を
示
す
経

典
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

冨
鰯
房
因
島
割
酌
乱
闘
①
昌
駕
團
胃
切
目
暑
胃
協
里
目
旦
芸
⑦
目
胃
馬

聾
秒
鴨
の
幣
鼻
加
除
冒
角
曽
富
閉
騨
弔
昌
胃
皇
房
呂
①
文
字
の

国
で
あ
る
中
国
で
は
、
古
来
、
文
学
作
品
と
政
治
は
直
結
す
る
も
の
で
あ

り
、
文
学
と
政
治
的
権
力
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
は
、
た
と
え
ば
、
儒
教
に
お
け

る
「
経
」
と
い
う
語
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
仏
教
に
お
い
て
も

経
典
の
真
正
性
の
問
題
が
そ
の
ま
ま
政
治
的
問
題
と
も
な
っ
た
の
で
あ
り

そ
れ
故
、
中
国
に
お
け
る
疑
経
の
研
究
は
、
経
典
と
政
治
的
権
威
の
問
題

か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
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る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
著
者
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
三
階
教
の

典
籍
の
分
析
を
通
し
て
、
政
治
的
権
力
に
よ
る
三
階
教
禁
圧
の
問
題
に
つ

い
て
新
た
な
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
階
教
の
教
説
は
当
今
を
末
法
と
見
る
終
末
観
を
基
盤
と
し
、
末
法
の

世
に
あ
っ
て
は
旧
来
の
伝
統
的
仏
教
の
教
義
や
実
践
行
が
無
効
で
あ
る
こ

と
を
宣
言
し
て
、
時
代
相
応
の
新
し
い
型
の
仏
教
を
唱
導
し
た
と
説
明
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
に
支
え
ら
れ
た
仏
教
教
団
に
お
い
て
行
わ
れ
て

い
た
戒
律
の
遵
守
や
禅
定
修
行
の
実
践
、
あ
る
い
は
教
理
研
究
な
ど
の
営

み
が
、
三
階
教
の
僧
俗
一
体
に
な
っ
て
行
わ
れ
る
乞
食
や
布
施
な
ど
の
普

仏
法
の
実
践
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る

と
い
う
。
三
階
教
の
弾
圧
は
晴
の
文
帝
（
六
○
○
年
）
、
武
周
王
朝
の
武

則
天
（
六
九
五
・
六
九
九
年
）
、
及
び
唐
の
玄
宗
（
七
一
三
・
七
二
五
・

七
三
○
年
）
の
治
世
下
に
行
わ
れ
た
。
従
来
、
弾
圧
の
原
因
と
し
て
、
三

階
教
が
末
法
の
世
に
お
け
る
世
俗
権
力
の
有
効
性
と
正
当
性
を
否
定
し
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
容
認
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に

反
対
す
る
。
三
階
教
を
弾
圧
し
た
上
記
の
三
人
の
皇
帝
た
ち
に
共
通
す
る

唯
一
の
要
素
と
し
て
、
著
者
は
、
彼
ら
が
す
尋
へ
て
国
家
仏
教
の
パ
ト
ロ
ン

で
あ
り
、
経
典
の
翻
訳
や
経
典
目
録
の
編
集
作
業
の
後
援
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
教
団
と
国
家
の
緊
密
な
関
係
に
注
目
す
る
。
一
方
、
三
階

教
の
教
え
は
、
政
府
を
パ
ト
ロ
ン
と
す
る
仏
教
教
団
と
、
そ
し
て
そ
の
教

義
と
を
明
確
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
三
階
教
徒
は
そ
れ
を

仏
教
の
教
義
の
立
場
か
ら
主
張
し
、
と
く
に
伝
統
的
な
仏
教
教
団
を
非
難

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
教
団
の
後
援
者
で
あ
る
皇
帝

た
ち
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
権
力
へ
の
挑
戦
と
受
け
と
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
国
家
に
よ
る
三
階
教
禁
圧
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
説

明
さ
れ
る
。
著
者
は
晴
の
文
帝
、
周
の
武
則
天
及
び
唐
の
玄
宗
の
三
者
に

よ
っ
て
為
さ
れ
た
三
階
教
弾
圧
の
事
情
を
分
析
し
、
経
典
の
真
偽
判
定
が

国
家
に
と
っ
て
大
き
な
政
治
的
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
て
い
る
。

跨
昌
ｃ
鼠
自
、
弓
胃
蔚
駈
自
罵
弱
⑦
宮
屋
急
ご
具
三
思
の
ｃ
屋
の
⑦
冨
具

①
『
芽
①
色
①
閣
冒
旨
⑦
三
目
①
碗
①
国
目
白
邑
冨
の
冒
咄
ｅ
冨
写
島
⑦
目
唄
叩
国
巨
登
ｇ
‐

目
の
昌
烏
、
冨
亨
二
四
自
己
号
①
弓
ｇ
鷺
邑
冒
旨
目
自
昏
の
○
夢
宮
司
ミ
ロ

言
曽
脅
ミ
驚
苛
負
｝
」
の
論
文
で
は
、
三
階
教
の
根
本
典
籍
で
あ
る
『
球

伽
法
鏡
経
』
に
対
す
る
評
価
（
真
偽
判
定
）
が
ｌ
こ
の
経
典
を
真
経
と

判
定
す
る
場
合
も
、
ま
た
逆
に
偽
経
と
判
定
す
る
場
合
も
Ｉ
、
経
典
の

内
容
の
客
観
的
な
分
析
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

三
階
教
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
状
況
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
す
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
真
経
の

概
念
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
Ｈ
巴
呉
目
ご
具
昏
①
８
口
。
①
冒
具

○
獄
昏
＆
Ｏ
ｘ
目
）
が
印
象
深
く
描
か
れ
て
い
る
。

三
階
教
の
禁
令
を
出
し
た
周
の
武
則
天
の
治
世
が
終
わ
り
、
李
氏
の
唐

王
朝
が
復
活
す
る
の
は
七
○
五
年
で
あ
る
。
こ
の
年
か
ら
玄
宗
が
即
位
す

る
七
一
二
年
頃
ま
で
は
三
階
教
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
時
代
だ
っ
た
。
三

階
教
の
外
護
者
が
政
府
の
中
枢
部
に
居
り
、
七
一
二
年
に
は
『
法
鏡
経
』

が
政
府
の
経
典
判
定
の
委
員
会
に
よ
っ
て
真
経
と
判
定
さ
れ
、
入
蔵
が
決

定
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
階
教
の
外
護

者
で
あ
り
前
述
の
経
典
判
定
委
員
会
の
メ
ン
。
ハ
ー
で
も
あ
っ
た
蔀
榎
が
七

一
三
年
の
玄
宗
毒
殺
の
陰
謀
に
加
担
し
て
よ
り
後
、
三
階
教
が
置
か
れ
る

政
治
的
状
況
は
一
変
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
に
は
勅
に
よ
っ
て
三
階
教
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の
無
尽
蔵
院
が
廃
止
さ
れ
、
更
に
七
二
五
年
、
七
三
○
年
と
相
次
い
で
禁

令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
七
三
○
年
に
編
集
さ
れ
た
智
昇
の
『
開

元
釈
教
録
』
で
は
、
『
法
鏡
経
』
を
「
偽
妄
乱
真
録
」
に
収
め
て
偽
経
と

断
定
し
た
。
著
者
は
七
○
五
年
以
降
の
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
状
況
の
変

化
を
ふ
ま
え
て
、
智
昇
に
よ
る
『
法
鏡
経
』
に
対
す
る
コ
メ
ソ
》
卜
を
分
析

し
、
こ
の
記
事
の
真
意
を
解
明
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
中
で
智
昇
は
、

三
階
僧
師
利
が
書
い
た
『
法
鏡
経
』
の
序
文
（
現
存
せ
ず
）
を
引
い
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
本
経
の
翻
訳
者
と
し
て
菩
提
流
支
と
宝
思
惟
の
名
前
が

挙
げ
ら
れ
る
。
智
昇
は
こ
れ
を
否
定
し
、
こ
の
経
を
師
利
の
偽
撰
と
す
る
。

一
方
、
敦
煙
本
『
法
鏡
経
』
の
蹴
文
に
は
翻
訳
者
と
し
て
室
利
末
多
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
の
分
析
を
通
し
て
、
著
者
は
、

『
法
鏡
経
』
を
判
定
す
る
際
に
智
昇
に
は
二
つ
の
主
な
目
的
が
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
、
経
典
の
正
統
性
を
体
現
す
べ

き
イ
ン
ド
三
蔵
の
菩
提
流
支
と
宝
思
惟
が
邪
教
た
る
三
階
教
や
、
三
階
僧

師
利
と
関
わ
り
合
っ
て
い
た
事
実
を
抹
消
し
去
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
に

は
、
既
存
の
仏
教
の
正
統
性
を
脅
か
す
異
端
の
疑
経
を
作
成
し
た
師
利
を

厳
し
く
指
弾
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

詞
画
昌
の
ｇ
目
胃
》
邑
胃
、
負
胃
‐
ｇ
員
冨
唾
⑤
言
、
菖
四
自
己
旨
⑦
冒
幽
胃
胃

己
厨
昌
已
旨
①
旨
】
四
壱
四
目
臘
の
弓
⑮
国
隆
昌
的
吟
切
言
邑
琶
①
玲
疹
旨
毘
の
昌
戯

、
員
鳥
冒
言
助
員
爵
冨
弄
員
冒
昌
員
曹
こ
の
論
文
は
、
日
本
天
台
に

お
け
る
『
梵
網
経
』
の
受
容
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
戒
律
の
展
開
を
、
と

く
に
五
大
院
安
念
（
八
四
一
’
八
八
九
？
）
の
『
普
通
授
菩
薩
戒
広
釈
』

を
中
心
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
『
梵
網
経
』
の
経
題
に
は
鳰
摩
羅
什
訳

と
あ
る
が
、
こ
の
経
典
は
中
国
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
疑
経
で
あ
り
、
四

四
○
’
四
八
○
年
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
『
梵
網
経
』
の
大
乗
戒
と
『
四
分

律
』
の
小
乗
戒
が
併
用
さ
れ
、
梵
網
戒
は
小
乗
戒
を
補
足
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
一
方
、
日
本
天
台
に
お
い
て
は
、
「
梵
網
経
』
に
依
る
天
台
僧
の

授
戒
儀
式
が
定
め
ら
れ
、
こ
の
経
典
が
宗
派
の
第
一
の
基
本
的
な
律
典
と

な
っ
て
以
降
、
梵
網
戒
は
中
国
以
来
の
戒
律
の
伝
統
を
払
拭
し
た
全
く
新

し
い
意
味
づ
け
を
得
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
同
時

に
ま
た
、
後
世
の
日
本
天
台
に
お
け
る
戒
律
の
衰
退
を
引
き
起
こ
す
こ
と

に
な
っ
た
と
指
摘
し
、
著
者
は
、
日
本
天
台
に
お
い
て
梵
網
戒
が
教
団
の

規
律
を
正
し
、
出
家
者
の
行
動
を
批
判
し
て
い
く
上
で
不
適
切
な
戒
律
で

あ
っ
た
理
由
を
考
察
し
て
い
る
。
次
に
、
日
本
天
台
で
は
最
澄
に
よ
っ
て

『
梵
網
経
』
が
根
本
律
典
に
据
え
ら
れ
た
が
、
彼
の
没
後
、
梵
網
戒
を
教

団
生
活
に
具
体
的
に
ど
う
適
用
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
や
、
あ
る
い
は

梵
網
戒
と
密
教
の
関
係
の
問
題
な
ど
、
困
難
な
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残

さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
多
く
の
解
答
を
与
え
た
の
が

安
然
の
『
普
通
授
菩
薩
戒
広
釈
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
安
然
は
、
密
教
と

梵
網
戒
の
関
係
に
真
剣
に
と
り
組
ん
だ
人
物
で
あ
り
、
彼
に
よ
っ
て
理
念

的
・
抽
象
的
な
密
教
の
三
摩
耶
戒
が
宗
教
的
行
儀
の
基
盤
に
据
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
持
戒
に
つ
い
て
も
、
又
、
犯
戒
に

つ
い
て
も
大
変
寛
大
な
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
著
者

は
注
意
し
て
い
る
。
安
然
の
没
後
、
彼
の
戒
律
の
解
釈
は
多
く
の
僧
た
ち

に
受
け
入
れ
ら
れ
、
戒
律
の
抽
象
的
な
解
釈
が
ま
す
ま
す
進
展
し
て
、
遂

に
平
安
時
代
の
末
頃
に
は
、
天
台
宗
や
他
の
宗
派
に
お
い
て
、
授
戒
儀
は

小
さ
な
役
割
し
か
果
さ
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
全
く
廃
さ
れ
る
場
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合
も
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

詞
①
畠
四
匡
冒
．
ご
働
く
己
ｇ
冒
一
衿
己
胃
昌
員
．
シ
目
冒
言
ｃ
営
鼻
ご
己
言

昏
①
切
言
目
色
四
ａ
ｍ
ｃ
庵
、
月
曽
言
冨
目
シ
屋
号
の
冒
詮
国
ご
冒
国
目
自
画
自

国
且
号
厨
目
こ
の
論
文
で
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
お
い
て
経
典
の
真

正
性
の
基
準
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
か
、
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
論

究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
が
、
初
期
の
僧
伽
、
第
一
回
仏
典
結
集
会
議
、

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
、
大
乗
仏
教
、
及
び
密
教
（
ぐ
且
Ｈ
畠
目
色
）
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
ブ
ッ
ダ
が
自
ら
多
く
の
異
っ
た
言
語
を
用
い
て
教
え
を
説
い

た
こ
と
や
、
ま
た
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
訶
出
す
る
際
に
標
準
と
な
る
零
へ
き
特

定
の
言
語
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
仏
教
の
歴

史
の
最
初
期
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
が
変
形
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事

情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
ダ
ル
マ
は
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
見
出
さ

れ
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
通
し
て
体
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
伝
持
さ
れ

た
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
の
真
正
性
に
関
連
し
て
、
や
が
て
、
教
団
の
長
老
た
ち

は
ブ
ッ
ダ
と
、
彼
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
ダ
ル
マ
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
、
ブ
ッ
ダ
の
直
接
の
弟
子
た
ち
（
声

間
弟
子
）
の
教
説
も
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
に
等
し
い
も
の
と

見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ダ
ル
マ
の
概
念
が
拡
充
さ
れ
た
と
い
う
。
次

に
、
ア
ピ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
論
師
た
ち
は
、
自
派
の
論
蔵
が
ブ
ッ
ダ

の
教
説
と
し
て
経
蔵
や
律
蔵
と
同
等
の
資
格
を
得
る
よ
う
努
力
し
た
と
さ

れ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
諸
派
の
う
ち
有
部
と
上
座
部
の
場

合
を
と
り
あ
げ
論
じ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
論
師
た
ち
は
、
ブ
ッ
ダ

自
身
が
教
の
体
系
を
説
き
、
そ
れ
が
後
に
王
舎
城
で
の
仏
典
結
集
の
会
議

で
調
出
さ
れ
た
と
主
張
し
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
又
、
自
派
の
論
蔵
の
発

見
や
伝
承
に
ま
つ
わ
る
神
話
を
作
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
し

よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
、
自
派

の
経
典
の
真
正
性
を
主
張
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
方
法
が
、

後
に
大
乗
仏
教
や
密
教
に
も
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
て
い

つ
（
》
○

名
巨
口
①
、
①
国
匡
色
・
冒
牌
衿
℃
○
日
く
む
ぱ
い
①
９
ウ
昌
阿
○
ず
①
拝
同
．

国
匡
り
く
巴
］
》
青
・
〕
ご
巳
く
①
Ｈ
巴
ご
旦
国
四
芝
巴
］
屯
Ｈ
①
閉
ゞ
国
○
口
○
冒
旨

胃
。
、
。
』
ｘ
＋
哩
吟
唾
勺
色
、
①
切
昌
切
勒
×
い
い
画
Ｏ
Ｂ
）
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