
唐
末
五
代
か
ら
宋
初
に
か
け
て
活
躍
し
た
永
明
延
寿
（
州
ｌ
妬
）
は
、
法
眼
禅
の
第
三
祖
と
い
わ
れ
、
こ
と
に
彼
の
禅
風
が
教
禅
一
致
に

あ
る
こ
と
は
、
著
し
い
特
色
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
教
学
は
当
時
の
諸
宗
の
教
学
を
融
合
し
て
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ

に
著
し
い
発
揮
が
あ
る
と
見
ら
れ
、
中
で
も
浄
土
教
に
関
し
て
は
、
彼
自
ら
西
方
浄
土
を
思
慕
し
て
浄
業
に
励
み
、
衆
生
利
他
の
た
め
に

も
衆
善
を
廻
向
し
て
浄
土
へ
の
往
生
を
強
く
進
め
る
な
ど
、
実
践
活
動
を
通
し
て
特
色
あ
る
唯
心
浄
土
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ

彼
は
浄
土
思
想
を
主
と
し
て
『
万
善
同
帰
集
』
に
論
述
し
て
い
る
が
、
浄
土
教
の
理
論
を
体
系
的
に
ま
と
め
て
取
り
あ
げ
た
研
究
を
残
し

て
は
い
な
い
。
も
と
も
と
こ
の
『
万
善
同
帰
集
』
は
『
般
若
経
』
に
「
一
心
具
万
行
」
と
端
的
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
一
切
の
善
行
が
唯

心
に
帰
す
る
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
万
善
諸
行
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
西
方
浄
土
へ
の
往
生
を
目
的

と
す
る
念
仏
行
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
浄
土
思
想
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
仏
身
論
や
仏
土
論
を
克
明
に
論

ず
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
念
仏
行
の
実
践
を
通
し
て
そ
の
理
由
・
根
拠
や
念
仏
の
諸
功
徳
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の

《
、
労
の
↓
ｏ
ｃ

そ
し
て
本
来
禅
師
で
あ
っ
た
延
寿
が
浄
土
思
想
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
い
わ
ゆ
る
禅
浄
融
合
の
方
向
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
こ
と
か
ら
１

永
明
延
寿
の
浄
土
思
想

福

自
Iと可

光

哉



も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
浄
土
学
説
は
仏
教
の
一
宗
派
と
し
て
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
全
体
と
必
然
的
に
関
わ
る
浄
土
観
、
阿
弥

陀
仏
観
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
浄
土
を
弁
証
す
る
に
当
っ
て
依
用
し
た
諸
経
典
が
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
経
典
よ
り
も
、

多
く
大
乗
一
般
の
代
表
的
な
経
典
群
で
あ
り
、
ま
た
諸
師
の
思
想
学
説
に
つ
い
て
も
、
浄
土
諸
論
の
み
な
ら
ず
、
広
く
天
台
、
華
厳
、
唯

識
、
律
な
ど
の
諸
祖
師
に
わ
た
っ
て
そ
の
教
学
を
吸
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
充
分
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

①

さ
て
延
寿
の
浄
土
思
想
に
関
す
る
研
究
は
、
す
で
に
服
部
英
淳
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
諸
先
輩
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
来
て
い
る
。
こ

の
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
す
ぐ
れ
た
諸
研
究
に
基
き
な
が
ら
、
延
寿
の
念
仏
行
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
基
礎

づ
け
る
彼
の
唯
心
浄
土
の
理
念
に
つ
い
て
言
及
し
、
彼
の
浄
土
思
想
を
解
明
し
た
い
と
思
う
。

延
寿
に
は
『
三
時
繋
念
仏
事
』
一
巻
の
撰
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
西
方
往
生
を
求
め
る
行
者
の
規
範
と
す
べ
き
行
儀
・
行
法
を
、
俄
悔
と

発
願
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
山
に
お
い
て
熱
心
に
法
華
餓
法
を
修
し
た
延
寿
は
、
智
顎
の
定
め
た
諸
餓
法
の
行
儀
、
あ

る
い
は
善
導
や
法
照
な
ど
の
念
仏
讃
類
の
修
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
自
ら
工
夫
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
害
は
「
宗
鏡
録
』
や

「
万
善
同
帰
集
』
と
は
異
な
り
、
浄
土
三
部
経
を
中
心
に
浄
業
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
特
色
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
延
寿
は
第
一
時
の
繋
念
仏
事
を
説
く
中
に
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
読
謂
や
百
声
念
仏
な
ど
を
規
定
し
、
主
と
し
て
わ
が
六
根
罪
性
の

俄
悔
と
西
方
浄
土
の
往
生
を
求
め
る
発
願
の
行
規
を
整
備
し
て
い
る
。
た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
西
方
往
生
へ
の
発
願
の

内
容
と
し
て
信
と
行
と
願
の
三
法
を
具
足
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
「
信
」
と
は
、
日
西
方
浄
土
あ
り
と
信
ず
、
Ｑ
阿
弥
陀
仏
の
衆
生
を
摂
取
す
る
本
願
力
を
信
ず
、
日
わ
れ
わ
れ
に
往
生
の
分
あ
り

と
信
ず
、
と
い
う
三
種
の
信
で
あ
る
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
摂
取
し
て
往
生
を
得
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
信
は
行
者
自
身
の
心
に

随
っ
て
自
ら
現
じ
、
感
応
道
交
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
心
外
の
仏
に
対
す
る
信
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
信
が
成
就
す
る
の
を
真

｜
’

2



延
寿
は
以
上
の
よ
う
に
、
音
声
は
即
法
界
で
あ
る
こ
と
を
天
台
の
円
融
三
謡
や
十
界
互
具
の
原
理
に
寄
せ
て
述
べ
、
音
声
の
法
が
絶
待

性
を
も
っ
と
主
張
す
る
。
と
共
に
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
彼
の
理
事
無
間
、
唯
心
万
法
の
大
原
則
に
基
い
て
、
禅
定
を
妨
げ
る
ど
こ
ろ

か
、
習
禅
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
称
名
念
仏
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
彼
は
こ
の
よ
う
な
称
名
念
仏
の
思
想
上
の
根
拠
を
、
『
法
華
経
」
方
便
品
の
「
若
人
散
乱
心
、
入
於
塔
廟
中
、
一
称
南
無
仏
、

信
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
「
行
」
と
は
八
日
六
根
を
摂
め
て
浄
念
相
い
継
げ
ば
方
便
を
仮
り
る
こ
と
な
く
自
ら
心
が
開
け
て
く
る
、

。
『
阿
弥
陀
経
』
の
教
説
に
し
た
が
い
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
執
持
す
る
、
の
二
法
を
行
ず
る
こ
と
で
あ
り
こ
れ
を
正
行
と
い
う
。
こ
坐

に
「
浄
念
相
い
継
ぐ
」
と
は
浄
土
を
専
念
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
「
名
号
を
執
持
す
る
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
称
名
を
持
続
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
「
行
」
の
内
容
は
称
名
と
繋
念
と
を
兼
修
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
「
願
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
と
願
々
相
応
す

る
こ
と
で
、
こ
れ
を
大
願
と
い
う
。
こ
れ
は
弥
陀
の
四
十
八
願
が
行
者
自
身
の
願
と
な
る
今
へ
き
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
信
と
行

と
願
は
鼎
の
三
足
の
ご
と
く
い
ず
れ
の
一
つ
が
欠
け
て
も
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
こ
の
信
と
行
と
願
と
は
行
者
自
身
に
本
来
具
有
せ
る

②

も
の
で
、
こ
の
性
徳
が
今
は
但
だ
顕
発
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
も
と
も
と
自
己
の
本
願
で

あ
り
、
そ
の
自
己
の
本
願
が
繋
念
・
称
名
の
行
に
よ
っ
て
蘇
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
『
三
時
繋
念
仏
事
』
に
は
、
行
法
と
し
て
浄
念
の
持
続
と
と
も
に
称
名
念
仏
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ

に
こ
の
称
名
念
仏
が
禅
定
修
行
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
、
に
つ
い
て
『
万
善
同
帰
集
』
を
中
心
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

『
万
善
同
帰
集
』
に
は
、
仏
号
を
唱
え
諸
経
を
詞
す
る
こ
と
は
禅
定
を
妨
げ
る
音
声
で
は
な
い
か
、
と
の
問
い
対
し
て
、
延
寿
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
声
」
は
衆
義
の
府
で
あ
り
「
言
」
は
解
脱
の
門
で
あ
る
。
一
切
が
声
に
趣
き
、
声
は
法
界
と
な
る
。
さ
ら
に
、

言
音
中
に
す
謡
へ
て
を
包
み
尽
く
し
、
い
わ
ゆ
る
十
界
具
足
で
あ
っ
て
円
融
三
諦
の
理
に
か
な
う
。
ど
う
し
て
音
声
を
排
斥
し
て
禅
の
み
を

重
ん
じ
、
相
を
離
れ
て
真
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
動
と
浄
（
静
？
）
の
源
を
窮
め
な
い
な
ら
、
つ
い
に
語
と
黙
の
一
方
を
偏
執

③

す
る
失
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。

３



④

皆
已
成
仏
道
」
や
、
「
宝
積
経
』
の
「
高
声
念
仏
、
魔
軍
退
散
」
の
文
、
さ
ら
に
『
文
殊
説
般
若
経
』
の
「
欲
入
一
行
三
昧
、
（
中
略
）
繁

⑤

念
一
仏
、
専
称
名
字
、
随
仏
方
所
端
身
正
向
、
能
於
一
念
、
念
念
相
続
」
の
文
を
あ
げ
て
、
称
名
念
仏
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
け

れ
ど
も
彼
の
称
名
念
仏
へ
の
確
信
は
、
浄
土
教
諸
師
、
中
で
も
懐
感
と
飛
錫
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

懐
感
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
は
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。
も
と
も
と
名
字
は
そ
の
本
性
が
空
で
あ
る
か
ら
、
諸
法
を
説
き
明

か
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
専
ら
仏
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
障
の
罪
を
消
さ
せ
、
西
方
浄
土
に
往
生
せ
よ
と
人
に
教

え
る
な
ら
、
食
の
名
字
を
説
く
の
み
で
満
腹
し
、
漿
の
名
を
聞
く
だ
け
で
渇
え
を
癒
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
、

と
の
間
に
対
し
て
、
懐
感
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

大
乗
経
典
に
は
、
名
字
は
虚
仮
に
し
て
定
実
は
な
い
と
説
か
れ
る
。
け
れ
ど
も
無
言
の
ま
些
宴
坐
す
る
の
み
で
は
、
拘
隣
の
よ
う
に
得

道
の
望
み
が
断
た
れ
て
し
ま
う
。
食
の
名
を
聞
い
て
飽
腹
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
結
局
名
字
は
諸
法
を
詮
表
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

か
ら
、
言
に
よ
っ
て
理
に
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
に
よ
っ
て
理
に
会
す
る
か
ら
、
月
を
さ
す
指
の
臂
が
語
ら
れ
、
一
方
名

字
の
本
性
が
空
で
あ
る
か
ら
、
岸
に
着
け
ば
（
筏
を
）
捨
て
よ
と
の
嚥
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
愚
者
は
名
字
に
執
着
し
て
惑
を
生
じ
、

悪
業
を
起
し
て
三
塗
に
墜
ち
る
の
を
、
仏
は
彼
の
惑
情
を
破
せ
ん
が
た
め
に
文
字
は
虚
仮
な
り
と
教
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筌
や

蹄
を
空
じ
な
い
か
ら
魚
や
兎
を
得
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
梵
王
の
勧
請
に
よ
り
大
聖
は
機
に
応
じ
て
妙
旨
を
弘
宣
す
る
の
で
あ
る
。

人
天
凡
聖
の
衆
生
は
み
な
仏
の
至
言
を
稟
受
し
、
五
道
四
生
も
仏
の
遺
訓
に
違
い
、
聴
聞
・
読
謂
し
て
い
よ
い
よ
深
く
利
益
を
蒙
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
仏
の
名
号
を
称
念
し
て
浄
土
に
往
生
せ
よ
、
と
教
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
名
字
虚
仮
な
り
と
い
っ
て
否
定
す
る
の
は

以
上
の
よ
う
に
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
は
言
説
文
字
の
も
つ
方
便
の
意
義
を
積
極
的
に
見
直
し
、
称
名
念
仏
も
そ
の
本
性
は
空
で
あ
り

な
が
ら
、
往
生
浄
土
の
た
め
の
単
な
る
助
行
で
は
な
く
必
須
の
行
因
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
懐
感
は
仏
陀
の
衆
生

へ
の
教
言
と
、
そ
れ
に
応
え
る
衆
生
の
称
名
念
仏
と
が
深
く
関
わ
る
内
容
を
も
つ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

①く

誤
り
も
甚
だ
し
い
・
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つ
ぎ
に
飛
錫
に
つ
い
て
は
、
彼
の
『
念
仏
三
味
宝
王
論
』
の
冒
頭
に
「
仏
名
を
念
ぜ
ぱ
必
ず
三
昧
を
成
ず
」
と
い
上
、
清
珠
を
濁
水
の

中
に
入
れ
れ
ば
濁
水
も
不
清
な
る
を
得
ざ
る
ご
と
く
、
「
仏
想
を
乱
心
に
投
ぜ
ぱ
乱
心
も
不
仏
な
る
を
得
ず
。
既
に
之
れ
に
契
い
て
後
、

心
仏
墜
亡
す
。
笠
亡
は
定
な
り
、
墜
照
は
慧
な
り
。
即
ち
定
慧
斉
均
な
れ
ば
亦
た
何
れ
の
心
か
仏
な
ら
ざ
る
、
何
れ
の
仏
か
心
な
ら
ざ
る
。

⑦

心
仏
既
に
然
れ
ぱ
万
境
万
縁
も
三
昧
に
非
ざ
る
無
し
」
と
言
っ
て
、
称
名
念
仏
が
乱
心
を
定
心
に
し
、
遂
に
定
慧
均
等
を
得
る
す
ぐ
れ
た

三
昧
に
至
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
延
寿
は
高
声
念
仏
が
三
昧
を
成
ず
る
す
ぐ
れ
た
行
法
で
あ
る
一
つ
の
論
拠
と
し
て
、
こ
の
文
を

⑧

引
用
し
て
い
る
。
飛
錫
は
天
台
の
一
心
三
観
を
学
ん
だ
学
匠
で
あ
っ
て
、
こ
の
『
念
仏
三
昧
宝
王
論
』
は
あ
ら
ゆ
る
三
味
の
中
で
念
仏
三

昧
は
法
華
三
昧
と
と
も
に
至
上
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
害
の
中
で
、
過
去
現
在
未
来
に
わ
た
る
念
仏
を
具
さ
に
論
じ
、

中
で
も
現
在
仏
に
つ
い
て
は
専
ら
西
方
の
阿
弥
陀
一
仏
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
高
声
念
仏
は
禅
定
を
促
進
さ
せ
る
の
に

⑨

大
き
な
効
果
が
あ
る
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
う
。

音
声
を
発
せ
ず
た
だ
沈
黙
す
る
な
ら
ば
心
は
散
乱
し
て
定
ま
ら
な
い
。
し
か
し
高
声
に
念
仏
す
れ
ば
、
㈲
抜
茅
連
茄
の
ご
と
く
臨
終
の

一
念
だ
け
で
も
今
ま
で
の
百
憂
は
消
謝
す
る
。
○
声
光
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は
万
禍
も
氷
消
し
そ
の
功
徳
は
叢
林
の
ご
と
く
で
あ
る
。
日
重
い

木
石
を
牽
く
の
に
洪
声
を
発
せ
ば
軽
く
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
多
く
の
功
徳
が
あ
る
。
か
の
盧
山
慧
遠
も
「
功
高
く
進
め
易
き
は
、

⑩

念
仏
を
先
と
為
す
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
か
の
玄
音
の
心
を
扣
く
を
察
す
る
に
、
聴
け
ば
塵
累
も
つ
ね
に
錆
し
滞
情
も
融
朗
な
ら
ん
」

と
い
っ
て
高
声
念
仏
を
絶
讃
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
高
声
念
仏
が
心
の
沈
滞
、
馳
散
す
る
の
を
防
ぎ
、
禅
定
を
確
５

延
寿
は
禅
家
伝
統
の
「
不
立
文
字
」
を
克
服
す
る
重
要
な
行
法
と
し
て
、
称
名
念
仏
を
積
極
的
に
提
唱
す
る
た
め
に
、
懐
感
の
か
か
る

念
仏
思
想
に
多
大
の
示
唆
を
受
け
た
に
違
い
な
い
。
懐
感
は
も
と
善
導
の
も
と
に
あ
っ
て
浄
土
教
を
学
ん
だ
が
や
が
て
快
を
分
か
ち
、
あ

ら
た
め
て
独
自
の
浄
土
学
説
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
特
色
は
唯
識
に
よ
る
往
生
浄
土
の
解
釈
を
試
み
、
唯
心
浄
土
説
の
先
駆
的
役

割
懇
果
た
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
延
寿
は
こ
の
よ
う
な
懐
感
に
多
く
の
影
響
を
受
け
つ
上
、
禅
と
浄
土
の
融
合
を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。



保
す
る
有
益
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
延
寿
は
以
上
の
よ
う
な
飛
錫
の
念
仏
三
昧
観
に
傾
倒

し
、
称
名
念
仏
、
高
声
念
仏
が
三
昧
を
成
ず
る
た
め
に
有
力
で
あ
る
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
飛
錫
の
念
仏
三
昧
思
想
の
特
色

は
、
空
無
想
の
三
昧
と
称
名
念
仏
と
が
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
般
舟
三
昧

⑪

経
』
の
「
心
起
想
則
療
、
無
想
是
泥
恒
」
と
い
う
文
に
対
し
て
は
、
所
想
の
仏
、
能
想
の
心
を
存
せ
ば
、
或
い
は
想
・
仏
を
避
け
る
こ
と

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
悪
取
空
を
も
っ
て
無
想
な
り
と
す
る
の
は
擬
の
甚
だ
し
き
な
り
、
と
い
上
、
仏
は
心
想
中
よ
り
生
ず
と
い
う
経
文
を

⑫

了
解
す
れ
ば
、
無
仏
と
い
う
も
無
想
と
い
う
も
何
の
癖
か
あ
ら
ん
、
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
観
空
三
味
で
あ
る
と
主
張
し
、
こ
の

よ
う
な
有
相
の
念
仏
と
し
て
具
体
的
に
は
高
声
念
仏
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
述
べ
た
ご
と
く
、
延
寿
は
称
名
念
仏
の
思
想
を
主
と
し
て
懐
感
や
飛
錫
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
、
道
緯
や
善
導
の

⑬

念
仏
三
昧
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
は
見
ら
れ
な
い
。
か
く
し
て
延
寿
は
称
名
念
仏
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
昼
夜
に
常
に

説
く
も
、
智
慧
弁
才
は
終
に
断
絶
せ
ず
。
是
に
知
る
、
仏
力
の
思
い
難
く
、
玄
通
に
し
て
測
り
牢
き
を
。
（
磁
）
石
が
鉄
を
吸
う
ご
と
く
、

水
が
河
に
投
ず
る
に
似
て
、
仏
慈
善
根
力
は
是
の
如
き
の
事
を
見
せ
し
む
。
志
心
に
帰
せ
ん
者
、
霊
感
昭
然
た
り
」
と
。
こ
の
よ
う
に
延

寿
は
、
専
心
に
称
念
す
る
こ
と
に
よ
り
不
思
議
な
仏
の
応
同
に
接
し
、
神
秘
的
な
禅
定
体
験
に
至
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
つ
ぎ
に
、
称
名
念
仏
を
自
ら
実
修
し
人
為
に
も
す
坐
め
た
延
寿
は
、
念
仏
三
昧
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既

述
の
よ
う
に
飛
錫
は
「
仏
名
を
念
ず
れ
ば
必
ず
三
昧
を
成
ず
」
「
念
仏
を
乱
心
に
投
ず
れ
ば
乱
心
も
不
仏
を
得
ず
」
と
言
っ
て
、
称
名
念

仏
が
三
味
を
得
る
重
要
な
行
法
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
延
寿
も
こ
の
飛
錫
の
説
を
受
け
て
、
念
仏
三
昧
及
び
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
多
く
の
三
昧
経
典
に
は
、
禅
定
修
行
中
に
昏
味
に
陥
っ
た
り
睡
魔
に
お
そ
わ
れ
た
り
し
て
覆
障
す
る
と
き
に
は
、
行
道
、
念
仏
、

謂
経
な
ど
を
勧
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
称
名
念
仏
は
禅
定
を
一
層
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
の
助
行
と
し
て
の
行
法
で
あ
っ
て
、
称
名
そ

三
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の
も
の
が
三
昧
の
中
心
で
は
な
い
。
延
寿
は
こ
の
よ
う
な
念
仏
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
慈
感
三
蔵
慧
日
の
学
説
に
な
ら
い
、
わ
か
り
易
く
説

明
し
て
い
る
。
慧
日
に
よ
れ
ば
、
聖
教
所
説
の
正
禅
定
と
は
心
を
一
処
に
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
制
心
一
処
を
念
念
相
続
し
、

昏
、
棹
の
諸
障
を
離
れ
、
平
等
に
心
を
持
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
睡
眼
・
覆
障
が
お
そ
う
と
き
に
は
策
励
し
て
念
仏
、
謂
経
、
行
道
、

講
経
・
説
法
に
専
心
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
衆
生
を
教
化
し
て
こ
れ
ら
の
諸
行
業
を
廻
向
し
、
西
方
浄
土
に
往
生
せ
し
め
る
今
へ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
禅
定
を
修
習
す
れ
ば
、
仏
の
禅
定
と
聖
教
の
意
と
が
合
致
し
、
衆
生
の
眼
目
と
な
り
諸
仏
の
印
可
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

⑭

っ
て
、
皆
一
如
に
乗
じ
て
最
正
覚
を
成
ず
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
慧
日
の
浄
土
学
説
に
は
、
と
く
に
禅
定
に
対
す
る
鋭
い
批
判
を
行
な
っ

て
い
る
点
に
関
し
て
、
延
寿
の
志
向
し
た
と
こ
ろ
と
著
し
い
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
。
慧
日
の
当
時
に
あ
っ
て
は
、
中
国
仏
教
に
漸
く
本

格
的
な
浄
土
教
が
根
づ
い
て
来
た
反
面
、
禅
宗
側
か
ら
指
方
立
相
の
浄
土
や
称
名
有
相
の
念
仏
に
対
し
て
、
こ
れ
を
大
乗
仏
教
本
来
の
あ

り
方
を
曲
解
す
る
も
の
と
し
て
、
厳
し
く
批
判
す
る
傾
向
も
強
か
っ
た
。
慧
日
は
こ
の
よ
う
な
浄
土
教
批
判
の
風
潮
に
対
し
て
強
く
反
擬

し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
浄
土
教
思
想
は
善
導
系
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
延
寿
の
唯
心
浄
土
説
の
先
駆
と
い
う
べ
き
性
格
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
延
寿
の
事
理
双
修
の
思
想
に
一
つ
の
根
拠
を
慧
日
は
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
善
日
の
学
説

は
延
寿
に
と
っ
て
極
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
延
寿
は
慧
日
の
念
仏
三
味
を
自
ら
の
念
仏
三
味
確
立
の
基
本
と
し
て
受
け
と
め
る
。
そ
し
て
更
に
念
仏
三
昧
の
こ
の
よ
う
な
彼
の

把
握
は
天
台
智
顔
の
般
舟
三
昧
や
法
華
三
昧
に
も
共
通
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
坐
禅
の
み
に
限
定
し
た
三
昧
で
は
な
く
、
称

名
や
諦
経
を
そ
の
行
法
に
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
と
に
天
台
の
場
合
、
慧
思
の
法
華
三
昧
に
無
相
行
の
深

妙
禅
定
の
み
で
な
く
、
散
心
に
法
華
経
を
話
す
る
有
相
行
も
採
用
し
、
必
ず
し
も
禅
三
味
に
入
ら
な
い
し
、
又
智
顎
の
法
華
俄
法
に
な
ら

い
、
経
典
読
諦
を
重
視
す
尋
へ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
令
へ
て
い
る
。
慧
思
と
智
顎
は
霊
山
同
聴
法
華
の
宿
縁
に
よ
り
、
上
記
の
よ
う
な
二
師
の

⑮

禅
定
修
行
は
「
重
昏
の
巨
障
を
制
し
積
劫
の
深
病
を
減
し
て
、
不
測
の
神
通
を
現
じ
難
思
の
感
応
を
示
す
」
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
絶
讃

し
、
こ
れ
を
延
寿
の
念
仏
三
昧
を
組
織
す
る
基
本
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
延
寿
は
「
念
仏
に
因
っ
て
三
昧
を
証
し
、
７



以
上
の
よ
う
な
『
大
乗
起
信
論
』
の
所
説
を
延
寿
は
詳
し
く
引
用
し
、
「
（
平
等
・
無
生
の
）
教
え
を
仰
い
で
信
を
生
ず
と
雌
も
、
力
量

が
充
た
ず
、
観
浅
く
心
浮
で
あ
り
境
強
く
習
の
重
き
者
は
、
須
ら
く
仏
国
に
生
れ
て
以
て
勝
縁
に
よ
る
詞
へ
し
。
忍
力
成
じ
易
く
速
か
に
菩

⑰

薩
道
を
得
ん
」
と
言
っ
て
、
本
来
無
生
。
平
等
の
唯
心
浄
土
の
教
え
を
信
ず
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
な
お
観
心
の
浅
薄
な
る
者
は
仏
の
勝

縁
に
よ
っ
て
仏
国
に
往
生
す
録
へ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
上
に
延
寿
は
、
念
仏
三
昧
を
修
す
る
の
は
『
起
信
論
』
の
す
坐
め
に
よ
っ
て
、
初

心
の
観
浅
き
者
に
対
す
る
方
便
行
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
側
面
を
見
る
の
で
あ
る
。

坐
禅
に
従
っ
て
慧
門
を
発
す
」
と
言
っ
て
、
念
仏
と
坐
禅
を
仏
道
修
行
の
二
本
柱
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
延
寿
は
飛
錫
の
よ
う
に
念
仏
三
昧
を
最
高
の
三
味
（
宝
王
）
と
い
う
位
置
づ
け
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
今
一

つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
念
仏
を
初
学
者
或
い
は
初
心
の
菩
薩
に
と
っ
て
勝
縁
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
延
寿
の
教
学
に
重

要
な
影
響
を
与
え
た
『
大
乗
起
信
論
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
の
修
行
信
心
分
に
お
い
て
、
初
学
の
者
は
信
心
が

怯
弱
で
あ
る
た
め
、
娑
婆
世
界
に
あ
っ
て
は
常
に
仏
に
値
い
供
養
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
恐
れ
、
信
心
を
成
就
し
難
く
退
堕
せ
ん
と
催
れ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
者
に
は
如
来
の
勝
方
便
が
あ
っ
て
信
心
を
摂
護
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
専
心
に
念
仏
す
る

因
縁
を
も
っ
て
そ
の
誓
願
に
応
じ
て
他
方
仏
土
に
生
ま
れ
、
常
に
仏
に
遭
見
し
悪
道
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
経
説
の
ご
と
く
、
専
ら
西
方
世
界
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、
所
修
の
善
根
を
廻
向
し
て
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
求
す
れ
ば
、
即
ち
往
生

を
得
、
常
に
見
仏
す
る
故
に
退
堕
あ
る
こ
と
は
な
い
。
若
し
彼
の
仏
の
真
如
法
身
を
観
じ
て
常
に
修
習
せ
ぱ
、
畢
寛
し
て
正
定
に
住
す
る

⑯

の
で
あ
る
。

最
後
に
彼
の
往
生
浄
土
へ
の
実
践
を
支
え
て
い
る
唯
心
浄
土
の
理
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
『
万
善
同
帰
集
』
の
冒
頭
に

「
夫
れ
衆
善
の
帰
す
る
と
こ
ろ
皆
実
相
を
宗
と
す
」
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
相
に
つ
い
て
二
具
際
を
動
ぜ
ず
し
て
万
行
興
り
、
縁
生
を
壌

四
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⑱

せ
ず
し
て
法
界
恒
に
現
じ
、
寂
は
用
を
閨
せ
ず
俗
は
真
と
違
わ
ず
、
有
無
斉
観
に
し
て
一
切
平
等
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
は
真
際
と
万
行
、

法
界
と
縁
生
、
真
と
俗
の
関
係
が
互
い
に
相
即
す
る
実
相
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
章
の
勢
い
は
真
際
、
法
界
、
真
諦

よ
り
も
万
行
、
縁
生
、
俗
諦
の
意
義
を
よ
り
一
層
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
俗
諦
重
視
の
姿
勢
は
本
書
述

作
の
第
一
の
意
図
を
示
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
延
寿
は
「
是
を
以
て
万
法
は
唯
心
な
れ
ば
、
須
ら
く
広
く
諸
度
を
行
ず
べ
し
。
愚
を
守
っ
て
空
し
く
坐
し
、
以
て
真
修
を
滞
す

、
へ
か
ら
ず
」
と
い
っ
て
万
法
唯
心
と
い
う
彼
の
根
本
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
万
行
を
拒
否
す
る
偏
禅
の
徒
を
警
め
て
い
る
。
こ
れ
は
本
書

述
作
の
第
二
の
意
図
と
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
原
則
を
根
拠
づ
け
る
べ
く
、
彼
は
理
事
無
閾
の
論
理
を
展
開
し
て
い
く
。
性
・
実
な
る
理
と
相
・
虚
な
る
事
と
は
、

互
い
に
独
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、
理
は
事
に
よ
っ
て
始
め
て
理
で
あ
り
、
事
も
ま
た
理
を
離
れ
て
事
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
事
理

相
即
の
関
係
を
延
寿
は
水
と
波
の
関
係
に
た
と
え
、
そ
の
上
で
「
非
理
非
事
な
れ
ば
真
俗
倶
に
亡
じ
、
而
理
而
事
な
れ
ば
二
諦
恒
に
立
つ
。

双
照
な
れ
ば
即
ち
仮
、
宛
爾
と
し
て
幻
存
し
、
双
遮
な
れ
ば
即
ち
空
、
混
然
と
し
て
夢
寂
す
。
非
空
非
仮
に
し
て
中
道
常
に
明
ら
か
な
り
」

と
天
台
の
三
諦
説
を
適
用
し
て
そ
の
論
理
構
造
を
説
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
原
理
に
沿
っ
て
彼
の
唯
心
説
は
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く

⑲

の
で
あ
る
。
『
三
時
繋
念
仏
事
』
に
よ
る
と
、
『
華
厳
経
』
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偶
品
の
「
心
仏
及
衆
生
、
是
三
無
差
別
」
と
い
う
の
は
、
唯

心
を
主
張
す
る
根
拠
で
あ
る
。
唯
心
の
も
と
に
仏
と
衆
生
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
心
」
と
は
肉
団
心
や
縁
慮
心
で
は
な

く
、
霊
知
心
の
こ
と
で
あ
る
。
霊
知
心
と
は
「
千
差
を
混
じ
て
而
も
乱
れ
ず
、
三
際
を
歴
し
て
而
も
遷
る
こ
と
無
く
、
炳
然
と
し
て
独
照

し
、
卓
爾
と
し
て
群
が
ら
ざ
る
」
唯
一
心
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
聖
に
在
っ
て
増
さ
ず
、
凡
に
在
っ
て
減
じ
な
い
。
諸
仏
は
こ
の
心
を

悟
っ
て
仮
り
に
唯
心
と
名
づ
け
、
衆
生
は
こ
れ
に
迷
っ
て
妄
識
を
成
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
即
衆
生
、
衆
生
即
仏
で
あ
り
、
心

⑳

の
外
に
仏
な
く
、
心
の
外
に
衆
生
も
な
い
。
た
だ
迷
悟
、
凡
聖
の
異
な
り
あ
る
の
み
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
霊
知
心
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
禅
宗
伝
統
の
霊
知
不
味
の
一
心
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
延
寿
に
あ
っ
て
そ
れ
は
同
時
に
華
厳
の
い
わ
ゆ
る
唯
心
で
９



こ
の
よ
う
な
唯
心
浄
土
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
延
寿
が
強
く
す
坐
め
る
往
生
浄
土
は
い
か
な
る
内
容
と
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
智
顎
説
と
伝
え
ら
れ
て
来
た
『
浄
土
十
疑
論
』
や
懐
感
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
の
二
諦
論
に
依
っ
て
解
明
す
る
。

『
浄
土
十
疑
論
』
の
第
二
疑
に
よ
る
と
、
諸
法
は
そ
の
体
が
空
で
あ
り
本
来
無
生
で
あ
る
の
に
、
今
此
の
世
界
を
捨
て
て
彼
の
阿
弥
陀

浄
土
に
生
れ
ん
と
願
う
の
は
理
に
乖
く
で
は
な
い
か
。
心
浄
即
土
浄
と
い
う
経
説
と
も
矛
盾
す
る
で
は
な
い
か
、
と
の
間
に
対
し
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
即
ち
、
生
縁
中
に
お
い
て
諸
法
和
合
す
る
も
そ
の
自
性
を
固
守
せ
ず
、
生
の
体
は
不
可
得
で
あ
る
か
ら
こ
の
生

は
「
不
生
」
と
名
づ
け
る
。
同
様
に
諸
法
が
散
減
す
る
と
き
も
、
自
性
の
固
守
す
謡
へ
き
は
な
い
か
ら
こ
の
減
は
「
不
滅
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
因
縁
生
の
外
に
別
し
て
「
不
生
不
滅
」
あ
り
と
調
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
浄
土
に
願
生
し
な
い
の
を
無
生
と
す
る
の
で

も
な
い
。
こ
の
た
め
に
『
中
論
』
の
「
因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
名
為
仮
名
、
亦
是
中
道
義
」
と
い
う
円
融
三
諦
が
説
か
れ
る
の

で
あ
り
、
ま
た
諸
法
は
自
・
他
・
共
・
無
因
の
四
生
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
是
の
故
に
無
生
と
説
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
『
維
摩

ま
ず
彼
は
『
如
来
不
思
議
境
界
経
』
（
「
華
厳
経
』
普
光
法
堂
会
の
別
訳
）
に
「
三
世
一
切
諸
仏
、
亦
復
如
是
。
皆
無
所
有
唯
依
自
心
。
菩
薩

⑳

若
能
了
知
諸
仏
及
一
切
法
、
皆
唯
心
量
、
得
随
順
忍
或
入
初
地
。
捨
身
速
生
妙
喜
世
界
。
或
生
極
楽
浄
仏
土
中
」
と
あ
り
、
こ
の
経
文
に

⑳

よ
っ
て
延
寿
は
「
心
を
識
り
て
ま
さ
に
生
ず
れ
ば
、
唯
心
浄
土
な
り
」
と
い
っ
て
、
唯
心
の
真
理
を
知
っ
て
は
じ
め
て
浄
土
に
生
ず
る
の

で
あ
る
か
ら
、
唯
心
こ
そ
浄
土
で
あ
る
、
と
説
く
。
そ
し
て
こ
の
と
き
若
し
境
（
即
ち
阿
弥
陀
仏
と
西
方
浄
土
）
に
執
着
す
れ
ば
所
縁
の

境
中
に
堕
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
唯
心
の
因
と
浄
土
の
果
と
が
無
差
で
あ
る
こ
と
を
明
か
せ
ば
、
心
外
無
法
な
り
と
知
る
、
と
い
う
の
で

傘
伶
》
づ
（
》
○

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
延
寿
皿

を
述
べ
て
み
る
に
と
ど
め
る
。

ま
ず
彼
は
『
如
来
不
思
議
蛙

坐
℃
士
め
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
唯
心
説
に
立
脚
す
れ
ば
、
称
名
念
仏
や
念
仏
三
味
の
行
業
が
心
外
に
他
仏
・
他
士
を
求
め
る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
で
あ

、
こ
の
点
に
つ
い
て
延
寿
は
、
多
く
の
経
論
や
先
駆
者
達
の
思
想
を
援
用
し
て
検
討
を
す
上
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
要
点
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経
』
に
は
「
仏
国
と
衆
生
は
空
と
錐
も
、
常
に
浄
土
を
修
し
衆
生
を
教
化
す
」
と
い
い
、
『
中
論
』
に
「
諸
仏
は
二
諦
に
依
っ
て
法
を
説

く
」
と
い
い
、
ま
た
「
仮
名
を
壌
せ
ず
し
て
実
相
を
説
く
」
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

智
者
は
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
を
求
め
て
こ
の
「
生
」
の
体
は
不
可
得
な
り
と
了
達
し
、
こ
れ
こ
そ
真
の
「
無
生
」
で
あ
り
、
心
浄
即
土

浄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
愚
者
は
浄
土
に
生
れ
る
と
聞
い
て
「
生
」
の
解
を
な
し
、
「
無
生
」
を
聞
い
て
浄
土
往
生
も
な
し
と

解
し
て
、
互
い
に
そ
の
是
非
を
争
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
他
人
の
「
求
生
浄
士
」
を
非
難
す
る
の
は
誇
法
の
罪
業
で
あ
り
、
邪

⑳

見
、
外
道
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
て
延
寿
は
こ
の
『
浄
土
十
疑
論
』
に
見
ら
れ
る
二
諦
相
即
論
が
、
と
く
に
俗
諦
を
重

視
す
べ
き
理
由
を
求
め
て
い
る
点
に
注
目
し
、
こ
れ
を
唯
心
と
往
生
浄
土
の
原
理
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
『
釈
群
疑
論
』
に
は
、
俗

諦
で
あ
る
依
他
起
性
と
第
一
義
諦
で
あ
る
円
成
実
性
の
二
諦
相
即
を
論
じ
て
、
空
無
生
の
第
一
義
諦
と
浄
土
因
果
の
俗
諦
と
は
矛
盾
す
る

⑳

も
の
で
な
く
、
こ
れ
を
仏
説
に
非
ず
と
い
う
の
は
誇
法
・
不
信
の
者
で
あ
る
と
い
う
。
延
寿
は
こ
上
に
も
唯
心
浄
土
の
根
拠
を
見
出
し
て

延
寿
は
こ
の
二
諦
の
道
理
に
依
っ
て
、
更
に
俗
諦
と
し
て
の
万
行
を
悉
く
唯
心
の
所
現
と
す
る
見
解
を
展
開
し
て
い
く
。
『
万
善
同
帰

集
』
に
即
心
是
仏
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
仏
を
心
外
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
か
、
も
し
他
塵
を
認
め
れ
ば
自
法
は
隠
れ
て
し
ま
う
で
は

な
い
か
、
と
の
間
に
対
し
て
彼
は
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

諸
仏
の
法
門
は
唯
一
法
に
限
定
さ
れ
な
い
。
自
力
も
他
力
も
あ
り
、
自
相
も
共
相
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
随
縁
の
諸
法
門
で
あ
る
か
ら
多

種
に
分
か
た
れ
る
が
、
性
に
約
せ
ば
常
に
合
一
す
る
。
心
よ
り
境
を
現
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
境
は
即
ち
心
で
あ
り
、
所
観
を
摂
し
て
能
観

に
帰
す
れ
ば
他
は
即
ち
目
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
・
他
あ
る
い
は
心
・
境
の
分
別
に
固
執
す
る
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
彼
は
指
摘

す
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
古
徳
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
心
と
境
と
は
二
で
あ
る
と
執
着
す
れ
ば
、
心
外
に
別
塵
な
し
と
い
う
不
二
を
否
定

す
る
こ
と
に
な
り
、
も
し
心
と
境
と
が
一
で
あ
る
と
固
執
す
れ
ば
、
衆
縁
無
き
に
非
ず
と
い
う
不
一
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
非
内
非
外
、
而
内
而
外
」
と
い
う
経
説
に
お
い
て
、
「
而
内
」
と
い
う
の
は
諸
仏
の
解
脱
は
衆
生
心
行
中
に
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、

も
の
で
な
く
、
｝

い
る
の
で
あ
る
。
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「
而
外
」
と
は
諸
仏
の
謹
念
を
い
う
の
で
あ
る
。
自
ら
修
習
す
る
力
が
充
分
に
備
わ
っ
て
い
る
者
に
は
、
縁
も
仮
ら
ず
に
即
心
是
仏
の
自

覚
を
得
ら
れ
よ
う
が
、
自
力
で
は
堪
え
ざ
る
者
は
他
の
力
勢
に
頼
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
智
顎
も
、
一
向
に
無
生
観
の
人
は
但
だ
心
益
の
み
を

信
じ
て
外
仏
の
威
加
の
益
を
信
ぜ
ざ
る
者
だ
と
い
っ
て
、
心
の
み
を
絶
対
視
し
、
外
仏
の
威
神
力
を
否
定
す
る
者
を
誠
し
め
て
い
る
よ
う

に
、
念
仏
法
門
を
単
な
る
自
心
の
浄
土
で
あ
る
こ
と
に
固
執
す
る
の
は
、
い
ま
だ
円
成
に
入
ら
ず
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
に
唯

⑮

心
を
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
無
所
住
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
延
寿
は
弁
明
し
て
、
彼
の
唯
心
浄
土
説
は
、
自
心
・
他
仏
へ
の
固
執
を
越
え
、
そ
れ
故
に
自
力
・
他
力
の
法
門
を
と
も
に

包
含
す
る
唯
心
観
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
善
導
の
主
唱
し
た
指
方
立
相
の
法
門
ま
で
、
念
仏
三
昧
と
し

て
積
極
的
に
承
認
し
、
多
様
な
事
相
の
念
仏
修
行
を
悉
く
重
要
な
意
義
を
も
つ
法
門
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

①
服
部
英
淳
氏
に
は
「
永
明
延
寿
の
思
想
」
（
浄
土
学
第
四
巻
第
十
四
輯
所
収
）
を
は
じ
め
、
数
編
の
論
文
が
あ
る
。
中
で
も
「
永
明
延
寿
の
浄
土

思
想
」
（
印
仏
研
究
第
十
四
巻
第
二
号
所
収
）
に
は
中
国
浄
土
教
思
想
の
系
列
に
関
し
て
新
し
い
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
注
目
す
べ
き
論
文
で
あ
る
。

そ
の
他
、
柴
田
泰
氏
「
宋
代
浄
土
教
の
一
断
面
ｌ
永
明
延
寿
に
つ
い
て
ｌ
」
（
印
仏
研
究
第
十
三
巻
第
二
号
）
、
中
山
正
晃
氏
「
永
明
延
寿
の
教
学
と

そ
の
実
践
」
（
龍
谷
史
壇
五
三
号
）
な
ど
参
照
。

②
三
時
繋
念
仏
事
、
続
蔵
ｚ
ｌ
ｌ
ｌ
記
左
下

③
万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
媚
ｌ
叩
ａ

④
大
宝
積
経
巻
九
十
八
に
＄
「
菩
薩
成
就
四
法
、
能
離
諸
魔
。
云
以
為
四
。
…
…
三
者
常
勤
念
仏
…
…
」
と
説
か
れ
て
い
る
文
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑤
文
殊
説
般
若
経
巻
下
、
大
正
８
１
ｍ
ａ
‐
ｂ

⑥
釈
浄
土
群
疑
論
巻
二
、
大
正
鞭
ｌ
粥
ｂ

⑦
念
仏
三
昧
宝
王
論
巻
上
、
大
正
灯
ｌ
剛
ａ

③
万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
蛤
ｌ
蛇
ｂ

⑨
念
仏
三
昧
宝
王
論
巻
中
、
大
正
“
ｌ
ｍ
ｃ

①許
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⑳⑭⑳⑳⑳⑳⑲⑬⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
銘
ｌ

浄
土
十
疑
論
、
大
正
“
ｌ
沼
ａ

釈
浄
土
群
疑
論
、
大
正
“
ｌ
錨
ａ

万
善
同
帰
集
、
大
正
妃
ｌ
叩
ｃ

三
時
繋
念
仏
事
、
続
蔵
ｚ
ｌ
ｌ
ｌ
弱
右
下

大
方
広
如
来
不
思
議
境
界
経
、
大
正
、
ｌ
蛆
ｃ

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
銘
ｌ
州
ｃ

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
妃
１

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
蛤
１

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
銘
ｌ

大
乗
起
信
論
、
大
正
犯
ｌ
邪
ａ

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
蝿
１

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
妃
ｌ

華
厳
経
巻
十
、
大
正
９
１
妬
Ｃ

三
時
繋
念
仏
事
、
続
蔵
ｚ
ｌ
ｌ

念
仏
三
昧
詩
集
序
、
広
弘
明
集
巻
三
十
、
大
正
田
ｌ
湖
ｂ

般
舟
三
昧
経
巻
上
、
大
正
過
ｌ
畑
ａ

念
仏
三
味
宝
王
論
巻
中
、
大
正
“
ｌ
畑
ｂ

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
盤
ｌ
叩
ｃ

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
蛤
ｌ
咄
Ｃ
に
「
慈
感
三
蔵
云
…

万
善
同
帰
集
巻
上
、
大
正
銘
ｌ
州
ａ

大
正
蛤
ｌ
咄
ｃ

大
正
妃
ｌ
蝿
ａ

．
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
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