
智
顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
は
経
典
研
究
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
玄
義
の
部
分
と
文
句
の
部
分
を
厳
密
に
区
別
す
る
方
法
を
採
っ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
玄
義
の
部
分
は
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
五
重
玄
義
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
経
典
解
釈
法
は
天
台
の
著
し
い

①

特
色
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
で
に
伊
藤
義
賢
氏
が
こ
の
五
重
玄
義
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
智
顎

の
五
重
玄
義
の
背
景
を
、
外
面
・
内
面
に
わ
た
る
両
面
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
と
に
浄
影
寺
慧
遠
の
五
要
と
呼
ば
れ
る
経
典

解
釈
法
と
の
深
い
関
係
を
、
詳
細
に
吟
味
せ
ら
れ
た
功
績
は
大
き
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
五
重
玄
義
の
う
ち
と
く
に
宗
と
体
と
を
課
題
と
し
て
採
り
あ
げ
た
の
は
、
智
顎
の
経
典
研
究
の
特
色
を
最
も
端
的
に
示

す
も
の
と
し
て
、
当
時
と
し
て
は
新
し
い
「
経
体
」
の
概
念
を
導
入
し
、
確
立
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
智
韻

の
場
合
、
経
体
の
設
定
は
従
来
か
ら
の
経
宗
の
研
究
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
層
深
化
し
、
か
つ
普
遍
化
す
る
意
味
を

も
つ
も
の
で
あ
り
、
更
に
経
典
研
究
に
著
し
い
厚
味
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
法
華
玄
義
』
に
よ
っ
て
彼
の
体

の
概
念
、
及
び
体
と
宗
と
の
関
わ
り
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
五
重
玄
義
の
内
面
を
明
か
す
端
緒
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

『
法
華
玄
義
』
に
お
け
る
宗
と
体

Ｉ
経
典
研
究
法
に
関
す
る
一
考
察
Ｉ

福
島
光
哉
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中
国
に
お
い
て
経
典
研
究
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
各
経
典
の
本
質
的
内
容
を
「
経
宗
」
と
か
「
経
体
」
と
名
づ
け
て
探
究
す
る
こ
と

を
採
用
し
た
の
は
、
か
な
り
古
い
時
代
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
経
典
全
体
を
序
・
正
説
・
流
通
に
三
分
す
る
方
法
は
四
世
紀
の
釈

②

道
安
よ
り
始
ま
る
と
云
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
智
顎
の
頃
に
は
、
こ
の
経
典
を
三
分
し
て
研
究
す
る
方
法
は
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
。
，

③

こ
の
う
ち
正
説
は
正
宗
と
も
名
づ
け
ら
れ
、
一
経
の
宗
旨
を
明
か
す
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
『
法
華
経
」
研
究
に
関

し
て
言
え
ば
、
道
場
寺
慧
観
の
『
法
華
宗
要
序
』
に
は
『
法
華
経
』
の
宗
要
が
簡
潔
に
明
示
さ
れ
て
い
る
し
、
竺
道
生
の
『
法
華
経
疏
」

の
初
め
に
は
、
諸
経
の
教
相
と
し
て
の
四
種
法
輪
に
続
い
て
、

④

此
経
、
大
乗
を
以
て
宗
と
為
す
。
大
乗
と
は
謂
く
、
平
等
大
慧
に
し
て
一
善
に
始
ま
り
極
慧
に
終
る
、
是
れ
也
。

と
述
。
へ
て
、
平
等
大
慧
を
『
法
華
経
』
の
宗
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
典
解
釈
の
一
つ
の
重
要
な
方
式
と
し
て
、
経
宗
と
呼
ば
れ

る
一
経
全
体
の
主
張
す
る
要
旨
を
明
確
に
す
る
方
法
は
、
教
相
判
釈
と
共
に
大
切
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

⑤

又
、
吉
蔵
の
『
法
華
玄
論
』
に
は
『
法
華
経
』
の
宗
に
つ
い
て
十
三
人
の
学
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
盧
山
慧
遠
は
一
乗
、
慧
竜
は
果
（
如
来
霊
智
体
）
、
光
宅
寺
法
雲
は
一
乗
因
果
を
そ
れ
ぞ
れ
宗
と
し
、
更
に
権
実
二
智
、
妙
法

蓮
華
、
常
住
な
ど
を
宗
と
す
る
者
も
あ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
が
、
一
方
慧
観
は
真
慧
を
、
中
興
寺
僧
印
は
一
乗
実
慧
を
そ
れ
ぞ
れ
体
と

し
た
と
述
べ
、
更
に
万
善
を
体
と
す
る
説
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
法
華
経
』
の
宗
旨
を
明
か
す
中
に
、
宗
と
な
す
説

と
体
と
な
す
説
と
が
混
然
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
従
来
経
の
宗
旨
を
明
か
す
に
つ
い
て
、
人

に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
経
の
体
と
呼
称
し
て
い
た
者
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
宗
と
体
と
そ
の
呼
称
は
異
な
る
が
、
そ
れ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
点
に
つ

い
て
吉
蔵
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

二

ワ
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宗
体
一
な
り
と
言
う
は
、
所
表
の
理
既
に
是
れ
宗
旨
な
れ
ば
、
能
詮
の
文
還
た
宗
旨
を
詮
わ
す
。
故
に
宗
体
不
二
な
り
。

⑥

今
明
さ
く
、
一
と
異
と
、
時
に
随
っ
て
之
を
用
う
。
貴
き
は
得
悟
に
在
り
。
義
定
む
る
無
か
れ
。

吉
蔵
の
こ
の
文
か
ら
推
察
す
る
と
、
経
の
宗
と
体
に
つ
い
て
そ
の
一
異
を
め
ぐ
る
議
論
は
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び
そ

の
論
点
が
所
表
の
理
と
能
表
の
教
と
を
区
別
す
、
へ
き
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
こ
と
、
に
な
る
。
そ
し
て
吉
蔵
は
ど
ち
ら
を
主
張
す
る
の
で
も

⑦

な
く
、
随
時
に
用
う
雫
へ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
、
宗
と
体
の
一
異
を
め
ぐ
る
問
題
は
重
大
で
な
い
と
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
と
体
と
の
相
違
に
関
し
て
は
、
浄
影
寺
慧
遠
も
述
令
へ
て
い
る
。
『
大
乗
義
章
』
に
よ
る
と
、

宗
を
定
む
と
言
う
は
、
諸
経
部
別
な
れ
ば
宗
趣
も
亦
異
な
り
。
宗
趣
多
し
と
雛
も
要
は
唯
二
種
な
り
。
一
つ
は
是
れ
所
説
、
二
つ
は

是
れ
所
表
な
り
。
所
説
と
言
う
は
所
謂
行
徳
な
り
。
所
表
と
言
う
は
同
じ
く
表
法
と
為
す
。
但
だ
法
は
彰
し
難
け
れ
ば
、
徳
に
寄
せ

⑧

て
以
て
顕
わ
す
。
顕
法
の
徳
、
門
別
無
量
な
る
が
故
に
、
諸
経
を
し
て
宗
趣
各
異
な
ら
し
む
。

と
言
っ
て
、
諸
経
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
趣
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
又
体
に
つ
い
て
は
、

⑨

体
性
と
言
う
は
、
三
蔵
皆
教
法
を
用
て
体
と
為
す
。
何
れ
か
是
れ
教
な
る
。
音
声
字
句
、
法
と
相
応
す
。
是
れ
其
の
教
也
。

と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
慧
遠
は
、
宗
趣
と
は
経
の
所
説
又
は
所
表
で
あ
る
か
ら
、
経
説
の
内
容
を
指
し
、
体
に
つ
い
て
は
経
の
音
声
字
句

を
指
す
。
し
た
が
っ
て
吉
蔵
や
慧
遠
の
立
場
は
、
必
ず
し
も
宗
と
体
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
又
強
い
て
区
別
す
る
時
は

体
が
経
典
の
表
面
に
現
わ
れ
て
い
る
文
字
章
句
す
な
わ
ち
言
説
を
指
し
、
宗
は
言
説
の
背
後
に
潜
む
深
い
仏
意
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の

点
後
述
す
る
よ
う
に
、
智
顎
の
場
合
と
非
常
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

其
れ
異
と
言
う
は
、

知
法
と
は
謂
く
十
一

っ
て
経
宗
と
為
す
。

古
よ
り
今
に
至
る
に
、
宗
旨
と
体
と
を
明
か
す
に
、
或
は
是
一
な
り
と
言
い
、
或
は
異
有
り
と
言
う
。

其
れ
異
と
言
う
は
、
教
を
以
て
体
と
為
し
、
理
を
以
て
宗
と
為
す
。
故
に
浬
樂
に
七
善
の
文
を
釈
し
て
云
く
、
「
知
法
・
知
義
」
と
。

知
法
と
は
謂
く
十
二
部
経
な
り
。
知
義
と
は
所
表
の
理
を
教
う
る
な
り
。
故
に
能
表
の
教
を
も
っ
て
経
体
と
為
し
、
所
表
の
理
を
も

３



智
顎
は
周
知
の
ご
と
く
、
五
重
玄
義
に
お
い
て
宗
と
体
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
仏
教
研
究
の
風
潮
に
遡
ら
う
方

向
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
に
基
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
こ
の
課
題
を
解
明
し
て
い
く
為
に
、

ま
ず
彼
が
宗
と
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

ま
ず
宗
の
名
義
に
つ
い
て
『
法
華
玄
義
』
に
は
、

⑩

宗
と
は
要
な
り
。

⑪

宗
と
は
修
行
の
喉
衿
、
顕
体
の
要
踵
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
。
宗
の
概
念
を
「
要
な
り
」
と
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
諸
師
が
採
用
し
た
経
典
の
宗
旨
の
概
念
と
共
通
し
て
お
り
、
殊
更

新
し
い
立
場
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
修
行
の
喉
衿
」
と
い
う
の
は
、
宗
旨
の
意
味
を
限
定
し
、
経
典
の
修

行
に
関
わ
る
側
面
に
つ
い
て
の
要
旨
を
も
っ
て
宗
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
「
顕
体
の
要
践
」
と
言
っ
て
、
か
く
さ
れ
た
体
を
顕
現
さ
せ
る

と
こ
ろ
を
宗
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
上
に
智
頒
の
宗
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
漠
然
と
一
経
の
宗
旨
と
す
る
の
み
で
な
く
、
体

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
宗
の
意
味
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
て
つ
ぎ
に
宗
の
内
容
に
つ
い
て
、
智
顎
の
学
説
を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
宗
は
諸
経
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
『
法
華
経
』
の
場
合
に
つ
い

と
言
い
、
更
に

と
言
っ
て
、
因
果
二
法
に
無
量
の
衆
善
も
証
得
も
摂
し
尽
く
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
か
ら
「
仏
自
行
の
因
果
」
を
宗
と
為
す
と
規
定
す

て
言
え
ば
、

所
謂
、
仏
自
行
の
因
果
、
以
て
宗
と
為
す
也
。
云
何
要
と
為
す
。
無
量
の
衆
善
、
因
と
言
え
ば
則
ち
摂
し
、
無
量
の
証
得
、
果
と
言

⑫

え
ば
則
ち
摂
す
。

三
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る
の
で
あ
る
。
更
に
、
『
法
華
経
』
に
お
い
て
は
迩
因
迩
果
と
共
に
本
因
本
果
を
明
か
す
が
、
迩
因
迩
果
に
つ
い
て
は
他
の
諸
経
の
因
果

と
共
通
す
る
面
が
多
い
の
に
対
し
て
、
本
因
本
果
は
他
の
諸
経
に
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
通
の
因
果
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
『
大
品
般
若
経
』
に
は
因
果
と
も
に
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
果
は
般
若
の
因
を
成
ぜ
ん
が
為
に
説
か
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
因

正
果
傍
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
因
を
宗
と
す
る
の
で
あ
り
、
「
浬
藥
経
』
は
む
し
ろ
果
正
因
傍
の
説
法
で
あ
る
か
ら
、
果
を
宗
と
す

る
。
又
『
維
摩
経
』
は
諸
仏
国
の
因
果
を
説
く
の
で
因
果
を
宗
と
す
る
。
た
ご
『
華
厳
経
』
に
つ
い
て
は
、
因
を
宗
と
す
る
説
、
因
果
二

法
を
宗
と
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
本
因
本
果
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
大
品
般
若
経
」
に
菩
薩
の
本
迩
は
説
か
れ
て
も
二
乗
に
つ
い
て

は
説
か
れ
ず
、
仏
の
生
身
・
法
身
の
本
迩
は
説
い
て
も
久
遠
本
仏
を
説
い
て
い
な
い
。
『
維
摩
経
』
の
場
合
に
は
、
菩
薩
の
不
思
議
本
迩

に
住
す
る
こ
と
は
明
か
さ
れ
る
が
、
声
聞
の
本
迩
は
説
か
れ
な
い
。
「
華
厳
経
』
に
つ
い
て
も
、
舎
那
仏
・
釈
迦
仏
や
菩
薩
の
本
迩
は
説

⑬

か
れ
る
が
、
声
聞
は
不
聞
不
解
の
ま
坐
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
に
お
い
て
は
、
「
声
聞
の
本
有
る
を
発
し
、
本
に
因
果
有
り
」
と
言
っ
て
、

迩
因
迩
果
を
発
し
て
師
弟
と
も
ど
も
本
因
本
果
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
指
し
て
『
法
華
経
』
は
因
果
を
宗
と
為
す
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
諸
経
に
因
、
果
、
因
果
を
宗
と
為
す
の
と
そ
の
内
容
は
大
い
に
異
な
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
何
れ
に
し
る
諸
経
の
所
説
は
縁

に
対
し
て
不
同
で
あ
る
の
で
、
そ
の
経
宗
も
そ
れ
に
応
じ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
智
頷
は
経
宗
を
考
察
す
る
に
際
し
、
こ
れ
を
因
果
即
ち
行
の
観
点
か
ら
一
経
を
統
摂
す
る
原
理
を
見
出
し
、

そ
れ
に
基
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
特
質
及
び
他
経
に
対
す
る
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
智
顎
は
体
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
『
法
華
玄
義
』
に
は
、

⑭

体
の
字
は
礼
と
訓
じ
、
礼
と
は
法
な
り
。

と
言
っ
て
、
い
ず
れ
も
「
依
る
べ
き
も
の
」
「
規
則
」
な
ど
の
意
味
を
も
つ
礼
と
法
を
も
っ
て
字
義
を
釈
し
て
い
る
。
又
『
金
光
明
経
玄

⑮

義
』
に
は
、
体
の
字
に
つ
い
て
礼
、
底
、
達
の
三
義
を
あ
げ
て
い
る
。
底
と
は
窮
源
極
底
と
い
う
よ
う
に
源
底
を
き
わ
め
る
意
味
で
あ
り
、

達
と
は
通
達
、
体
達
の
よ
う
に
、
全
体
に
行
き
わ
た
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
経
体
に
つ
い
て
は
、
５



⑯

（
経
典
）
一
部
の
指
帰
、
衆
義
の
都
会
也
。
６

と
言
い
、
一
経
全
体
の
終
帰
す
る
と
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
言
い
か
え
る
と
一
経
を
通
貫
し
て
い
る
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
と
規
定

す
る
の
で
あ
る
。
今
さ
ら
に
『
法
華
玄
義
』
に
よ
っ
て
彼
の
経
体
に
関
す
る
学
説
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
法
華
玄
義
』
に
は
、
旧
解
と
し
て
『
法
華
経
」
の
体
に
関
す
る
四
種
の
説
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
北
地
師
の
用
い
た
一
乗
を
体
と
す

る
説
、
第
二
は
真
諦
を
体
と
す
る
説
、
第
三
は
一
乗
因
果
を
体
と
す
る
説
、
第
四
は
因
果
に
通
ず
る
乗
体
を
も
っ
て
体
と
す
る
説
で
あ
る
。

第
一
の
説
は
明
宗
章
に
お
い
て
臘
山
慧
遠
の
一
乗
を
宗
と
す
る
説
を
あ
げ
て
お
り
、
内
容
的
に
は
こ
の
北
地
師
の
説
と
同
趣
旨
と
思
わ
れ

る
が
、
「
法
華
経
』
に
お
い
て
一
乗
が
重
要
な
教
説
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
一
乗
為
体
説
に
対
し
て
智
頻
は
、

一
乗
の
語
は
著
漫
で
あ
る
、
一
乗
に
は
椎
と
実
が
あ
り
、
権
一
乗
は
『
法
華
経
』
の
意
と
す
る
所
説
で
は
な
く
、
又
実
一
乗
と
言
っ
て
も

そ
れ
は
三
軌
（
真
性
、
観
照
、
資
成
の
三
軌
）
を
包
む
概
念
で
あ
っ
て
厳
密
さ
に
欠
け
る
、
と
い
っ
て
却
ぞ
け
る
。
第
二
の
真
諦
為
体
説

⑰

に
つ
い
て
は
、
真
諦
は
大
小
両
乗
に
共
通
し
、
更
に
大
乗
の
真
諦
に
も
多
種
あ
り
、
し
た
が
っ
て
今
経
の
体
と
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
批

判
す
る
。
第
三
の
一
乗
因
果
を
体
と
す
る
説
は
、
明
宗
章
に
お
い
て
、
光
宅
寺
法
雲
が
一
乗
因
果
を
『
法
華
経
』
の
宗
と
す
る
説
を
紹
介

⑱

し
て
お
り
、
又
彼
の
『
法
華
義
記
』
に
も
詳
説
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
法
華
経
』
の
宗
旨
は
開
三
顕
一
の
因
と
開
近
顕
遠
の

果
と
い
う
因
果
二
理
を
顕
わ
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
こ
の
法
雲
の
学
説
を
智
韻
は
前
後
二
文
（
迩
門
と
本
門
）
に
そ
れ
ぞ
れ
因
果
と

も
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
経
文
を
害
な
う
も
の
で
あ
る
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
今
の
よ
う
に
因
果
二
法
を
も
っ
て

体
と
す
る
こ
と
は
、
体
の
意
味
を
全
く
誤
解
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
体
は
こ
の
よ
う
な
「
事
」
と
し
て
の
二
法
を
支
え
る

不
二
の
「
理
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
理
の
印
が
な
け
れ
ば
魔
の
所
説
で
あ
る
、
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
宗
に
つ
い
て
言
え
ば
「
法

華
経
』
の
宗
を
因
果
二
法
と
す
る
説
を
智
韻
も
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
批
判
と
い
っ
て
も
因
果
二
法
の
内
容
の
吟
味
に
と
ど
ま

る
。
し
か
し
こ
れ
を
経
体
と
呼
ぶ
と
き
、
智
顎
は
体
と
し
て
成
立
す
る
根
拠
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
の
乗
体

説
は
、
因
果
二
法
の
根
拠
と
し
て
「
乗
」
が
考
え
ら
れ
、
乗
因
乗
果
と
い
う
概
念
と
し
て
把
え
得
る
と
こ
ろ
か
ら
、
有
力
な
学
説
で
あ
っ



た
。
当
時
「
法
華
経
』
を
一
乗
を
説
く
特
色
か
ら
み
て
、
こ
の
「
乗
」
の
根
拠
、
即
ち
乗
体
に
関
す
る
研
究
が
諸
論
書
に
依
り
進
め
ら
れ

て
お
り
『
法
華
玄
義
』
に
お
い
て
も
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
智
度
論
』
を
引
用
し
て
六
波
羅
蜜
を
乗
体
と
し
、
こ

の
乗
体
を
所
依
と
し
て
方
便
を
も
っ
て
生
死
を
運
出
し
、
慈
悲
を
も
っ
て
衆
生
を
運
取
す
る
、
と
い
う
学
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て

⑲

い
る
。
又
『
中
辺
分
別
論
』
に
は
乗
本
（
真
如
仏
性
）
、
乗
行
（
福
慧
）
、
乗
摂
（
慈
悲
）
、
乗
障
（
煩
悩
）
、
乗
果
（
仏
果
）
の
五
種
の
乗

⑳

が
あ
り
、
乗
本
を
体
と
す
る
こ
と
を
紹
介
し
、
『
唯
識
論
』
に
は
、
乗
と
は
真
如
仏
性
よ
り
福
慧
等
の
行
に
出
て
、
こ
の
行
に
よ
っ
て
仏

⑳

果
を
出
だ
す
と
い
う
出
載
の
義
で
あ
る
と
言
い
、
『
摂
大
乗
論
』
に
は
、
乗
因
（
真
如
仏
性
）
、
乗
縁
（
万
行
）
、
乗
果
（
仏
果
）
の
三
種

⑳

の
乗
を
も
っ
て
示
さ
れ
、
更
に
『
法
華
論
』
に
は
乗
体
（
如
来
平
等
法
身
、
如
来
大
般
浬
藥
）
と
乗
縁
（
発
心
低
頭
挙
手
な
ど
）
の
二
種

⑳

『
十
二
門
論
』
に
は
乗
本
（
諸
法
実
相
）
、
乗
主
（
般
若
）
、
乗
助
（
一
切
行
）
、
乗
至
（
薩
婆
若
）
の
四
種
を
あ
げ
て
、
乗
の
性
質
や
機

能
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
れ
ら
諸
論
書
の
乗
に
関
す
る
議
論
は
当
時
か
な
り
注
目
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
『
法

華
玄
義
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
何
れ
も
乗
体
を
究
極
的
に
説
き
明
か
す
「
仏
所
乗
の
乗
」
で
は
な
く
、
大
白
牛
車
の
荘
校
に
過
ぎ
な
い
と
い

そ
し
て
智
頗
が
「
法
華
経
』
の
経
体
を
論
ず
る
意
図
は
、
小
乗
の
三
法
印
に
対
応
す
る
大
乗
の
印
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。
即
ち
小
乗
経
典
に
は
無
常
、
無
我
、
浬
樂
の
所
謂
三
法
印
が
あ
り
、
三
法
印
に
印
せ
ら
れ
て
始
め
て
仏
説
で
あ
り
、
こ
れ
を

修
し
て
得
道
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
大
乗
諸
経
に
は
一
法
印
の
み
が
あ
り
、
一
法
印
と
は
諸
法
実
相
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一

⑳

実
相
印
が
な
け
れ
ば
仏
説
で
な
く
、
魔
の
所
説
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
経
体
と
し
て
の
諸
法
実
相
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
を

加
え
た
い
と
思
う
。

華
玄
義
』
に
は
、
こ
必

っ
て
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
智
頗
が
司

智
顎
が
経
体
と
し
て
一
実
相
印
を
か
‐
今
げ
る
根
拠
は
、
ま
ず
『
法
華
経
』
自
身
に
説
か
れ
て
い
る
諸
法
実
相
に
あ
る
。
け
れ
ど
も
『
法
７
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『
智
度
論
』
は
大
乗
菩
薩
の
所
行
と
し
て
般
若
波
羅
蜜
を
多
角
的
に
徹
底
的
に
求
め
る
に
当
り
、
し
ば
し
ば
小
乗
の
経
教
と
対
比
す
る

方
法
を
と
る
が
、
諸
法
実
相
に
つ
い
て
も
三
法
印
と
の
関
わ
り
の
上
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
大
品
般
若
経
』
の

「
菩
薩
摩
訶
薩
、
一
切
諸
法
の
加
・
法
性
・
実
際
を
知
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
当
に
般
若
波
羅
蜜
を
学
ぶ
今
へ
し
。
」
と
い
う
所
説
を
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。
ま
ず
諸
法
の
「
如
」
に
は
声
聞
法
と
菩
薩
法
と
が
あ
り
、
声
聞
法
と
は
諸
法
の
各
々
に
つ
い
て
如
と
い
う
の
で

あ
っ
て
、
地
に
は
堅
相
あ
り
水
に
は
湿
相
あ
り
な
ど
と
諸
法
を
分
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
菩
薩
法
と
は
実
相
を
指
し
て
如
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
諸
法
の
各
々
に
つ
い
て
分
別
し
て
実
を
求
め
る
に
不
可
得
で
あ
り
、
そ
の
実
は
空
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ぎ
に
「
法
性
」
に
つ

い
て
も
二
種
あ
っ
て
、
声
聞
法
と
は
無
著
心
を
用
い
て
諸
法
の
自
性
が
あ
る
こ
と
を
分
別
す
る
が
、
菩
薩
法
と
は
声
聞
人
の
智
慧
に
限
界

が
あ
っ
て
有
量
の
分
別
に
終
る
の
に
対
し
て
、
無
量
の
法
性
を
観
察
し
て
こ
れ
を
諸
法
実
相
と
名
づ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
後
に
「
実

際
」
と
は
法
性
を
も
っ
て
実
の
証
と
為
す
か
ら
際
と
名
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
如
・
法
性
・
実
際
の
各
語
は
大
小
乗
に
共
通

す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
無
常
、
無
我
、
浬
盤
の
三
法
印
と
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
菩
薩
法
と
し
て
は
諸
法
実
相
と
同

義
異
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
小
乗
の
三
法
印
を
破
壊
し
た
大
乗
空
の
意
味
を
も
つ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
智
度
論
』
に
は
続
い
て
、

問
て
曰
く
、
是
（
無
常
、
無
我
、
浬
盤
）
の
三
法
印
、
般
若
波
羅
蜜
中
に
は
悉
く
皆
破
壊
す
。
仏
、
須
菩
提
に
告
ぐ
る
如
く
、
若
し

菩
薩
摩
訶
薩
、
色
は
常
な
り
と
観
ぜ
ば
般
若
波
羅
蜜
を
行
ぜ
ず
。
色
は
無
常
な
り
と
観
ぜ
ば
般
若
波
羅
蜜
を
行
ぜ
ず
。
苦
楽
、
我
無

我
、
寂
滅
非
寂
滅
も
亦
是
の
如
し
と
。
是
の
如
く
ん
ぱ
云
何
ん
が
法
印
と
名
づ
く
や
。

⑳

答
え
て
曰
く
、
二
経
皆
是
れ
仏
説
な
り
。
般
若
波
羅
蜜
経
中
の
如
き
は
、
了
了
に
諸
法
実
相
を
説
け
ば
な
り
。

あ
る
、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

華
経
』
に
見
え
る
諸
法
実
相
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
的
簡
略
で
あ
り
、
充
分
意
を
尽
く
し
て
説
き
明
か
す
こ
と
が
な
い
。
或
い
は

『
観
普
賢
経
』
に
も
大
乗
の
因
果
と
の
関
わ
り
で
諸
法
実
相
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
相
は
や
は
り
充
分
と
は
言
い
難
い
。
智
顎
は

諸
法
実
相
を
大
乗
仏
教
の
根
本
概
念
と
し
て
把
握
し
適
切
な
解
説
を
与
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
『
智
度
論
」
の
方
が
有
効
で
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或
い
は
、

と
言
う
。
即
ち
声
聞
経
に
お
い
て
三
法
印
を
説
く
の
に
対
し
て
、
こ
の
三
法
印
を
破
壊
す
る
こ
と
が
般
若
波
羅
蜜
経
の
主
張
で
あ
る
。
そ

れ
は
無
常
、
無
我
、
浬
藥
寂
滅
に
執
著
す
る
こ
と
を
破
壊
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
常
無
常
、
我
無
我
な
ど
の
二
辺
を
共
に
不
可
得
空
と
す
る

般
若
波
羅
蜜
を
獲
得
す
る
。
そ
の
般
若
波
羅
蜜
の
内
容
を
指
し
て
、
了
了
に
諸
法
実
相
を
説
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
『
智
度
論
』
に
は
、
般
若
波
羅
蜜
と
諸
法
実
相
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
随
処
に
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

『
般
若
経
』
を
説
く
因
縁
を
明
か
す
と
こ
ろ
に
、

⑳

仏
、
三
昧
よ
り
起
ち
、
一
切
諸
法
の
実
相
を
宣
示
し
、
一
切
衆
生
の
疑
結
を
断
ぜ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
般
若
波
羅
蜜
を
説
く
。

と
い
っ
て
、
諸
法
実
相
を
説
く
の
が
こ
の
経
典
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
或
は
第
一
義
悉
檀
を
説
く
た
め
に
般
若
波
羅
蜜
経
を
説
く

の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
義
悉
檀
に
つ
い
て
、

⑳

諸
法
実
相
は
初
無
く
中
無
く
後
無
し
。
尽
く
さ
ず
壊
せ
ず
。
是
を
第
一
義
悉
檀
と
名
づ
く
。

と
い
っ
て
、
『
般
若
経
』
説
法
の
目
的
と
し
て
第
一
義
悉
檀
の
内
容
で
あ
る
諸
法
実
相
が
あ
げ
ら
れ
る
。
或
は
般
若
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
他

の
五
波
羅
蜜
を
生
ず
る
の
は
、
般
若
波
羅
蜜
を
行
じ
て
諸
法
実
相
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち

若
し
般
若
実
相
を
得
ざ
れ
ば
、
布
施
持
戒
に
通
達
せ
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
若
し
一
切
法
空
な
ら
ぱ
則
ち
罪
な
く
福
な
し
。
何
ぞ

布
施
持
戒
を
用
い
ん
。
若
し
諸
法
実
有
な
ら
ば
、
因
縁
よ
り
生
ず
べ
か
ら
ず
。
先
已
に
有
る
が
故
に
。
若
し
衆
生
是
れ
常
な
ら
ば
、

則
ち
臂
え
ば
虚
空
の
如
く
亦
た
死
者
無
か
ら
ん
。
若
し
無
常
な
ら
ば
、
神
則
ち
身
に
随
っ
て
減
せ
ん
。
亦
後
世
の
罪
福
無
か
ら
ん
。

若
し
衆
生
無
く
ん
ば
、
何
ぞ
殺
罪
有
ら
ん
。
是
の
如
く
亦
不
殺
生
戒
等
無
か
ら
ん
。
若
し
是
の
般
若
波
羅
蜜
実
相
法
を
得
れ
ば
、
則

⑳

ち
有
無
二
辺
に
堕
せ
ず
、
中
道
を
用
て
布
施
持
戒
等
に
通
達
す
。

と
云
っ
て
、
般
若
波
羅
蜜
即
ち
実
相
を
得
る
こ
と
は
、
中
道
に
通
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
五
波
羅
蜜
も
完
成
す
る
と
い
う
。

若
し
菩
薩
摩
訶
薩
、
不
可
得
空
を
知
り
て
還
っ
て
能
く
諸
法
を
分
別
し
、
衆
生
を
憐
感
度
脱
せ
し
む
。
是
を
般
若
波
羅
蜜
力
と
為
す
。
９



小
乗
に
は
生
死
と
浬
渠
と
異
な
り
と
明
か
す
。
生
死
は
無
常
を
以
て
初
印
と
な
し
、
無
我
を
後
印
と
為
す
。
二
印
印
じ
て
生
死
を
説

⑳

く
な
り
。
浬
藥
は
但
だ
一
寂
滅
印
を
用
う
。
是
故
に
三
を
須
う
。
大
乗
は
生
死
即
浬
梁
、
浬
盤
即
生
死
な
れ
ば
、
不
二
不
異
な
り
。

と
い
坐
、
『
維
摩
経
』
菩
薩
品
の
「
諸
法
、
一
切
衆
生
は
畢
寛
寂
滅
即
浬
渠
の
相
に
し
て
、
復
た
更
に
減
せ
ず
と
知
る
。
」
及
び
入
不
二
法

門
品
の
「
法
は
本
と
不
生
、
今
則
ち
不
滅
」
の
経
文
を
引
用
し
て
、
こ
れ
は
小
乗
の
無
常
。
無
我
・
浬
渠
を
否
定
し
て
、
大
乗
は
た
旦
一

実
相
印
を
用
う
る
こ
と
を
表
わ
す
と
論
じ
、

当
に
知
る
零
へ
し
。
諸
法
は
畢
定
し
て
実
相
の
印
を
得
て
、
乃
ち
名
づ
け
て
了
義
大
乗
と
為
す
を
得
く
し
。

と
い
う
。
こ
う
し
て
智
頷
は
大
乗
経
の
体
を
諸
法
実
相
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
を
、
主
と
し
て
『
智
度
論
』
の
所
説
を
手
掛
か
り
と
し

て
、
『
維
摩
経
』
や
『
観
普
賢
経
』
そ
し
て
『
法
華
経
』
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
諸
法
実
相
の
概
念
そ
の
も
の
は
、
包
容
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
且
つ
漠
然
と
し
て
い
る
。
こ
と
に
「
実
」
と
い
う
語
は
世
俗
に

関
す
る
こ
と
か
ら
浬
藥
の
窮
極
に
至
る
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
に
つ
い
て
使
用
せ
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
智
顎
は
こ
の
経
体
と
し

て
の
諸
法
実
相
に
つ
い
て
、
厳
密
に
取
捨
選
択
を
し
て
ゆ
く
。

第
一
に
、
世
典
に
お
い
て
は
護
国
治
家
を
実
と
称
す
る
が
、
出
苦
解
脱
を
期
す
る
内
容
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
周
孔
の
経
籍
や
梵
天
の

出
欲
論
な
ど
も
所
詮
世
間
の
十
善
の
意
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
愛
論
の
所
摂
で
あ
る
か
ら
、
非
と
し
て
選
び
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
外
教
の
い
う
実
と
は
邪
智
僻
解
を
実
と
す
る
の
み
で
あ
り
、
老
荘
の
無
為
無
欲
も
悉
く
見
論
に
属
し
て
解
脱
を
期
す
る
こ
と

し
て
い
る
。

⑳

要
を
取
っ
て
之
を
言
わ
ば
、
諸
法
実
相
是
れ
般
若
波
羅
蜜
な
り
。

と
言
っ
て
、
般
若
波
羅
蜜
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
諸
法
実
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
智
度
論
』
に

お
い
て
、
菩
薩
法
と
し
て
の
般
若
波
羅
蜜
を
端
的
に
表
現
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
諸
法
実
相
と
説
か
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
智
顎
は
、
諸
法
実
相
を
大
乗
諸
経
典
の
体
と
し
て
位
置
づ
け
、
と
く
に
小
乗
経
の
三
法
印
と
の
相
違
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明

10



第
四
に
蔵
通
別
三
教
の
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
三
乗
共
の
実
相
は
自
ら
出
苦
す
る
の
み
で
大
悲
な
く
、
空
を
得
て
止
む
も
の
で
あ
る
。
不

共
実
相
は
智
慧
慈
悲
と
も
に
す
ぐ
れ
て
実
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
別
教
菩
薩
の
即
空
即
仮
の
み
で
即
中
の
成
立
し
な
い
不
融
の

者
は
不
実
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
た
図
円
教
の
場
合
の
み
即
空
即
仮
即
中
の
実
相
に
至
る
の
で
、
こ
の
実
相
を
も
っ
て
『
法
華
経
』
の
正
体

と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
円
融
三
諦
の
実
相
で
あ
れ
ば
、
即
空
の
故
に
一
切
凡
夫
の
愛
諭
、
外
道
の
見
論
を
破
し
、
即
仮
の
故

に
蔵
通
二
教
の
鈍
根
菩
薩
の
見
る
小
実
を
破
し
、
即
中
の
故
に
別
教
次
第
の
偏
実
を
破
す
、
と
言
っ
て
経
体
と
し
て
の
実
相
を
厳
密
に
批

け
れ
ど
も
こ
の
実
相
は
円
融
三
諦
の
実
相
で
あ
る
か
ら
、
法
界
に
遍
満
す
る
法
界
海
で
あ
り
あ
ら
ゆ
る
方
便
を
具
足
す
る
。
し
た
が
っ

て
円
実
に
非
ず
と
い
っ
て
単
に
簡
び
捨
て
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
蔵
通
別
の
実
や
凡
夫
外
道
の
実
を
も
開
顕
さ
れ
て
円
実
と
な

る
。
即
ち
あ
ら
ゆ
る
不
実
、
小
実
、
偏
実
を
自
ら
の
権
方
便
と
し
て
体
内
に
具
足
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
「
一
切
諸
法
中
に
悉
く

安
楽
性
有
り
」
と
結
論
し
、
こ
れ
を
「
絶
待
の
実
相
」
と
呼
ん
で
、
こ
れ
こ
そ
「
法
華
経
』
の
経
体
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
智
顎
の

実
相
為
体
説
は
、
究
極
的
に
は
法
華
円
教
に
よ
る
開
会
に
至
る
天
台
の
最
高
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
彼
は
こ
の
実
相
に
入
る
実
践
上
の
道
す
じ
を
克
明
に
論
述
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
切
な
こ
と
は
別
円
二
教
に
つ
い
て
繰
り
返
し

注
意
を
促
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
別
円
同
異
十
門
分
別
」
の
項
を
設
け
て
、
妙
有
と
か
如
来
蔵
と
い
う
諸
法
実
相
と
の
同
義
異

⑫

語
を
、
混
乱
誤
解
し
て
外
道
尼
腱
師
と
同
じ
で
あ
る
と
吹
聴
し
た
り
、
地
論
師
が
こ
の
実
相
論
を
倫
み
と
っ
て
荘
老
の
義
を
正
当
化
し
た

り
す
る
の
は
、
ま
こ
と
に
邪
正
混
渭
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
激
し
く
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
、
諸
法
実
相
を
も
っ

て
経
体
と
す
る
と
い
う
に
は
、
自
ら
最
高
原
理
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
破
・
会
両
面
の
刃
の
上
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
論
述
し
て
い
た
と
思

に
蔵
通
二
教
の
鈍
根
菩
薩
の
見
る
乢

判
吟
味
し
て
選
択
す
る
の
で
あ
る
。

な
き
戯
論
で
あ
る
か
ら
、
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
小
乗
三
蔵
の
場
合
、
二
乗
は
有
無
を
離
れ
て
中
道
を
目
指
し
て
実
と
す
る
が
、
生
死
を
有
辺
、
浬
藥
を
無
辺
と
す
る
の
み
で
あ

第
三
に
小
乗
三
蔵
の
場
合
、
一

る
か
ら
、
こ
れ
も
破
せ
ら
れ
る
。
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宗
体
の
別
あ
り
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
『
法
華
玄
義
』
に
見
ら
れ
る
宗
と
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
考
察
し
て
来
た
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
こ
の
宗
と
体
と
が
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
中
心
に
述
べ
る
。

智
顎
は
明
宗
章
の
初
め
に
、
宗
と
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
宗
体
同
一
説
を
あ
げ
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
即
ち
「
有
る
人
言
く
、

宗
即
ち
是
れ
体
、
体
即
ち
是
れ
宗
な
り
と
。
今
用
い
ざ
る
所
な
り
。
」
と
い
っ
て
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
若
し
宗

即
体
な
ら
ば
、
因
果
二
法
を
も
っ
て
宗
と
す
る
以
上
、
因
と
果
と
い
う
二
体
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
体
は
不
二
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
、
因
果
二
法
を
体
と
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
ま
た
体
は
不
二
で
あ
る
か
ら
宗
も
不
二
な
り
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。

宗
は
不
二
で
あ
る
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
法
華
玄
義
』
に
お
い
て
は
、
体
は
不
二
、
宗
は
因
果
二
法

と
い
う
基
本
概
念
を
無
視
し
て
宗
と
体
を
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
宗
即
体
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

又
、
宗
と
体
を
異
な
り
と
す
れ
ば
、
宗
と
体
が
互
い
に
独
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
彼
は
二
法
孤
調
と
云
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
宗
は
体
を
顕
わ
さ
ん
が
為
の
宗
と
は
な
ら
ず
、
体
は
宗
を
支
え
る
体
（
彼
は
そ
れ
を
宗
家
之
体
と
呼
ぶ
）
に
な
ら
な
い
。
宗
が
顕
体

の
宗
で
な
け
れ
ば
宗
は
邪
倒
無
印
で
あ
り
、
体
は
狭
少
に
し
て
周
遍
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
法
性
を
離
れ
て
別
に
因
果
あ
り
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
宗
と
体
と
の
関
係
は
「
不
異
而
異
」
と
云
う
べ
き
で
、
非
因
非
果
に
約
し
て
因
果
を
論
ず
る
故
に

つ
ま
り
、
因
果
二
法
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
と
し
て
の
唯
一
不
二
の
法
が
経
体
と
し
て
要
請
さ
れ
、
そ
れ
を
智
顎
は
大
乗
印
と
し
て
の

諸
法
実
相
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
前
節
に
述
令
へ
た
よ
う
に
彼
は
、
大
乗
経
典
の
体
で
あ
る
諸
法
実
相
の
概
念
を
『
智
度
論
』
の
所
説
か
ら

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
智
顎
の
実
相
論
は
、
一
点
見
誤
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
俗
論
に
堕
い
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
自
哩

身
が
最
も
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
厳
重
に
注
意
を
喚
起
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

五



と
こ
ろ
が
同
じ
『
智
度
論
』
に
対
し
て
吉
蔵
は
、
ど
こ
ま
で
も
般
若
波
羅
蜜
を
究
極
の
原
理
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
浄
名

玄
論
』
に
は
、
「
維
摩
経
』
の
宗
致
は
実
慧
（
実
相
）
及
び
方
便
（
神
通
）
の
二
智
と
な
す
と
い
坐
、

⑬

正
し
く
二
智
を
以
て
解
脱
の
体
と
為
す
。

と
言
っ
て
二
智
は
二
境
よ
り
生
ず
る
け
れ
ど
も
、
境
は
二
乗
と
共
通
で
あ
る
の
に
対
し
、
智
は
独
菩
薩
法
で
あ
る
か
ら
、
経
の
宗
致
と
し

て
は
境
を
捨
て
て
智
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
蔵
は
あ
ら
ゆ
る
仏
法
の
原
理
を
般
若
波
羅
蜜
に
求
め
た
こ
と
を
考

え
合
せ
れ
ば
、
吉
蔵
と
の
対
比
に
お
い
て
智
顎
の
仏
教
学
の
一
つ
の
視
点
、
或
い
は
研
究
法
の
特
色
が
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
智
よ
り
も
境
に
根
拠
を
見
出
し
た
智
顎
は
、
諸
法
実
相
を
単
に
諸
経
の
体
、
経
典
成
立
の
根
拠
と
考
え
た
だ
け
で
は
な
く
、

教
・
行
・
証
の
す
今
へ
て
に
わ
た
っ
て
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

智
顎
が
宗
と
体
と
を
分
け
、
宗
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
体
を
設
定
し
た
今
一
つ
の
理
由
は
、
諸
大
乗
経
典
に
一
貫
し
た
原
理
を
、

諸
法
実
相
の
理
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
体
の
理
に
対
し
て
宗
は
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
経

の
宗
旨
は
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
に
つ
い
て
、
各
各
の
本
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
小
乗
経
典
に
一
貫
し
た
三
法
印
の
原
理
が
あ
る
の
と
同

じ
く
、
大
乗
経
典
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
が
あ
り
な
が
ら
、
尚
か
つ
諸
大
乗
経
典
に
一
貫
す
る
法
印
の
原
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
法
華
玄
義
』
に
諸
法
実
相
の
異
名
を
あ
げ
て
説
明
す
る
中
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

智
顎
は
大
乗
経
典
の
体
を
諸
法
実
相
の
語
に
限
定
す
寺
へ
き
で
は
な
く
、
他
の
概
念
を
も
っ
て
経
体
を
示
す
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
し
か

し
そ
れ
ら
の
諸
名
は
い
ず
れ
も
諸
法
実
相
の
異
名
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
、
諸
法
に
見
ら
れ
る
体
と
し
て
の
名
を
有
、
空
、
亦
有
亦
空
、

多
く
学
び
取
っ
た
。
し
か
し
『
智
度
論
」
は
元
来
般
若
波
羅
蜜
を
解
明
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
智
を
完

成
せ
し
め
る
般
若
の
内
容
と
し
て
の
境
を
諸
法
実
相
と
名
づ
け
、
こ
の
智
と
境
の
相
即
不
離
の
関
係
を
繰
り
返
し
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
智
頷
は
そ
の
二
者
の
う
ち
諸
法
実
相
を
選
択
し
、
こ
れ
を
迷
悟
す
べ
て
の
境
界
に
わ
た
る
究
極
の
世
界
を
表
現
す
る
も
の
と
考
え

た
の
で
あ
一
る
ｃ
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非
有
非
空
の
四
門
に
分
類
し
、
つ
ぎ
の
如
き
実
相
の
異
名
を
あ
げ
て
い
る
。

有
門
：
．
…
妙
有
・
真
善
妙
色
・
実
際

空
門
…
：
．
畢
寛
空
・
如
如
・
浬
藥

亦
有
亦
空
門
：
・
・
：
虚
空
仏
性
・
如
来
蔵
・
中
実
理
心

非
有
非
空
門
：
．
…
非
有
非
無
中
道
・
第
一
義
諦
・
微
妙
寂
滅

こ
の
よ
う
な
多
く
の
異
名
が
説
か
れ
る
理
由
は
、
四
門
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
根
性
の
衆
生
に
対
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
経
典
に
よ

っ
て
説
明
が
異
な
れ
ば
名
も
異
な
る
け
れ
ど
も
、
理
を
悟
る
こ
と
に
は
相
違
な
く
、
体
は
一
貫
し
て
一
つ
で
あ
る
。
『
法
華
玄
義
』
に
は

と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
智
顎
は
た
と
え
名
称
が
異
な
っ
て
も
、
諸
法
実
相
と
同
意
の
原
理
が
各
大
乗
経
典
に
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
必
然
性
を
、
諸
大
乗
経
典
を
貫
く
唯
一
の
体
に
見
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
法
華
玄
義
』
の
宗
と
体
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
る
と
、
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
経
の
宗
旨
を
明
か
す
こ
と
は
、
智
顎

も
そ
の
ま
人
採
用
し
て
経
典
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
を
探
究
す
る
が
、
彼
は
更
に
各
経
典
を
通
貫
す
る
原
理
と
し
て
「
宗
の
体
」
を
求
め
て
い

っ
た
。
こ
の
新
た
な
経
体
の
要
請
は
、
彼
が
経
典
研
究
に
携
わ
る
に
際
し
て
、
仏
教
全
体
を
総
合
し
統
一
す
雲
へ
き
唯
一
な
る
も
の
を
常
に

求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
強
い
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
、

②①註
此
の
四
根
に
随
う
故
に
四
門
異
説
す
。
説
異
な
る
故
に
名
異
な
り
、
功
別
な
る
が
故
に
義
異
な
れ
ど
も
、
理
を
悟
る
こ
と
殊
な
ら
ず
、

⑭

体
は
終
に
是
れ
一
な
り
。

伊
藤
義
賢
「
天
台
の
五
重
玄
義
に
就
て
」
（
龍
谷
大
学
論
叢
二
五
六
、
二
五
九
、
大
正
昭
年
）

吉
蔵
の
『
仁
王
般
若
経
疏
』
巻
一
上
に
「
始
自
道
安
法
師
、
分
経
以
為
三
段
、
第
一
序
説
、
第
二
正
説
、
第
三
流
通
説
」
と
い
う
。
（
大
正
調
Ｉ
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⑥
「
法
華
遊
意
」
大
正
弘
ｌ
剛
ｃ

⑦
吉
蔵
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
宗
体
同
一
説
に
傾
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
に
「
以
宗
為
体
、
以
体
為
宗
、
宗

体
無
異
。
」
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
（
大
正
師
ｌ
郡
ｃ
）

③
「
大
乗
義
章
』
巻
一
、
衆
経
教
迩
義
、
大
正
“
ｌ
価
ｃ

⑨
同
右
、
三
蔵
義
、
大
正
“
ｌ
柵
ｂ
。
な
お
、
慧
遠
の
こ
の
説
に
つ
い
て
は
伊
藤
義
賢
、
前
掲
論
文
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

⑩
『
法
華
玄
義
』
巻
一
上
、
大
正
詔
ｌ
咄
ａ

⑪
同
右
、
巻
九
下
、
大
正
認
ｌ
剛
ｂ

⑫
同
右
、
巻
一
上
、
大
正
調
ｌ
師
ａ

⑬
同
右
、
巻
九
下
、
大
正
詔
ｌ
油
ａ

⑭
同
右
、
．
巻
一
上
、
大
正
調
ｌ
叩
ｂ

⑮
『
金
光
明
経
玄
義
』
巻
下
、
大
正
調
ｌ
ｍ
ｃ

⑯
「
法
華
玄
義
』
巻
八
上
、
大
正
粥
ｌ
刑
ａ

⑰
真
諦
に
つ
い
て
は
『
法
華
玄
義
』
巻
二
下
、
境
妙
段
に
詳
し
く
述
、
へ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
『
法
華
義
記
』
巻
一
、
大
正
鍋
ｌ
剛
ｂ

⑲
梁
『
摂
大
乗
論
釈
」
巻
十
五
、
大
正
凱
ｌ
姉
ａ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑳
こ
こ
に
い
う
出
載
の
義
は
唯
識
論
に
見
当
ら
な
い
。

④
梁
『
摂
大
乗
論
釈
』
巻
十
五
、
大
正
証
ｌ
刑
ｃ

、
『
法
華
経
愛
波
提
舎
』
巻
下
、
大
正
妬
ｌ
７
ｃ
を
中
心
に
散
説
さ
れ
て
い
る
。

③
た
と
え
ば
法
雲
の
『
法
華
義
記
』
に
は
正
説
と
正
宗
を
混
用
し
て
区
別
し
て
い
な
い
。
（
大
正
詔
ｌ
妬
ａ
以
下
）
参
照
。

④
「
法
華
経
疏
』
上
、
続
蔵
２
乙
ｌ
妬
１
４
１
酬
左
下

⑤
『
法
華
玄
論
』
巻
二
、
大
正
型
ｌ
畑
ｂ
以
下
。
な
お
、
こ
の
十
三
家
の
説
に
つ
い
て
は
、
智
顎
の
『
法
華
玄
義
』
巻
九
下
、
大
正
認
ｌ
剛
ｃ
に
類

似
の
紹
介
を
し
て
い
る
。

ｒ
Ｊ
ノ

ィ
Ｌ
Ｃ
－

印
』
、
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⑳
『
十
二
門
論
』
に
こ
の
説
は
見
え
な
い
。
た
だ
吉
蔵
の
『
十
二
門
論
疏
」
巻
上
本
に
「
問
、
万
行
為
因
果
」

『
十
二
門
論
』
を
め
ぐ
っ
て
「
乗
」
に
関
す
る
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

⑳
『
智
度
論
』
巻
五
に
「
復
次
除
諸
法
実
相
、
余
残
一
切
法
尽
名
為
魔
」
と
あ
る
。
（
大
正
妬
Ｉ
的
ｂ
）

⑳
『
智
度
論
」
巻
三
十
二
、
大
正
妬
ｌ
加
ｂ
以
下

⑭⑳⑫、⑳⑳⑳、⑳⑳⑳

同
右
、
巻
五
十
七
、
大
正
妬
ｌ
姉
ｃ
以
下

同
右
、
巻
十
八
、
大
正
妬
ｌ
慨
ｃ

「
法
華
玄
義
』
巻
八
上
、
大
正
羽
ｌ
ｍ
ｃ

諸
法
実
相
の
同
義
異
語
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
述
。
へ
る
。

「
浄
名
玄
論
』
巻
四
、
大
正
詔
ｌ
師
ａ

『
法
華
玄
義
』
巻
八
下
、
大
正
詔
ｌ
州
ａ

『
智
度
論
」
巻
三
十
二

同
右
、
大
正
班
ｌ
加
ｃ

同
右
、
巻
一
、
大
正
踊

同
右
、
大
正
妬
ｌ
団
ｂ

『
智
度
論
』
巻
五
に
君

『
智
度
論
」
巻
三
十
二
、

同
右
、
大
正
溺
ｌ
加
ｃ

大
正
踊
ｌ
詔
ｂ

と
あ
り
（
大
正
妃
Ｉ
ｍ
ａ
）
、
当
時
肥


