
↑
佐
々
木
教
悟
博
士
の
生
涯
の
研
究
を
集
成
さ
れ
る
『
イ
ン
ド
・
東
南
ア

ジ
ア
仏
教
研
究
』
は
、
第
一
巻
『
戒
律
と
僧
伽
」
、
第
二
巻
「
上
座
仏
教
』
、

第
三
巻
「
イ
ン
ド
仏
教
』
の
三
冊
か
ら
成
る
と
い
う
。
そ
の
第
一
巻
が
昭

和
六
十
年
四
月
二
十
日
、
京
都
平
楽
寺
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
「
教
団

の
生
命
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
教
化
の
源
泉
は
い
ず
こ
に
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
問
い
な
お
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
時
代
の
要
請
で
あ
る
が
、

同
時
に
ま
た
教
団
に
属
す
る
個
々
の
人
び
と
の
当
面
す
る
問
題
で
も
あ
る
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
先
ず
釈
尊
成
道
の
原
点
に
立

ち
か
え
っ
て
、
仏
弟
子
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
僧
伽
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
と
に
お
い
て
、
い
か
な
る
在
り
方
で
存
在
し
え

た
か
、
そ
し
て
い
か
な
る
衰
微
と
発
展
と
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
か
と
い

う
こ
と
が
、
学
問
的
に
可
能
な
か
ぎ
り
正
確
に
あ
と
づ
け
ら
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
も
っ
と
も
重
要
な
事
柄
は
、

仏
教
の
僧
伽
を
支
え
て
い
っ
た
も
の
は
、
お
よ
そ
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
」
と
の
、
本
書
冠
頭
の
「
は
し
が
き
」
の
一
節
は
、
そ
の

書
評
・
紹
介

佐
友
木
教
悟
著

戒
律
と

僧
伽

牧
田
諦
亮

ま
ま
に
博
士
の
研
究
生
活
に
一
貫
し
た
理
念
で
も
あ
る
。
釈
尊
入
滅
後
の

教
団
ｌ
僧
伽
を
支
え
た
も
の
は
、
釈
尊
所
説
の
法
と
戒
と
で
あ
り
、
仏
弟

子
た
ち
の
日
常
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
律
制
で
あ
る
と
す
る
、
こ

の
二
面
に
深
い
関
心
を
寄
せ
つ
つ
イ
ン
ド
及
び
イ
ン
ド
文
化
圏
に
お
け
る

仏
教
の
歴
史
的
展
開
に
対
す
る
研
究
を
続
け
て
き
た
博
士
の
権
威
あ
る
諸

研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
南
方
仏
教
研
究
諸
家
の
中
で
も
、
重
厚
な
、
と
く
に

問
題
意
識
の
確
立
し
た
発
表
と
し
て
、
研
究
者
の
注
目
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
大
谷
大
学
建
学
以
来
の
、
伝
統
的
な
研
究
態
度
、
と
く

に
赤
沼
智
善
・
龍
山
章
真
・
山
口
益
諸
教
授
の
流
れ
の
も
と
に
、
脈
々
と

し
て
絶
え
な
い
真
華
な
研
究
方
法
が
、
佐
々
木
教
授
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深

め
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
・

本
書
で
は
、
第
一
章
律
蔵
の
有
す
る
意
義
、
第
二
章
僧
伽
を
荘
厳

す
る
も
の
、
第
三
章
上
座
部
仏
教
の
基
盤
、
第
四
章
根
本
説
一
切
有

部
の
仏
教
、
第
五
章
南
海
寄
帰
伝
序
文
の
内
容
、
第
六
章
南
海
寄
帰

伝
に
し
る
さ
れ
た
る
律
制
、
附
録
１
南
海
寄
帰
伝
科
、
２
テ
キ
ス
ト

な
ら
び
に
研
究
文
献
な
ど
の
諸
章
か
ら
成
る
（
Ａ
５
版
本
文
三
三
九
頁
、

索
引
二
一
頁
）
。
そ
の
多
く
は
、
本
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
に
発
表
さ
れ

た
も
の
に
加
筆
修
正
し
、
さ
ら
に
あ
ら
た
に
未
発
表
の
数
節
を
加
え
て
完

壁
を
期
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
、
『
日
本
仏
教
学
会

年
報
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
数
篇
を
ふ
く
む
。
南
海
寄
帰
伝
に
関
す
る
二

章
は
、
昭
和
四
十
三
年
度
東
本
願
寺
安
居
講
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
第
四
章
以
下
は
、
南
海
寄
帰
伝
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
頁
数

で
は
本
書
の
三
分
の
二
を
こ
え
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
釈
尊
所

説
の
法
と
戒
と
、
仏
弟
子
た
ち
の
日
常
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
律

戸n

o 、



制
が
釈
尊
入
滅
後
の
僧
伽
を
支
え
た
も
の
を
今
日
に
具
体
的
に
伝
え
た
義

浄
三
蔵
の
体
験
記
録
、
そ
し
て
佐
倉
木
博
士
自
身
の
、
今
次
大
戦
の
敗
戦

前
後
三
ヶ
年
に
及
ぶ
仏
教
国
タ
イ
に
お
い
て
の
宗
教
体
験
が
、
こ
の
生
涯

研
究
に
鋭
く
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
さ
れ
る
の
で

砦
の
つ
ｏ
Ｏ

昭
和
四
十
五
年
一
月
に
、
私
は
胄
蓮
院
蔵
の
古
抄
本
に
も
と
づ
い
て
、

『
六
朝
古
逸
観
世
音
応
験
記
の
研
究
』
を
公
刊
し
た
が
、
そ
の
自
序
で
、

「
「
観
世
音
応
験
記
』
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ら
の
論
稿
に
よ
っ
て
、
と
も
す

れ
ば
哲
学
的
思
索
義
解
の
一
科
が
仏
教
の
中
心
で
あ
る
か
の
ど
と
く
に
誤

解
さ
れ
、
宗
教
の
本
義
で
あ
る
実
践
の
面
が
等
閑
視
さ
れ
が
ち
な
中
国
仏

教
史
研
究
に
、
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
歴
史
的
研
究
に
、
一
つ
の
行
き
方

の
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
」

と
結
ん
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
博
士
か
ら
も
同
感
で
あ
る

と
の
書
翰
を
頂
い
た
。
お
そ
ら
く
は
、
博
士
の
、
仏
弟
子
の
集
り
で
あ
っ

た
僧
伽
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
と
に
お
い
て
、

い
か
な
る
在
り
方
で
存
在
し
え
た
か
と
い
う
提
言
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
所
為
を
も
っ
て
か
い
な
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
本
書

の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
に
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

所
属
す
る
教
団
に
お
い
て
も
、
教
学
（
宗
学
）
の
研
究
は
さ
か
ん
で
は
あ

る
が
、
仏
教
が
、
そ
の
宗
派
が
、
存
在
し
得
た
背
景
と
し
て
の
時
代
と
社

会
を
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
、
今
日
に
ま
で
存
続
し
得
た
仏
教
・
宗
派
の
実

態
を
知
る
こ
と
の
不
可
能
さ
を
改
め
て
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ

の
観
点
に
立
て
ば
、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
つ
い
て
何
の
知
識

も
持
ち
あ
わ
さ
氾
私
に
と
っ
て
は
、
本
書
の
書
評
な
ど
、
到
底
な
し
得
ぬ

こ
と
は
明
白
の
こ
と
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
第
四
章
根
本
説
一
切
有
部
の

仏
教
第
２
「
三
啓
無
常
経
」
を
読
ん
だ
感
想
に
つ
い
て
述
雫
へ
、
そ
の
責
を

ふ
さ
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
義
浄
（
六
三
五
’
七
一
三
）
訳
の
無
常
経
一
巻
（
大

正
蔵
巻
十
七
）
は
、
開
元
釈
教
録
巻
九
、
義
浄
の
項
に
、

無
常
経
一
巻
亦
名
三
啓
経
、
大
足
元
年
（
七
○
一
）
九
月
二
十
三

日
於
東
都
大
福
先
寺
訳

と
見
え
る
。
則
天
武
后
の
世
に
、
洛
陽
に
お
い
て
翻
訳
さ
れ
た
無
常
経
は
、

ま
た
南
海
寄
帰
内
法
伝
巻
二
、
閨
尼
衣
喪
制
、
巻
四
、
自
讃
詠
之
礼
な
ど

に
も
見
え
、
義
浄
が
旅
行
し
た
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
根
本
説
一
切
有

部
派
の
僧
徒
が
日
常
行
な
っ
て
い
た
礼
敬
の
作
法
に
さ
い
し
て
読
誘
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る
。

義
浄
は
、
東
夏
（
中
国
）
で
の
尼
僧
の
衣
が
み
な
俗
に
流
れ
て
威
儀
に

そ
む
く
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
自
己
の
見
聞
し
た
南
海
の
諸
国
の
尼

僧
の
少
欲
知
足
の
生
活
を
讃
歎
し
、
貧
に
居
て
質
素
を
守
る
こ
と
を
述
ぺ

て
い
る
。
ま
た
死
喪
の
際
に
も
、
い
た
ず
ら
な
儀
礼
に
捉
わ
れ
、
出
家
者

で
あ
り
な
が
ら
在
俗
の
者
と
同
様
な
こ
と
を
し
て
孝
子
を
て
ら
う
な
ど
の

こ
と
も
い
ま
し
め
、
葬
儀
に
さ
い
し
て
長
髪
す
る
と
か
、
儒
教
の
礼
法
で

喪
礼
に
用
い
る
突
杖
を
桂
け
た
り
、
子
と
し
て
親
の
喪
中
に
は
苫
の
む
し

ろ
に
寝
る
と
か
、
仏
教
者
と
し
て
は
好
ま
し
く
な
い
世
俗
の
礼
を
す
る
こ

と
を
禁
じ
、
僧
侶
の
死
者
は
火
葬
に
す
べ
く
、
能
達
の
僧
に
「
無
常
経
」

を
謡
せ
し
め
、
住
処
に
還
帰
し
て
か
ら
無
常
を
念
ず
る
な
ど
の
こ
と
を
勧

一
一
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め
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
仏
教
徒
は
釈
父
（
釈
迦
）
の
聖
教
を
棄
て
て
、
儒

教
の
周
公
の
俗
礼
を
逐
う
て
、
数
ヶ
月
泣
き
続
け
、
三
年
の
喪
に
服
す
る

な
ど
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
き
め
つ
け
る
。
し
か
も
中
国
に
お
け
る
前

例
と
し
て
、
宝
山
寺
霊
裕
（
五
一
八
’
六
○
五
）
が
十
五
歳
の
と
き
、
父

の
死
に
さ
い
し
て
哀
を
挙
げ
ず
喪
服
を
着
ず
、
し
か
も
先
亡
を
追
念
す
る

た
め
に
十
八
歳
で
福
業
を
修
し
た
（
出
家
し
た
）
こ
と
を
記
し
、
長
安
・

洛
陽
の
諸
師
で
こ
れ
に
な
ら
う
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
南
海
寄
帰
内
法
伝
巻
四
目
讃
詠
之
礼
に
お
い
て
は
、
中
国
で
は

古
来
仏
を
礼
拝
し
、
経
の
題
名
を
称
え
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
徳
を

讃
え
て
称
揚
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
し
て
、
自
身
が
体
験
し
た
、
南
方

で
の
仏
塔
に
対
す
る
礼
拝
や
、
日
常
の
僧
徒
の
礼
敬
に
つ
い
て
記
し
て
い

る
。
毎
日
申
の
時
（
午
後
四
時
）
後
か
、
い
わ
ゆ
る
「
た
そ
が
れ
時
」
に

僧
院
の
門
を
出
て
、
塔
を
右
綻
三
匝
し
、
香
華
を
つ
ぶ
さ
に
供
え
て
、
大

衆
一
同
こ
と
ご
と
く
鱒
鋸
す
る
。
訓
諭
に
巧
み
な
者
が
哀
雅
の
声
で
し
か

も
す
み
ず
み
ま
で
し
み
わ
た
る
よ
う
に
「
大
師
法
」
を
十
頌
ま
た
は
二
十

頌
唱
え
、
終
っ
て
順
序
よ
く
ま
た
寺
中
に
入
り
、
常
集
の
処
に
い
た
る
。

大
衆
が
坐
し
お
わ
る
と
、
一
人
の
吟
弧
に
た
く
み
な
僧
（
経
師
）
が
師
子

座
に
昇
っ
て
、
み
じ
か
い
経
を
読
調
す
る
。
こ
の
経
が
、
馬
鳴
が
諸
経
の

意
を
取
っ
て
集
め
て
造
っ
た
と
い
う
三
啓
経
で
あ
る
。
佐
々
木
博
士
は
、

大
正
大
蔵
経
第
八
十
五
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ス
タ
イ
ン
将
来
の
漢
文
文

献
の
中
に
経
の
残
簡
が
あ
り
、
そ
の
残
簡
の
首
部
は
欠
け
て
い
る
が
、
末

尾
に
『
仏
説
無
常
三
啓
経
』
一
巻
と
記
さ
れ
、

初
後
讃
歎
、
乃
是
尊
者
馬
鳴
取
経
意
而
集
造
、
中
是
正
経
金
口
所
説
、

事
有
三
開
、
故
云
三
啓
也
、

義
浄
訳
の
無
常
経
一
巻
は
、
上
記
開
元
録
に
記
録
さ
れ
、
入
蔵
録
に
見

え
て
か
ら
、
「
真
経
」
と
し
て
処
遇
さ
れ
、
宋
版
大
蔵
経
以
後
の
漢
訳
大

蔵
経
に
も
入
蔵
さ
れ
て
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
中
国
仏
教
で
は
、
葬

場
で
読
訓
さ
れ
る
経
典
で
あ
る
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
と
、
泉
芳
環
先

生
は
仏
書
解
説
大
辞
典
で
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
義
浄
訳
の
原
本
と
対
校

で
き
な
い
以
上
、
漢
訳
現
行
の
無
常
経
に
つ
い
て
言
え
ば
、
大
正
大
蔵
経

が
第
十
七
巻
に
収
め
な
が
ら
、
第
八
十
五
巻
疑
似
部
に
敦
埠
本
の
仏
説
無

常
三
啓
経
を
再
録
し
た
こ
と
は
、
首
欠
の
十
一
行
を
除
け
ば
以
下
は
同
文

で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
な
こ
と
で
あ
り
、
拙
速
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で

あ
る
。
博
士
の
人
柄
か
ら
、
直
接
に
は
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
大
正

大
蔵
経
編
集
に
つ
い
て
の
一
つ
の
指
摘
で
は
あ
る
。

趙
宋
第
三
代
真
宗
皇
帝
の
天
禧
三
年
（
一
○
一
九
）
秋
に
編
集
し
た
こ

と
を
記
す
銭
唐
月
輪
山
の
道
誠
の
「
釈
氏
要
覧
』
三
巻
は
、
賛
寧
の
『
大

宋
僧
史
略
』
と
と
も
に
、
「
仏
教
の
僧
伽
を
支
え
て
い
た
も
の
は
、
凡
そ

と
註
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
義
浄
は
、
節
段
を
三
た
び
開
き
、
初

め
は
ほ
ぼ
十
頌
（
経
の
意
を
と
っ
て
三
尊
ｌ
三
宝
を
讃
歎
し
、
つ
ぎ
に
仏

の
親
説
な
る
正
経
、
そ
の
あ
と
に
十
余
頌
ｌ
発
願
廻
向
の
意
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
）
が
つ
け
ら
れ
る
旨
を
述
べ
る
の
と
一
致
し
て
い
る
と
し
、
三
啓

が
三
啓
無
常
経
と
も
称
さ
れ
た
こ
と
は
『
雑
事
」
巻
十
八
及
び
「
摂
律
」

巻
七
に
見
え
て
お
り
、
さ
き
の
「
尼
衣
喪
制
」
の
下
で
は
『
無
常
経
」
の

名
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
、
三
啓
経
の
縁
由
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
ら
れ

づ
（
》
○

三
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何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
（
本
書
は
し
が
き
）
」
に
つ
い
て
、
中
国
仏
教

研
究
上
の
重
要
な
著
作
と
い
え
よ
う
。
天
禧
三
年
八
月
に
は
天
下
に
大
赦

し
、
か
つ
僧
二
十
三
万
百
二
十
七
人
、
尼
一
万
五
千
六
百
四
十
三
人
、
道

士
ら
七
千
百
余
人
に
、
祠
部
の
文
牒
（
度
牒
）
を
与
え
た
（
普
度
）
と
い

う
よ
う
な
仏
教
全
盛
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
釈
氏
要
覧
巻
下
、
送
葬
の
項

に
は
、

毘
奈
耶
云
、
送
葬
蕗
潟
、
可
令
能
者
調
無
常
経
井
伽
他
、
為
其
呪
願
、

と
い
う
。
一
度
に
二
十
四
万
五
千
人
も
の
出
家
者
を
出
し
た
時
代
の
要
求

に
こ
た
え
て
道
誠
が
、
経
文
を
読
ん
で
も
そ
の
真
義
を
理
解
で
き
ぬ
も
の

の
た
め
に
、
ま
た
新
出
家
者
の
須
知
す
尋
へ
き
こ
と
な
ど
を
編
集
し
た
も
の

で
あ
り
、
当
時
の
仏
教
界
の
生
き
る
姿
が
、
こ
れ
ら
の
文
灸
を
通
じ
て
窺

い
得
る
の
で
あ
る
。
道
誠
の
見
た
無
常
経
は
、
今
日
の
流
通
本
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
「
臨
終
方
決
」
の
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
僧
尼
が
、

ま
さ
に
命
終
せ
ん
と
し
て
身
心
に
苦
痛
有
る
人
を
見
れ
ば
、
慈
心
を
も
っ

て
抜
済
饒
益
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
香
湯
も
て
操
浴
し
て
清
浄

な
ら
し
め
、
新
浄
衣
を
着
せ
安
祥
に
坐
せ
し
め
て
正
念
思
惟
さ
せ
る
、
自

力
で
坐
れ
な
い
も
の
に
は
余
人
が
こ
れ
を
扶
け
て
坐
せ
し
め
、
坐
れ
な
い

も
の
は
右
脇
を
地
に
著
け
て
至
心
に
合
掌
し
て
顔
を
西
方
に
向
か
す
…
…

に
は
じ
ま
っ
て
、
ま
ま
牛
糞
香
泥
を
も
っ
て
地
に
塗
る
な
ど
の
イ
ン
ド
様

の
記
載
も
あ
る
が
、
こ
の
「
臨
終
方
決
」
の
文
章
は
唐
末
以
後
の
浄
土
教

隆
盛
期
に
増
添
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
敦
埋
本
の
無
常
経
に
は
こ
の

「
臨
終
方
決
」
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
僧
侶
た
ち

に
、
観
無
量
寿
経
を
中
心
と
し
て
、
西
方
浄
土
往
生
を
願
い
、
期
す
る
も

の
で
あ
る
。
毘
奈
耶
雑
事
十
八
の
説
や
、
義
浄
訳
の
無
常
経
を
受
け
て
、

亡
者
の
た
め
に
無
常
経
を
読
む
こ
と
を
説
き
、
こ
の
経
を
聞
く
も
の
は
各

を
自
ら
己
身
の
無
常
を
観
ぜ
よ
と
い
う
。
ま
た
、
命
終
の
後
で
在
家
の
亡

者
の
新
好
の
衣
服
、
随
身
受
用
の
物
は
三
分
し
て
、
仏
陀
・
達
磨
・
僧
伽

の
三
宝
に
施
せ
ば
、
亡
者
の
業
障
う
た
た
尽
き
て
勝
功
徳
を
獲
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
。
出
家
者
の
亡
者
の
衣
物
な
ど
は
、
律
教
に
し
た
が
っ
て
処
分

す
る
こ
と
を
い
う
。
以
上
か
ら
み
る
と
、
大
正
蔵
経
本
無
常
経
に
付
せ
ら

れ
た
「
臨
終
方
決
」
は
、
印
刷
大
蔵
経
本
に
の
み
あ
る
こ
と
、
一
見
無
常

経
に
あ
う
よ
う
に
、
落
蕩
蕗
約
尼
、
鄙
波
索
迦
、
鄙
波
斯
迦
な
ど
の
文
字

を
用
い
て
古
体
を
よ
そ
お
い
な
が
ら
、
観
無
量
寿
経
を
中
心
と
す
る
西
方

無
量
寿
国
へ
の
願
往
生
を
も
つ
ば
ら
に
す
る
の
で
あ
り
、
宋
代
浄
土
教
の

隆
盛
を
示
す
一
つ
の
証
佐
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

佐
を
木
博
士
の
著
書
の
こ
と
を
多
く
記
さ
ず
、
無
常
経
に
力
を
注
い
だ

の
は
、
実
は
義
浄
訳
出
後
の
無
常
経
は
、
当
時
の
中
国
仏
教
教
団
（
も
と

よ
り
日
本
の
仏
教
各
宗
派
の
よ
う
な
組
織
力
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
）

の
僧
侶
信
者
た
ち
の
間
で
よ
く
読
ま
れ
、
と
く
に
送
葬
の
さ
い
に
こ
の
経

に
、
さ
ら
に
「
臨
終
方
決
」
が
増
添
さ
れ
て
、
観
無
量
寿
経
を
中
心
と
す

る
浄
土
教
の
側
で
大
き
く
作
用
し
、
そ
れ
は
当
時
の
中
国
の
教
団
が
、
イ

ン
ド
で
の
体
験
記
録
を
、
さ
ら
に
中
国
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
動
き
を

な
し
た
こ
と
を
知
る
た
め
で
あ
る
。
義
浄
の
イ
ン
ド
で
の
所
見
を
、
臨
終

方
決
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
教
団
（
僧
伽
）
が
布
教
の
上
で

ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
た
か
を
、
佐
を
木
博
士
の
所
見
を
通
し
て
知
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

無
常
経
の
敦
煙
写
本
に
つ
い
て
は
、
王
重
民
編
の
『
敦
埠
遺
書
総
目
索

引
」
で
は
、
北
京
図
書
館
に
十
五
点
、
ス
タ
イ
ン
本
に
十
八
点
、
。
へ
リ
オ
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本
に
一
点
が
挙
げ
て
あ
る
。
ソ
連
に
も
四
点
あ
る
こ
と
が
メ
ン
シ
コ
フ
の

目
録
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
が
大
正
蔵
経
本
（
巻
十
七
）

の
無
常
経
と
一
致
す
る
が
、
中
に
は
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
・
へ
リ
オ

本
（
二
三
○
五
）
に
「
無
常
経
講
経
文
」
あ
り
と
し
て
、
王
重
民
ら
編
集

の
「
敦
煙
変
文
集
』
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
て
い
る
が
、
内
容
を
見
る
と
、

義
浄
訳
の
無
常
経
の
講
経
文
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
題
名
は
疑

問
が
存
す
る
し
、
メ
ン
シ
コ
フ
の
目
録
を
見
て
も
、
確
実
に
義
浄
訳
の
無

常
経
と
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
慎
重
な
原
本

に
つ
い
て
の
調
査
が
ま
た
れ
る
。

な
お
梁
の
僧
昊
、
宝
唱
ら
共
編
の
『
経
律
異
相
』
巻
五
に
、
昔
、
婆
羅

門
四
人
あ
り
、
皆
神
通
を
得
た
り
…
。
：
、
是
等
四
人
そ
れ
ぞ
れ
甘
美
の
石

蜜
四
瓶
を
釈
尊
に
供
養
し
、
法
を
聞
く
…
…
心
開
け
、
意
解
け
て
阿
那
含

道
を
得
、
つ
い
に
釈
尊
の
弟
子
と
な
り
、
つ
い
で
仏
前
に
お
い
て
羅
漢
道

を
得
と
説
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
無
常
経
に
出
づ
」
と
す
る
。

義
浄
出
世
よ
り
二
百
二
十
余
年
も
以
前
の
編
集
で
あ
る
『
経
律
異
相
』
に

「
無
常
経
」
の
名
を
見
る
こ
と
は
、
当
然
、
義
浄
訳
の
無
常
経
と
は
各
別

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
・
へ
リ
オ
本
（
二
○
九

一
）
に
「
無
常
経
疏
白
崖
寺
僧
正
演
述
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
残
關
な
が

ら
、
義
浄
訳
無
常
経
の
注
疏
で
あ
る
。

（
昭
和
六
○
年
四
月
二
○
日
平
楽
寺
書
店
Ａ
５
判
三
七
一
頁
八
、
五
○
○
円
）
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