
た
だ
今
長
崎
先
生
よ
り
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
な
か
に
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
仏
教
文
化
の
調
査
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
日
え
ら
ば
せ

て
い
た
だ
い
た
「
毘
盧
遮
那
仏
の
説
法
」
の
題
も
そ
れ
と
関
係
し
て
お
り
ま
す
。
実
は
昨
年
（
一
九
八
三
）
、
私
ど
も
は
イ
ン
ド
の
ヒ
マ
チ

ャ
ル
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
ス
ピ
テ
ィ
地
区
へ
参
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
の
タ
ポ
寺
と
い
う
十
一
世
紀
の
リ
ン
チ
ェ
ン
サ
ン
ポ
が
創
建
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
寺
を
訪
れ
ま
し
た
際
、
本
堂
の
大
日
堂
内
に
金
剛
界
立
体
尊
マ
ン
ダ
ラ
の
主
尊
に
珍
し
い
四
面
四
体
の
毘
盧
遮
那
像
が
ま
つ

ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
立
体
尊
と
い
う
の
は
塑
造
の
坐
像
で
あ
り
ま
す
が
、
毘
盧
遮
那
を
除
く
三
十
二
体
が
堂
内
の
目
の
上
の
壁
に
主
尊

の
毘
盧
遮
那
を
と
り
囲
む
よ
う
に
取
り
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
各
尊
で
描
成
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
疑
い
も
な
く
金
剛
界
成
身

会
の
三
十
七
尊
か
ら
な
る
標
準
的
な
金
剛
界
曼
茶
羅
で
す
。
（
正
確
に
い
え
ば
右
の
三
十
三
尊
は
五
仏
、
四
波
羅
蜜
菩
薩
、
十
六
大
菩
薩
、

内
供
養
菩
薩
、
外
供
養
菩
薩
、
四
摂
菩
薩
の
う
ち
か
ら
四
波
羅
蜜
菩
薩
を
除
く
。
）
三
十
三
尊
で
は
四
波
羅
蜜
菩
薩
を
欠
く
わ
け
で
す
が
、

あ
と
で
こ
れ
ら
四
尊
は
金
剛
杵
、
宝
、
蓮
華
、
謁
磨
杵
の
三
昧
耶
形
で
各
尊
の
う
し
ろ
の
壁
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た

（
塚
本
隊
員
の
報
告
）
。
四
波
羅
蜜
は
『
初
会
金
剛
頂
経
』
に
も
い
ま
だ
三
形
（
印
）
で
し
か
表
現
さ
れ
ず
、
人
格
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
（
堀

毘
盧
遮
那
仏
の
説
法

氏
家
覚

勝
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内
寛
仁
「
初
会
金
剛
頂
経
の
研
究
』
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
三
十
三
尊
・
プ
ラ
ス
三
形
の
四
波
羅
蜜
の
構
成
は
、
き
わ
め
て
伝
統
的
な
礒

伽
部
密
教
の
金
剛
界
曼
茶
羅
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
そ
れ
で
は
、
主
尊
の
毘
盧
遮
那
仏
が
転
法
輪
印
（
説
法
印
）
を
む
す
ん
で
い
る
こ
と
の
説
明
を
ど
う
つ
け
る
か
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
礒
伽
部
密
教
の
毘
盧
遮
那
は
日
本
で
も
そ
う
で
す
が
、
智
拳
印
（
ず
○
Ｑ
ご
攪
国
‐
目
且
国
）
を
と
っ
て
い
ま
す
。
有
名
な
ラ
ダ
ッ
ク

の
ア
ル
チ
寺
の
金
剛
界
曼
茶
羅
の
毘
盧
遮
那
尊
が
こ
の
智
拳
印
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
伝
わ
っ
た
金
剛
界
曼
茶
瀧
と
の
同
質
性
が

に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
ラ
ダ
ッ
ク
や
ネ
。
ハ
ー
ル
な
ど
の
チ
。
ヘ
ッ
ト
寺
院
に
は
、
金
剛
界
五
仏
の
中
尊
毘
盧
遮

那
は
転
法
輪
印
を
と
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
の
ち
の
無
上
琉
伽
部
の
密
教
の
毘
盧
遮
那
で
あ
り
、
そ
の
印
相
は
９
号
苗
唱
目
の
覚
勝

印
（
智
拳
印
）
で
は
な
く
、
ｇ
邑
忌
侭
剖
の
覚
支
印
（
転
法
輪
印
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
タ
ポ
寺

の
毘
盧
遮
那
も
無
上
礒
伽
部
の
密
教
の
毘
盧
遮
那
と
な
り
、
三
十
三
尊
で
構
成
す
る
金
剛
界
曼
茶
羅
も
琉
伽
部
密
教
の
正
規
の
曼
茶
羅
と

こ
れ
に
つ
い
て
帰
国
し
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
覚
支
印
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
ア
ド
ヴ
ァ
ャ
ヴ
ァ
ジ
ラ
の
『
・
〈
ソ
チ

ャ
ー
カ
ー
ラ
』
な
ど
の
９
。
ご
目
唱
は
、
写
本
で
は
す
べ
て
ず
８
ぽ
目
侭
国
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
チ
ゞ
ヘ
ッ

ト
訳
は
す
べ
て
耳
目
８
号
白
目
侭
（
ず
。
Ｑ
ご
凹
唱
副
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
９
号
制
己
唱
の
覚
支
印
は
梵
文
校
訂
者
の

写
誤
に
よ
る
実
在
し
な
い
印
で
あ
り
、
そ
こ
で
こ
れ
を
も
と
に
し
た
、
転
法
輪
印
の
毘
盧
遮
那
が
無
上
琉
伽
部
の
毘
盧
遮
那
で
あ
る
と
い

う
見
解
は
訂
正
さ
れ
る
↑
へ
き
と
考
え
ま
す
。

私
見
で
は
、
毘
盧
遮
那
の
転
法
輪
の
典
拠
は
『
悪
趣
清
浄
軌
』
の
中
尊
釈
迦
牟
尼
の
転
法
輪
印
（
号
胃
目
騨
８
胃
騨
‐
目
且
鼠
）
に
あ
る
と
考

え
ま
す
（
こ
の
儀
軌
は
「
初
会
金
剛
頂
経
』
の
釈
タ
ン
ト
ラ
で
あ
り
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
曼
茶
羅
も
金
剛
界
曼
茶
羅
と
は
密
接
な
関
係
が

あ
る
。
詳
細
は
第
四
回
高
野
山
大
学
チ
ー
ヘ
ッ
ト
仏
教
文
化
調
査
団
報
告
書
の
拙
稿
参
照
）
。
じ
じ
っ
「
悪
趣
清
浄
軌
』
の
釈
迦
牟
尼
（
転

法
輪
印
）
を
毘
盧
遮
那
と
同
一
視
す
る
考
え
は
、
「
ニ
シ
ュ
。
ハ
ン
ナ
ョ
ー
ガ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
』
に
も
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
て
、
学
者
も
そ

は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ｃ
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こ
の
よ
う
に
、
転
法
輪
印
の
毘
盧
遮
那
が
歴
史
的
に
古
く
、
顕
教
仏
と
し
て
の
盧
舎
那
仏
の
時
か
ら
む
す
ば
れ
て
い
た
印
相
で
あ
り
、

そ
れ
が
瑞
伽
部
密
教
の
智
拳
印
の
毘
盧
遮
那
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
と
後
者
と
で
は
利
他
の
慈
悲
（
説
法
）
と
自
利
の
正
覚
の

智
慧
の
差
異
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
両
者
に
、
顕
教
の
盧
舎
那
仏
と
密
教
の
毘
盧
遮
那
仏
と
の
性
格
が
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
よ

れ
に
同
調
し
て
い
ま
す
（
Ｂ
・
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ァ
氏
な
ど
）
。

毘
盧
遮
那
の
印
相
に
少
し
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
毘
盧
遮
那
が
転
法
輪
印
を
と
る
、
つ
ま
り
釈
迦
牟
尼
と
同
一
視
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
華
厳
経
』
や
「
金
剛
頂
経
」
な
ど
の
経
軌
に
照
ら
し
て
も
自
明
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
じ
っ
さ
い
の
作
例
で
も
、

毘
盧
遮
那
（
盧
舎
那
）
仏
は
昔
か
ら
転
法
輪
印
か
ま
た
は
そ
の
変
型
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ワ
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
毘
盧
遮
那

像
や
、
わ
が
国
で
は
東
大
寺
、
唐
招
提
寺
の
盧
舎
那
像
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
す
。
む
し
ろ
聡
伽
部
系
密
教
の
智
拳
印
の
毘
盧
遮
那
像
こ

そ
特
殊
な
尊
容
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。
経
典
（
『
真
実
摂
経
』
）
に
は
、
こ
の
印
は
「
仏
陀
の
さ
と
り
を
与
え
る
印
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
仏
陀
そ
の
人
で
い
え
ば
、
菩
提
樹
下
で
い
ま
ま
さ
に
さ
と
り
を
開
か
れ
た
そ
の
境
地
を
示
す
印
と
い
え
ま
す
。
ふ
つ
う
仏

陀
の
印
と
い
え
ば
転
法
輪
印
と
か
、
降
魔
成
道
の
触
地
印
と
か
、
利
他
の
施
願
印
と
か
、
無
畏
を
与
え
る
施
無
畏
印
が
一
般
的
で
す
が
、

じ
っ
は
こ
れ
ら
の
印
は
金
剛
界
五
仏
の
う
ち
の
毘
盧
遮
那
を
除
く
他
の
四
仏
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
、
阿
閖
、
宝
生
、
不
空
成
就
の
印
相
で

す
（
阿
弥
陀
仏
は
禅
定
印
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
説
明
で
は
法
輪
印
に
よ
っ
て
法
輪
を
転
ず
と
い
う
）
。
こ
の
こ
と
は
、
『
金
剛
頂
経
」
の

毘
盧
遮
那
仏
も
歴
史
上
の
釈
尊
を
指
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
五
仏
の
毘
盧
遮
那
は
智
拳
印
に
よ

っ
て
正
覚
の
始
覚
仏
を
指
し
、
阿
閖
の
触
地
印
は
仏
陀
の
降
魔
成
道
を
、
阿
弥
陀
の
定
印
（
Ｉ
転
法
輪
印
）
は
仏
陀
の
説
法
を
指
し
て
い

ま
す
（
他
の
二
仏
も
同
様
に
仏
陀
の
施
願
お
よ
び
施
無
畏
を
指
す
）
。
し
た
が
っ
て
、
転
法
輪
印
の
毘
盧
遮
那
も
智
拳
印
の
毘
盧
遮
那
も

同
じ
釈
尊
の
異
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
智
拳
印
の
毘
盧
遮
那
だ
け
を
み
る
と
特
異
な
よ
う
で
す
が
、
毘
盧
遮

那
と
他
の
四
仏
は
一
心
同
体
で
、
各
一
で
も
、
全
体
で
も
釈
尊
そ
の
人
を
指
し
て
い
る
か
ら
、
何
も
特
別
視
す
る
必
要
は
な
い
と
い
え
ま

－
）
よ
』
つ
○
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う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
盧
舎
那
仏
の
説
法
が
報
身
仏
の
説
法
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
密
教
の
毘
盧
遮
那
仏
は
自
受
用
法
楽
の
自
性
身
（
法
身
）
説
法

と
考
え
ら
れ
る
点
で
す
。
も
と
よ
り
法
身
説
法
は
『
大
日
経
』
（
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
』
）
と
か
『
金
剛
頂
経
』
（
『
真
実
摂
経
』
）

な
ど
の
密
教
経
典
に
は
明
確
に
説
か
れ
て
い
ず
、
の
ち
に
弘
法
大
師
空
海
が
こ
の
理
論
を
諸
種
の
経
論
を
典
拠
に
し
て
打
ち
出
し
た
も
の

で
す
。
後
述
す
る
と
お
り
、
こ
の
理
論
の
背
景
に
は
密
教
独
自
の
成
仏
観
（
即
身
成
仏
思
想
）
が
大
き
な
役
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た

こ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
受
法
楽
の
さ
と
り
の
智
慧
が
た
だ
ち
に
利
他
教
化
の
慈
悲
の
説
法
に
転
換
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
し
た
が
っ
て
古
い
毘
盧
遮
那
仏
の
転
法
輪
印
は
盧
舎
那
仏
（
あ
る
い
は
釈
迦
牟
尼
）
の
説
法
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
後
代
の
発
展
し
た
密
教
の
毘
盧
遮
那
仏
の
自
受
法
楽
の
説
法
（
Ⅱ
さ
と
り
を
楽
し
む
智
慧
）
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
同
じ
転

法
輪
印
が
成
仏
観
の
相
違
に
も
と
づ
い
て
二
様
の
解
釈
が
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
最
初
に
言
及
し
た
タ
ボ
寺
の
毘
盧
遮
那
像
の
転
法
輪
印

は
、
こ
れ
を
顕
教
仏
釈
迦
牟
尼
の
説
法
印
の
名
残
と
も
考
え
ら
れ
る
し
（
こ
こ
に
古
い
要
素
を
み
る
）
、
金
剛
界
曼
茶
羅
の
主
尊
と
し
て

の
毘
盧
遮
那
で
あ
れ
ば
さ
と
り
の
智
拳
印
と
等
同
の
、
自
受
法
楽
の
説
法
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
密
教
の
法
身
説
法
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
主
と
し
て
空
海
の
説
に
も
と
づ
い
て
話
を
進
め
ま
す
。
（
い

ま
は
ふ
れ
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド
密
教
に
も
同
様
の
思
想
が
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
越
智
淳
仁
「
法
身
説
法
に
つ
い
て
」
『
密

教
学
研
究
』
一
七
参
照
）
。
空
海
は
『
二
教
諭
』
（
『
弁
顕
密
二
教
諭
』
）
そ
の
他
で
、
「
法
仏
の
談
話
」
を
密
教
と
い
い
、
「
広
化
の
開
説
」

を
顕
教
と
い
う
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
注
意
す
等
へ
き
こ
と
は
、
空
海
に
よ
れ
ば
、
一
般
の
顕
教
の
経
典
に
も
「
法
身
説
法
」
は
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
顕
教
の
祖
師
方
は
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
解
釈
し
て
、
こ
れ
を
法
身
説
法
と
は
受
け
と
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
と
し
て
、
『
入
枅
伽
経
』
や
「
大
智
度
論
』
の
説
な
ど
を
例
証
に
し
て
自
説
を
の
ゞ
へ
て
い
ま
す
。
そ
の
詳
細
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た

｜
’

92



い
と
思
い
ま
す
が
（
「
法
身
と
色
身
」
『
密
教
学
研
究
』
一
六
参
照
）
、
空
海
が
法
身
説
法
の
根
拠
と
す
る
経
文
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
ま
ま

で
は
法
身
説
法
を
説
い
て
い
る
と
は
見
難
い
も
の
で
す
。

ヨ

ー
ｒ
〈

た
と
え
ば
『
入
傍
伽
経
』
を
例
に
あ
げ
る
と
、
『
二
教
諭
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
経
文
は
菩
提
流
支
訳
巻
二
の
「
大
言
、
法
仏
説
法
者
、

レ
タ
ル
カ
ノ
ヲ
】
一
ノ
ナ
ル
カ
ニ
ヨ
ヲ
ク
ト
ヨ
ノ
ノ
〈
タ
ニ
ヨ

離
二
心
相
応
体
一
故
、
内
証
聖
行
境
界
故
、
大
慧
、
是
名
二
法
仏
説
法
之
相
弐
大
慧
、
応
化
仏
所
作
、
応
仏
説
（
中
略
）
、
復
次
大
慧
、

ノ
ト
ハ
レ
ヲ
レ
タ
ル
カ
ヲ
二
レ
タ
ル
カ
ノ
ノ
ヲ
二
ヨ
サ
ル
カ
ノ
ノ
｜
’
｜
一

法
仏
説
法
者
、
離
二
筆
縁
一
離
二
能
観
所
観
一
故
、
離
二
所
作
相
量
相
一
故
、
大
慧
、
非
二
諸
（
凡
夫
）
声
聞
縁
覚
外
道
境
界
一
故
」
で
す
が
、

こ
の
う
ち
の
「
法
仏
説
法
」
は
原
文
で
は
法
性
仏
（
号
胃
ョ
蝕
国
‐
盲
目
盲
）
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
法
性
仏
に
は
化
仏
の
教
説
（
ロ
島
自
画
昌
冨
‐

冒
目
園
且
の
曾
呂
）
の
ご
と
き
教
説
は
存
在
し
な
い
、
法
性
仏
は
言
葉
も
心
も
た
え
は
て
た
仏
陀
の
聖
な
る
自
内
証
の
境
界
で
あ
る
と
い
っ

て
い
ま
す
。
菩
提
流
支
は
原
文
に
は
な
い
「
法
仏
説
法
」
と
い
う
訳
語
を
使
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
法
（
性
）
仏
は
説
法
し
な
い
」
と
い
う
文

脈
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
の
に
、
空
海
は
否
定
的
な
「
法
仏
説
法
」
を
あ
え
て
肯
定
的
に
よ
ん
だ
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
は

秘
密
釈
と
で
も
い
う
べ
き
独
自
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

同
じ
こ
と
は
、
『
大
智
度
論
』
の
教
証
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
。
『
智
度
論
』
巻
九
に
出
る
法
性
身
と
父
母
生
身
で
す
が
、
こ

の
法
性
身
は
十
方
虚
空
に
満
ち
て
無
量
無
辺
の
色
像
端
正
に
し
て
、
相
好
荘
厳
せ
り
と
か
、
無
量
の
光
明
、
無
量
の
音
声
あ
り
、
聴
法
の

衆
も
ま
た
虚
空
に
満
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
常
に
種
々
の
身
、
種
々
の
名
号
を
出
し
、
種
々
の
生
処
に
種
々
の
方
便
を
も
っ
て
衆

生
を
度
す
、
常
に
一
切
を
度
し
て
須
夷
も
息
む
と
き
が
な
い
、
か
く
の
ご
と
き
は
法
性
身
の
仏
な
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
こ
れ
に
た

い
し
て
よ
く
十
方
の
衆
生
を
度
し
、
も
ろ
も
ろ
の
罪
報
を
受
く
る
者
は
、
こ
れ
生
身
の
仏
な
り
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
）

法
性
身
は
字
義
上
は
真
如
法
性
の
理
仏
（
法
身
）
と
み
る
蕊
へ
き
で
し
ょ
う
が
、
相
好
を
そ
な
え
、
名
号
を
有
し
、
常
に
一
切
の
衆
生
を

度
す
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
利
他
の
応
身
仏
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
し
た
が
っ
て
右
の
経
文
の
「
法
性
身
の
説

法
」
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
法
身
説
法
と
い
い
難
く
、
む
し
ろ
報
仏
な
い
し
他
受
用
仏
の
説
法
で
あ
る
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
含
意
し
た
説

で
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
は
、
さ
き
の
『
智
度
論
』
巻
九
に
っ
、
つ
い
て
出
る
「
ま
た
法
身
仏
は
常
に
光
明
を
放
ち
、
常
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に
説
法
し
た
も
う
、
云
々
」
の
文
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
（
空
海
は
こ
の
文
も
引
用
す
る
）
。
法
身
が
光
明
を
放
ち
説
法
す
る
ば

あ
い
に
、
光
明
が
眼
に
み
え
る
光
彩
を
放
ち
説
法
の
音
声
を
ひ
び
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
応
化
仏
の
対
機
説
法
に
ま
つ
よ
り
ほ
か

な
く
、
そ
の
こ
と
は
「
華
厳
経
』
と
か
『
拐
伽
経
』
な
ど
に
明
言
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
と
く
に
『
華
厳
経
』
に
は
、
光
明
が
「
光

明
の
門
よ
り
妙
音
を
出
す
」
法
音
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
ま
す
が
（
「
盧
舎
那
仏
品
第
二
」
）
、
そ
の
光
明
と
法
音
は
、
教
主
の
毘
盧
遮

那
が
無
相
の
法
身
に
と
ど
ま
ら
ず
に
一
切
国
士
に
応
現
し
、
群
機
に
対
応
す
る
こ
と
（
色
身
説
法
）
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

『
華
厳
経
』
と
『
大
日
経
』
『
金
剛
頂
経
』
の
諸
経
と
が
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
、
教
主
毘
盧
遮
那
の
名
前
一
つ
を
と
り
あ
げ
て

も
容
易
に
推
定
さ
れ
ま
す
。
同
時
に
ま
た
、
中
国
で
形
成
発
展
し
た
華
厳
宗
の
教
学
に
も
、
中
国
・
日
本
の
密
教
は
大
き
な
影
響
を
受
け

て
い
る
。
い
ま
そ
の
点
を
空
海
の
法
身
説
法
の
理
論
の
背
景
に
あ
る
仏
身
観
に
つ
い
て
考
え
た
い
の
で
す
が
、
『
二
教
諭
』
に
引
用
さ
れ

て
い
る
『
大
日
経
』
の
自
性
身
説
法
の
教
証
は
、
こ
う
あ
り
ま
す
。

一
時
薄
伽
梵
、
如
来
が
加
持
し
た
ま
え
る
広
大
金
剛
法
界
宮
に
住
し
た
ま
う
。
一
切
の
持
金
剛
者
、
み
な
悉
く
集
会
せ
り
。
そ
の
金

剛
を
名
づ
け
て
、
虚
空
無
垢
執
金
剛
、
な
い
し
金
剛
手
秘
密
主
と
い
う
。
是
の
如
き
を
上
首
と
し
て
、
十
仏
刹
微
塵
数
等
の
持
金
剛

衆
と
倶
な
り
き
。
お
よ
び
普
賢
菩
薩
、
妙
吉
祥
菩
薩
、
な
い
し
諸
大
菩
薩
に
前
後
に
囲
驍
せ
ら
れ
て
、
法
を
演
説
し
た
も
う
。
い
わ

ゆ
る
三
時
を
越
え
た
る
如
来
の
日
、
加
持
の
ゆ
え
に
身
語
意
平
等
句
の
法
門
な
り
。

右
の
文
で
は
、
自
性
身
の
教
主
つ
ま
り
如
来
法
身
の
説
法
が
如
来
の
自
春
属
で
あ
る
持
金
剛
者
た
ち
に
な
さ
れ
る
か
ら
、
唯
仏
与
仏
の

相
問
、
す
な
わ
ち
法
身
説
法
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
種
々
の
意
見
が
あ
り
、
証
真
の
『
天
台
真
言
同
異
章
』
で
は
、
こ
の
自

春
属
に
た
い
す
る
説
法
は
、
能
所
や
所
作
な
ど
が
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
た
と
え
ば
先
の
『
枅
伽
経
』
の
い
う
、
心
を
離
れ
、

能
所
観
を
離
れ
、
所
作
を
離
れ
た
法
仏
説
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
（
取
意
）
。
他
に
は
安
然
（
八
四
一
Ｉ
？
）
が
『
真

言
宗
教
時
義
』
の
な
か
で
、
『
大
日
経
』
の
胎
蔵
世
界
と
華
厳
宗
の
蓮
華
蔵
世
界
と
は
同
じ
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

‐
こ
れ
に
た
い
し
て
東
寺
の
杲
宝
（
一
三
○
六
’
六
二
）
は
、
『
梧
伽
経
」
や
『
智
度
論
』
を
引
証
し
た
空
海
の
真
意
は
、
言
説
説
法
の
事
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を
成
ぜ
ん
が
た
め
で
あ
る
と
反
論
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
先
述
の
『
携
伽
経
』
巻
二
の
三
身
説
法
の
引
文
は
、
法
身
仏
が
機
に
た
い

し
て
説
法
し
、
色
の
経
巻
に
載
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
か
れ
は
、
自
宗
の
意
は
不
二
を
も
っ
て
宗
と
す
る
か
ら
、
そ
こ
に
建
立
す
る
能

化
所
化
の
儀
式
は
す
べ
て
能
所
を
絶
す
る
上
で
の
密
号
の
能
所
で
あ
る
、
不
二
に
即
し
た
二
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
能
所
を
絶
す
る
と
い

っ
て
も
か
え
っ
て
能
所
の
相
あ
り
、
ま
た
二
即
不
二
で
あ
る
か
ら
、
能
所
の
相
あ
り
と
い
っ
て
も
二
相
あ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に

功
徳
甚
深
微
細
に
し
て
、
分
別
の
情
量
の
お
よ
ば
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
ど
う
し
て
両
部
大
経
の
能
化
所
化
相

待
の
説
法
を
法
身
所
説
で
な
い
と
い
え
よ
う
か
と
の
べ
て
、
証
真
の
説
を
し
り
ぞ
け
る
わ
け
で
す
（
『
真
言
宗
全
書
』
二
○
）
。

呆
宝
の
不
二
説
、
つ
ま
り
能
所
を
絶
し
た
上
で
の
密
号
の
能
所
相
対
の
説
法
が
法
身
説
法
で
あ
る
と
の
解
釈
は
、
理
に
か
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
私
は
一
つ
の
理
解
と
し
て
、
「
法
身
説
法
」
の
理
論
の
背
景
に
華
厳
の
毘
盧
遮
那
十
身
仏
（
行
境
の
十
仏
）
が
考
え
ら
れ

て
い
る
と
推
定
し
た
い
。
華
厳
の
別
教
一
乗
の
教
主
は
、
衆
生
世
間
・
国
土
世
間
・
智
正
覚
世
間
の
三
世
間
に
融
じ
、
依
正
染
浄
相
融
相

即
し
て
、
森
羅
万
象
み
な
こ
と
ご
と
く
仏
身
な
ら
ざ
る
は
な
し
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
『
華
厳
五
教
章
』
）
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
十
身
の
毘

盧
遮
那
は
、
法
身
に
あ
ら
ず
、
報
化
に
も
あ
ら
ず
と
さ
れ
ま
す
が
、
三
世
間
十
種
法
身
に
融
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
人
格
身

の
化
身
と
み
る
と
も
三
乗
で
区
別
さ
れ
る
三
身
説
の
化
身
と
は
同
一
で
な
い
、
と
い
わ
れ
ま
す
（
凝
然
『
五
教
章
通
路
記
』
巻
二
）
。

こ
れ
に
た
い
す
る
空
海
自
身
の
考
え
で
す
が
、
十
住
心
の
教
判
で
は
華
厳
の
住
心
を
第
九
住
心
と
し
、
そ
こ
で
は
、
「
華
厳
所
説
の
三
種

世
間
の
仏
は
こ
れ
な
す
わ
ち
種
因
海
の
仏
な
り
、
故
に
性
徳
海
の
仏
を
摂
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も

と
よ
り
『
五
教
章
』
の
、
解
境
の
十
仏
の
自
境
界
で
あ
る
性
海
果
分
を
不
可
説
と
し
、
普
賢
の
境
界
で
あ
る
縁
起
因
分
を
可
説
と
す
る
立

場
を
、
果
分
可
説
の
密
教
の
第
十
住
心
よ
り
低
く
み
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
二
教
諭
』
で
は
、
三
種
世
間
を
摂
す
る
毘
盧

遮
那
仏
を
、
『
釈
摩
訶
術
論
』
巻
一
○
の
「
盧
遮
那
仏
は
三
世
間
を
摂
す
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
摂
と
不
摂
と
の
故
に
、
こ
の
故
に
過
な

し
」
に
も
と
づ
い
て
、
円
円
海
徳
の
諸
仏
す
な
わ
ち
自
性
法
身
な
り
と
し
、
こ
れ
を
秘
密
蔵
と
名
づ
け
、
ま
た
金
剛
頂
大
教
王
と
名
づ
く
、

等
覚
十
地
等
も
見
聞
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
故
に
秘
密
の
号
を
得
、
な
ど
と
い
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
同
じ
『
二
教
論
』
の
中
の
さ
き
の
大
日
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経
文
の
直
別
に
、
不
空
訳
の
『
金
剛
頂
琉
祇
経
』
（
『
金
剛
峯
楼
閣
一
切
琉
伽
琉
祇
経
』
）
の
つ
ぎ
の
文
を
法
身
説
法
の
教
証
と
し
て
引
用

し
ま
す
。一

一一
時
薄
伽
梵
金
剛
界
遍
照
如
来
、
五
智
所
成
の
四
種
法
身
を
も
っ
て
、
（
中
略
）
金
剛
乗
を
演
べ
た
ま
う
。
唯
一
の
金
剛
よ
く
煩
悩

を
断
ず
。
こ
の
甚
深
秘
密
心
地
、
普
賢
自
性
、
常
住
法
身
を
も
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
を
摂
す
。
た
だ
こ
の
仏
刹
は
こ
と
ご
と
く
金

剛
自
性
清
浄
を
も
っ
て
成
ず
る
所
の
密
厳
華
厳
な
り
。
も
ろ
も
ろ
の
大
悲
行
願
円
滞
す
る
を
も
っ
て
有
情
の
福
智
の
資
糧
の
成
就
す

る
と
こ
ろ
な
り
。
五
智
の
光
照
常
に
三
世
に
住
し
て
暫
く
も
息
む
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
平
等
の
智
身
な
り
。

こ
こ
で
は
世
尊
遍
照
如
来
が
五
智
所
成
の
四
種
法
身
を
も
っ
て
金
剛
乗
を
演
尋
へ
る
、
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
身
大
日
如
来
が
自
性
、
受

用
、
変
化
、
等
流
の
四
種
身
全
体
を
摂
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
法
身
説
法
と
は
、
常
住
法
身
の
自
内
証
が

化
他
の
妙
用
を
お
こ
し
て
一
切
仏
刹
に
説
法
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
如
来
の
大
悲
行
願
が
円
満
し
、
か
つ
は
有
情
の
福
智
資
糧

が
成
就
し
た
仏
凡
一
体
の
世
界
が
密
厳
華
厳
（
の
浄
土
）
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
密
厳
浄
土
を
鼬
一
一
世
間
の
蓮
華
蔵
世

界
と
同
じ
と
み
た
の
は
安
然
で
す
が
、
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
右
の
『
琉
祗
経
』
の
引
文
の
最
後
の
割
注
で
、
空
海
自
身
、
如
来
の
三
密

三
身
が
一
切
に
お
よ
ん
で
休
む
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
「
五
大
所
成
の
三
密
の
智
印
は
そ
の
数
無
量
で
あ
り
、
身
お
よ
び

心
聟
二
極
世
間
に
遍
満
遍
満
し
、
仏
事
を
勤
作
し
て
刹
那
も
休
ま
な
い
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
か
ぎ
り
、
「
三
種
世

間
円
融
盧
舎
那
仏
」
と
密
教
の
法
身
毘
盧
遮
那
如
来
と
は
、
非
常
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

法
身
説
法
の
背
景
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
み
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
問
題
は
果
海
の
説
不
を
め
ぐ
っ
て
、
顕
教
の
一
般
経
論
で
は
説
き
え

な
い
と
す
る
果
海
を
、
密
教
で
は
説
き
え
る
と
す
る
点
に
あ
り
ま
す
。
空
海
は
、
「
応
化
の
開
説
を
名
づ
け
て
顕
教
と
い
う
。
こ
と
ば
顕

略
に
し
て
機
に
逗
え
り
。
法
仏
の
談
話
こ
れ
を
密
蔵
と
い
う
。
こ
と
ば
秘
奥
に
し
て
実
説
な
り
」
（
『
二
教
諭
』
）
と
い
っ
て
い
ま
す
。
し

三
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け
つ
き
よ
く
私
は
、
法
身
説
法
で
は
、
大
乗
一
般
で
い
う
、
法
身
の
境
が
無
境
無
説
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
『
二
教
諭
』
に
『
膀
伽
経
』
や
『
智
度
論
』
の
教
証
を
採
用
し
た
意
図
は
、
空
海
の
密
教
眼
に
よ
れ
ば
、
顕
教
経
典
の
「
応
化

の
開
説
」
は
「
法
身
説
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
の
証
明
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
応
化
の
開
説
も
法
爾
真
実
の
色
声
で
あ

り
、
真
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
立
場
に
立
た
な
い
か
ぎ
り
、
真
実
の
色
声
も
分
別
虚
妄
の
形
声
に
変
じ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

法
身
の
境
は
無
境
無
説
、
と
否
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
真
言
の
二
而
不
二
の
立
場
は
、
「
こ
の
阿
字
等
は
す
な
わ
ち

法
身
如
来
の
二
の
名
字
密
号
な
り
。
な
い
し
天
龍
鬼
等
も
ま
た
こ
の
名
を
具
せ
り
。
名
の
根
本
は
法
身
を
根
源
と
な
す
。
彼
よ
り
流
出

し
て
梢
く
転
じ
て
世
流
布
の
言
と
な
る
の
み
。
も
し
実
義
を
知
る
を
ぱ
す
な
わ
ち
真
言
（
Ⅱ
不
空
）
と
名
づ
け
、
根
源
を
知
ら
ざ
る
を
ぱ

妄
語
（
Ⅱ
空
）
と
名
づ
く
」
（
『
声
字
実
相
義
』
）
と
い
わ
れ
る
文
に
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

法
身
説
法
を
論
じ
て
法
爾
の
真
言
に
い
き
つ
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
背
景
に
は
『
華
厳
経
』
や
華
厳
教
学
の
仏
陀
観

の
展
開
を
考
慮
す
尋
へ
き
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
面
に
は
多
く
の
先
人
の
業
績
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
部
を
参
照
し
ま
す
と
、
法
蔵
の

『
五
教
章
」
で
は
、
十
仏
の
自
境
界
で
あ
る
毘
盧
遮
那
の
性
海
果
分
は
不
可
説
義
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
縁
起
因
分
の
普
賢
の
境
界

は
可
説
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
し
か
も
因
分
と
果
分
と
は
、
波
と
水
の
ご
と
く
無
二
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
果
分
は
不

う
）
を
帯
び
る
わ
け
で
す
。

か
し
上
述
の
と
お
り
、
唯
仏
与
仏
の
法
仏
の
談
話
は
密
号
の
能
所
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
『
琉
祇
経
』
に
あ
る
よ
う
に
、
法
身

毘
盧
遮
那
仏
は
じ
っ
は
四
種
法
身
の
全
体
を
摂
し
た
仏
身
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
私
は
、
「
応
化
の
開
説
を
顕
教
と
い
う
」
の
裏
に
あ
る

意
味
は
、
応
化
の
開
説
で
は
仏
の
自
内
証
を
示
し
え
な
い
と
す
る
顕
教
的
立
場
を
突
破
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
秘
密
根
に
約
し
た
真
実
相
説

法
が
内
示
さ
れ
て
い
る
と
み
ま
す
。
密
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
曼
茶
羅
海
会
の
諸
尊
、
ひ
い
て
は
森
羅
万
象
の
こ
と
ご
と
く
が
大
日
如

来
の
法
爾
の
色
声
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
法
身
大
日
の
仏
徳
は
、
「
念
ず
れ
ば
四
種
法
身
、
開
け
ば
五
種
法
身
、
な
い
し
三
七
尊
」

と
な
っ
て
、
お
の
お
の
に
種
三
尊
（
種
子
Ⅱ
法
、
三
昧
耶
、
形
像
Ⅱ
大
の
曼
茶
羅
、
こ
れ
に
鶏
磨
曼
茶
羅
を
合
せ
て
四
種
曼
茶
羅
と
い
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可
説
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
波
水
（
因
分
と
果
分
）
の
ご
と
く
無
二
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
不
可
説
で
あ
る
果
分
の
様
相
を
見
せ
し

め
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
（
玉
城
康
四
郎
「
華
厳
経
に
お
け
る
仏
陀
観
」
講
座
大
乗
仏
教
三
所
収
参
照
）
。
さ
ら
に
同
書
で
は

他
に
も
一
乗
別
教
の
仏
の
果
海
が
「
不
可
説
不
可
説
」
と
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
境
地
は
「
無
尽
性
海
、
随
縁
所
成
」
と
い
わ
れ
、
ま

た
「
円
明
無
尽
果
海
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
不
可
説
な
る
無
意
識
域
の
な
か
に
お
の
ず
か
ら
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

意
識
域
へ
の
傾
き
の
形
相
が
ぼ
の
見
え
て
い
る
、
と
い
わ
れ
ま
す
（
同
上
玉
城
説
）
。

こ
の
よ
う
な
法
蔵
に
お
け
る
、
果
海
の
無
意
識
域
が
意
識
域
の
言
語
表
現
と
な
っ
て
発
現
す
る
と
い
う
思
想
は
、
因
分
と
果
分
と
を
つ

な
ぐ
一
即
一
切
・
一
切
即
一
の
法
界
縁
起
説
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
く
法
蔵
の
、
『
華
厳
経
探

玄
記
』
の
仏
陀
観
に
つ
い
て
み
る
と
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
す
な
わ
ち
「
探
玄
記
』
で
は
、
『
五
教
章
』
に
お
い
て
「
円
融
自
在
、

一
即
一
切
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
因
陀
羅
網
境
界
（
重
重
無
尽
の
縁
起
）
と
し
て
は
不
可
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
十
仏
の
自
境
界
が
、

「
一
切
因
陀
羅
網
の
無
辺
の
世
界
に
一
遍
じ
て
念
念
の
中
に
み
な
、
初
初
に
成
仏
し
て
主
伴
を
具
足
し
、
三
世
問
を
尽
く
す
」
云
々
と
無
尽

縁
起
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
同
上
）
。

さ
ら
に
十
仏
の
自
境
界
が
一
切
因
陀
羅
網
無
辺
世
界
に
遍
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
華
厳
経
の
教
え
が
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
衆
生
の

機
に
応
じ
て
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
、
『
探
玄
記
』
巻
一
の
「
明
二
教
起
所
由
一
」
（
十
門
分
別
の
第
一
）
中
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
法
蔵
は
如
来
の
願
力
や
衆
生
の
機
根
に
先
立
っ
て
如
来
の
転
法
論
が
法
爾
常
恒
に
な
さ
れ
る
と
し
て
、
「
法
爾
」
の
説
法
を
如
来
お

よ
び
教
法
出
現
の
第
一
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ま
す
（
同
上
参
照
）
。

初
法
爾
故
者
、
一
切
諸
仏
法
爾
、
皆
於
二
無
尽
世
界
弍
常
転
二
如
レ
此
無
尽
法
輪
司
如
一
二
大
王
路
、
法
爾
常
規
、
無
し
停
無
し
息
、
尽
二
窮

こ
こ
に
お
い
て
法
蔵
の
一
即
一
切
、
一
切
即
一
の
法
界
縁
起
観
は
毘
盧
遮
那
仏
の
常
転
法
輪
、
つ
ま
り
「
法
爾
の
説
法
」
を
根
拠
に
し

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
ま
す
。
杜
順
ｌ
智
僚
ｌ
法
蔵
と
次
第
し
た
中
国
華
厳
宗
の
教
学
が
、
こ
の
三
人
の
著
作
を
援
用
し
て
自
ら
の
思

未
来
際
毛
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そ
こ
で
、
そ
れ
で
は
『
華
厳
経
』
自
体
に
は
、
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
の
説
法
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が

法
爾
の
真
言
へ
と
発
展
す
る
に
際
し
て
、
説
法
な
い
し
そ
れ
を
聞
く
側
に
ど
の
よ
う
な
質
的
変
遷
が
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
初
め
に
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
（
く
目
ｏ
８
目
八
ぐ
こ
日
。
輝
や
く
）
す
な
わ
ち
光
明
の
性
格
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

先
述
の
と
お
り
、
「
盧
舎
那
仏
品
第
二
」
に
「
光
明
の
門
よ
り
妙
音
を
出
す
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
光
明
と
は
説
法
で
あ
る
と
み
て
よ
く
、

光
明
の
普
遍
性
は
、
そ
の
ま
ま
説
法
の
普
遍
性
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
毘
盧
遮
那
仏
の
智
光
な
い
し
身
光
が
、
歴
史
上
の
釈
尊

の
成
道
お
よ
び
転
法
輪
を
超
歴
史
的
な
法
爾
の
事
蹟
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

毘
盧
遮
那
仏
は
十
方
の
す
べ
て
の
世
界
に
お
い
て
、
正
覚
を
成
じ
、
法
輪
を
転
ず
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
同
時
に
仏
陀
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ

の
加
護
力
ま
た
は
本
願
力
の
し
か
ら
し
む
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
普
賢
菩
薩
の
行
願
な
い
し
説
法
が
諸
国
土
に
生
ず
る
（
「
盧
舎

那
仏
品
第
二
」
）
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
華
厳
経
』
で
は
教
主
の
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
は
直
接
説
法
せ
ず
、
三
昧
に
入
っ
て
光
明
を
放
ち
、

神
変
を
行
ず
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
光
明
に
現
わ
し
出
さ
れ
た
普
賢
菩
薩
な
ど
に
よ
っ
て
法
門
が
じ
っ
さ
い
に
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
ら
の
教
説
に
よ
っ
て
、
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
の
光
明
が
時
空
を
越
え
た
仏
陀
の
慈
悲
・
誓
願
の
普
遍
性
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
を
基
底
と
し
た
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
教
説
や
活
動
の
真
実
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
普
賢
菩
薩
を
初
め
と
す
る
諸
菩
薩
の
説
法

想
体
系
を
確
立
し
た
空
海
に
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
喋
喋
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
上
述
の
法
爾
の
真
言
と
法
蔵
の
右
の
法
爾
の

説
法
と
は
深
い
関
係
が
認
め
ら
れ
ま
す
し
、
同
時
に
空
海
の
六
大
縁
起
説
は
華
厳
の
法
界
縁
起
説
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ

と
は
、
た
と
え
ば
、
『
即
身
成
仏
義
』
に
、
六
大
（
能
生
）
が
よ
く
一
切
の
仏
お
よ
び
一
切
衆
生
器
界
等
の
四
種
法
身
と
三
種
世
間
（
所
生
）

と
を
造
す
、
と
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
六
大
法
界
体
性
所
成
の
身
は
、
無
障
無
砿
に
し
て
互
相
に
渉
入
相
応
し
、
常
住
不
変
に
し
て

同
じ
く
実
際
に
住
す
、
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
点
に
も
窺
わ
れ
ま
す
。

四
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は
、
そ
の
ま
ま
仏
陀
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
の
転
法
輪
の
延
長
で
あ
る
と
の
見
方
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

私
は
、
諸
仏
で
あ
れ
菩
薩
で
あ
れ
、
そ
の
対
機
説
法
は
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
の
光
明
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
聴
聞
す
る

能
力
は
、
仏
陀
の
普
遍
の
願
い
に
呼
応
す
る
総
持
の
陀
羅
尼
（
号
胃
四
日
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
じ
じ
っ
経
典
に

は
光
明
と
陀
羅
尼
の
関
係
を
暗
示
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
光
明
が
前
述
の
と
お
り
説
法
の
法
音
と
切
り
離
せ
な
い
わ

け
で
す
か
ら
、
光
明
に
ふ
れ
た
と
た
ん
に
無
尽
蔵
の
陀
羅
尼
を
え
て
一
切
の
仏
法
を
能
持
す
る
と
か
（
「
賢
首
菩
薩
品
第
八
」
）
、
同
様
に

百
千
の
陀
羅
尼
三
味
を
か
く
と
く
し
て
十
方
無
量
の
諸
仏
を
み
る
と
か
い
わ
れ
ま
す
（
「
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
こ
鈴
木
本
二
六
六
頁
）
。

光
明
と
は
よ
り
本
質
的
に
は
↑
時
限
を
こ
え
た
諸
仏
（
現
在
多
仏
）
の
顕
現
を
象
徴
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
釈
尊
が
般
浬

股
さ
れ
て
幾
世
久
し
い
無
仏
の
世
に
、
待
望
さ
れ
て
出
現
し
た
仏
陀
の
一
人
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
で
も
推
察
さ
れ
ま

す
。
同
じ
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
の
出
現
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
色
に
は
、
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
を
讃
嘆

す
る
菩
薩
の
言
葉
の
な
か
に
、
「
は
げ
し
く
も
恐
し
い
三
悪
道
に
お
い
て
、
幾
千
万
劫
の
苦
し
み
を
経
験
す
る
方
が
ま
だ
よ
い
。
し
か
し

あ
ら
ゆ
る
障
碍
を
な
く
す
師
を
み
な
い
こ
と
は
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
か
、
「
あ
ら
ゆ
る
世
間
で
ど
れ
ほ
ど
種
々
の
不
幸
に
遭
遇
す
る
と
し

て
も
、
そ
こ
で
長
く
住
む
方
が
諸
仏
の
法
音
を
聞
か
ぬ
よ
り
ま
し
だ
」
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
（
同
上
三
二
頁
）
の
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い

光
明
が
十
方
の
諸
仏
（
毘
盧
遮
那
は
そ
れ
ら
諸
仏
を
合
し
た
普
遍
的
・
限
定
的
一
仏
）
の
出
現
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
十
方
の
諸
仏

に
値
見
し
て
説
法
・
授
記
を
さ
ず
か
る
こ
と
が
同
時
に
要
請
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
歴
史
を
こ
え
て
現
在
に
応
現
す
る
仏
陀
を

思
惟
す
る
三
昧
（
闇
冒
目
冨
）
と
か
三
昧
中
に
ま
み
え
た
仏
陀
の
教
え
を
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
陀
羅
尼
の
聴
聞
能
力
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
現
在
仏
が
説
か
れ
は
じ
め
る
最
初
期
の
大
乗
経
典
か
ら
三
昧
や
陀
羅
尼
が
登
場
し
て
、
以
後
大
乗
経
典
で
こ
れ

を
説
か
ぬ
も
の
は
な
い
ほ
ど
多
種
多
様
の
陀
羅
尼
、
三
昧
の
教
説
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
す
。

と
こ
ろ
で
『
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
こ
の
解
脱
長
者
の
箇
所
で
は
、
念
仏
の
般
舟
三
味
（
仏
が
ま
の
あ
た
り
に
お
立
ち
に
な
る
の
を
拝
す
る

ま
す
／
’
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田
村
芳
郎
博
士
に
よ
り
ま
す
と
、
「
本
覚
」
は
如
来
蔵
と
同
じ
内
在
原
理
と
考
え
ら
れ
る
が
、
如
来
蔵
が
本
質
界
そ
の
も
の
の
原
理
と

し
て
設
定
さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
本
質
界
と
現
象
界
の
関
係
づ
け
の
上
に
盛
り
な
お
し
、
表
現
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
覚
と
い
う
語
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
、
と
い
わ
れ
ま
す
（
「
本
覚
法
門
と
心
」
仏
教
学
９
．
，
号
）
。
こ
こ
で
本
覚
と
い
う
語

が
、
本
覚
・
不
覚
・
始
覚
の
三
位
一
体
で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
両
界
の
関
係
づ
け
に
適
し
て
い
る
と
も
指
適
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

と
関
連
す
る
か
ど
う
か
は
に
わ
か
に
決
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
法
蔵
の
『
探
玄
記
』
巻
一
四
に
、
如
来
蔵
と
陀
羅
尼
が
同
置
し
て
説
か
れ
て

三
昧
）
に
相
当
す
る
言
葉
が
、
「
一
切
の
仏
と
法
と
が
ま
の
あ
た
り
に
．
．
…
・
」
と
な
っ
て
い
ま
す
（
同
上
八
三
頁
）
。
こ
れ
は
前
述
の
光
明

の
諸
仏
に
値
遇
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
授
記
な
ど
の
教
法
に
接
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
見
仏
と
聞

法
と
は
区
別
で
き
な
い
不
可
分
の
事
項
で
す
。

こ
う
し
て
、
光
明
Ⅱ
説
法
と
陀
羅
尼
と
の
関
係
も
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
陀
羅
尼
は
一
切
の
教
法
を
記
憶

し
て
忘
れ
し
め
な
い
能
力
を
い
い
ま
す
が
、
記
憶
力
は
雄
弁
の
説
法
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
弁
才
（
冒
餌
９
５
９
）
の
性
格
を
合
わ

せ
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
面
性
に
よ
っ
て
、
陀
羅
尼
は
自
利
利
他
を
行
ず
る
菩
薩
の
す
ぐ
れ
た
資
質
・
能
力
の
一
つ
に
な
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
す
ぐ
れ
た
菩
薩
の
能
力
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
そ
な
え
た
者
に
の
み
仏
陀
の
教
法
が
聴
取
可
能
と
な
る
。
そ
れ
で
は
光

明
に
裏
づ
け
ら
れ
た
仏
の
説
法
の
普
遍
性
が
損
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

十
方
遍
満
仏
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
の
智
慧
の
光
明
が
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
及
ぶ
と
こ
ろ
、
一
切
衆
生
に
仏
性
あ
り
と
の
如
来
蔵
思

想
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
思
想
と
陀
羅
尼
と
を
く
ら
、
へ
る
と
、
前
者
が
無
差
別
平
等
の
究
寛
一
乗
思
想
の
徹
底
化
と
い
え
る
面

を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
後
者
は
小
乗
仏
教
に
た
い
し
て
大
乗
仏
教
の
優
位
性
を
主
張
す
る
三
乗
思
想
に
も
と
づ
く
面
を
否
定
し
え
な
い
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
憶
持
不
忘
の
陀
羅
尼
も
、
大
乗
仏
教
の
時
代
か
ら
真
言
（
目
四
日
国
神
呪
）
と
分
か
ち
が
た
い
関
係
が
あ
り
ま
す
し
、

密
教
経
典
で
は
真
言
陀
羅
尼
と
し
て
、
両
者
は
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
陀
羅
尼
は
、
法
爾
本
覚
の
如
来
口
密
の
真
言
と
解
さ

ざ
る
定
そ
え
、
ま
せ
，
ル
ｃ
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如
来
蔵
者
法
陀
羅
尼
、
謂
所
知
真
如
緬
二
積
恒
沙
如
来
功
徳
↓
名
如
来
蔵
総
持
法
也
。

こ
こ
で
は
如
来
蔵
が
教
法
の
所
知
真
如
、
つ
ま
り
恒
沙
の
如
来
功
徳
を
積
集
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
陀
羅
尼
と
同
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

如
来
の
功
徳
を
積
む
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
本
質
界
そ
の
も
の
の
原
理
と
は
い
え
な
い
、
「
始
覚
」
の
行
的
性
格
が
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
ぱ
あ
い
の
如
来
蔵
は
本
覚
の
覚
に
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
面
と
、
同
様
の
こ
と
が
陀
羅
尼
に
つ
い
て
も
い
え
る

こ
の
よ
う
な
如
来
蔵
・
陀
羅
尼
説
が
、
空
海
の
密
教
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
か
は
詳
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も

空
海
の
本
覚
門
の
思
想
に
決
定
的
な
役
割
を
は
た
し
た
『
釈
摩
訶
術
論
』
巻
二
に
は
、
十
種
如
来
蔵
の
第
一
に
、
一
切
の
如
来
蔵
を
摂
す

る
と
い
う
大
総
持
如
来
蔵
が
説
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
「
仏
文
殊
に
告
げ
て
言
く
、
如
来
蔵
あ
り
名
け
て
大
宝
無
尽
殊
勝
円
満
陀
羅
尼
と

日
う
。
尽
く
諸
蔵
を
摂
し
て
通
ぜ
ざ
る
所
も
な
く
当
ら
ざ
る
所
な
く
、
円
満
円
満
平
等
平
等
な
り
、
一
切
所
有
の
諸
の
如
来
蔵
は
、
此
れ

を
以
て
根
本
と
為
る
に
非
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
な
し
、
云
さ
と
い
う
経
説
（
『
諸
仏
無
尽
契
経
』
）
が
引
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
契
経

説
か
ら
み
て
、
如
来
蔵
が
仏
の
諸
功
徳
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
法
蔵
を
摂
し
っ
く
す
「
法
陀
羅
尼
」
の
ご
と
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明

い
る
用
例
が
み
ら
れ
ま
す
。

い
ゞ
う
こ
と
は
、
こ
の
雨

面
を
も
っ
て
い
ま
す
㈲

む
す
び
に
か
え
て

以
上
「
毘
盧
遮
那
仏
の
説
法
」
と
題
し
て
、
と
り
と
め
も
な
く
思
い
つ
き
を
の
＄
へ
て
き
ま
し
た
が
、
最
初
の
タ
ポ
寺
の
転
法
輪
印
の
毘

盧
遮
那
像
で
は
、
そ
れ
が
釈
迦
牟
尼
な
い
し
盧
舎
那
仏
と
同
体
同
精
神
の
像
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
つ
い
で
密
教
の
法
身
説
法
の
も
と

で
は
、
法
身
が
「
説
法
す
る
法
身
」
「
人
格
的
法
身
」
の
性
格
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
理
仏
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
三
身
ま
た
は
四
種
法

身
を
摂
し
た
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
法
身
毘
盧
遮
那
仏
の
説
法
と
は
、
超
歴
史
的
で
あ
り
か
つ

同
時
に
現
実
的
な
事
実
の
両
面
を
含
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
歴
史
を
越
え
た
普
遍
性
は
、
『
華
厳
経
』
の
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
仏
の
光
明
Ⅱ
説

島
一
か
辛
隠
千
Ｊ
。
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し
て
お
り
ま
す
。

い
い
た
し
ま
す
。

法
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
普
遍
的
な
説
法
を
把
握
す
る
能
力
が
陀
羅
尼
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
一

部
の
す
ぐ
れ
た
者
（
菩
薩
）
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
光
明
仏
の
本
来
の
精
神
に
も
と
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
十
方
遍
満
仏
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
シ
ャ
ナ
の
智
慧
な
い
し
慈
悲
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
、
一
切
の
衆
生
は
そ
の
仏
智
を
体
し
て
さ
と
り

を
え
る
と
い
う
如
来
蔵
思
想
が
発
展
し
て
、
本
覚
門
の
思
想
と
な
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
仏
凡
一
体
の
密
教
の
即
身
成
仏
道
の
体
系

が
成
立
し
た
。
最
後
に
、
そ
の
過
程
で
陀
羅
尼
は
華
厳
宗
の
系
統
で
は
如
来
蔵
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
菩
薩
に
の
み
与
え
ら

れ
た
す
ぐ
れ
た
能
力
と
い
う
性
格
が
払
拭
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
真
言
密
教
に
お
い
て
如
来
真
実
の
法
爾
の
真
言
と
し
て
再
生
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
み
た
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
論
述
不
十
分
で
あ
り
ま
し
た
こ
と
を
反
省

し
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
御
教
示
た
ま
わ
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願

（
本
稿
は
昭
和
五
九
年
十
二
月
六
日
尋
源
講
堂
で
行
わ
れ
た
大
谷
大
学
仏
教
学
会
公
開
講
演
会
の
要
旨
で
あ
る
。
）
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