
中
国
華
厳
宗
の
第
二
祖
と
称
さ
れ
る
、
至
相
大
師
智
艤
の
思
想

を
考
察
す
る
に
当
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
特
に
注
意
を
は
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。①

②

一
つ
は
『
華
厳
経
伝
記
』
及
び
『
続
高
僧
伝
』
等
に
記
さ
れ
る

如
く
、
杜
順
に
依
っ
て
佛
道
に
帰
入
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実

③

で
あ
る
。
そ
の
後
、
杜
順
が
修
学
時
代
の
智
倣
に
ど
の
程
度
直
接

的
な
形
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
は
暫
く

④

置
く
と
し
て
も
、
智
磁
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
同
じ
地
方
で
活
躍
し
て

⑤

い
た
道
宣
が
、
杜
順
伝
の
末
尾
に
「
弟
子
智
倣
名
貫
二
至
相
一
」
と

述
べ
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
彼
が
直
接
見
聞
し
た
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
智
傲
を
杜
順
の
上
足
と
す
る
こ
と
に
は
何
の

異
論
も
挾
む
余
地
は
な
い
が
、
伝
記
資
料
に
は
杜
順
と
智
僚
と
の

智
備
の
阿
梨
耶
識
観

関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
記
載
は
な
く
、
不
明
瞭
な
点
が
多

い
。
し
か
し
な
が
ら
師
杜
順
の
実
践
し
て
い
た
佛
道
は
弟
子
で
あ

る
智
傭
に
必
ず
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
り
、
智
臘
の

学
問
が
単
に
論
理
的
な
整
合
性
を
求
め
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
事
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
習
学
時
代
の
智
侭
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
数
人
の
学
匠

が
い
ず
れ
も
『
地
論
』
『
摂
論
』
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
で
も
智
正
と
法
常
と
は
い
ず
れ
も
法
系

の
は
っ
き
り
し
た
人
で
あ
り
、
智
正
は
慧
光
の
、
法
常
は
曇
遷
の

流
れ
を
受
け
継
ぐ
佛
教
者
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
十
地
経

論
』
は
「
華
厳
経
』
の
一
部
に
該
当
す
る
別
行
の
『
十
地
経
』
に

対
す
る
世
親
の
注
釈
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
世
親
の
『
摂
大
乗
論
釈
』

は
「
釈
論
』
と
し
て
無
著
作
の
『
論
本
』
と
一
対
の
扱
い
を
う
け
、

単
に
『
摂
論
』
と
言
う
場
合
は
世
親
の
釈
を
も
含
ん
だ
呼
称
で
あ

織
田
顕
祐
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る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
そ
れ
を
所
依
と
し
て
一
宗
が
組
織
さ
れ
る

程
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
智
正
は
そ
の
地
論
宗
南
道
派
の
学
匠

と
し
て
、
法
常
は
摂
諭
宗
の
学
匠
と
し
て
名
声
を
馳
せ
て
い
た
人

々
で
あ
る
。
従
っ
て
智
倣
は
杜
順
の
弟
子
で
あ
る
と
同
時
に
地
論

．
摂
論
宗
の
末
流
で
も
あ
る
わ
け
で
、
『
華
厳
経
伝
記
』
の
記
載
に

従
え
ば
、
学
問
的
に
は
杜
順
よ
り
も
む
し
ろ
『
地
論
』
『
摂
論
』
か

ら
摂
取
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

更
に
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
一
点
は
、
智
侭
が
大
翻
訳
家
、

玄
英
と
全
く
同
時
代
の
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帰

朝
以
後
の
彼
の
偉
大
な
業
績
に
就
い
て
は
今
更
こ
こ
で
付
言
す
尋
へ

き
何
物
も
な
い
が
、
訳
経
史
上
ま
た
は
中
国
佛
教
史
上
に
お
い
て

も
一
大
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
玄
英
の
紹
介

し
た
佛
教
は
そ
れ
ま
で
の
常
識
を
根
底
か
ら
覆
す
ほ
ど
の
内
容
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
が
国
を
挙
げ
て
の
大
事
業
で
あ
っ

た
の
で
天
下
の
佛
教
者
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な

か
っ
た
。
就
中
、
智
傭
に
と
っ
て
は
親
し
く
『
摂
論
』
を
学
ん
だ

⑥

前
述
の
法
常
及
び
僧
鮮
の
下
に
お
い
て
玄
美
と
同
門
で
あ
っ
た
と

い
う
事
実
は
、
更
に
こ
れ
を
倍
加
す
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

玄
美
が
帰
朝
し
、
翻
訳
事
業
に
着
手
し
た
唐
太
宗
の
貞
観
十
九
年

（
置
巴
は
、
智
侭
四
十
四
歳
の
年
で
あ
り
常
識
的
に
言
え
ば
人
間

と
し
て
最
も
脂
の
乗
り
切
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
新
た

に
画
期
的
な
大
量
の
経
論
が
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

も
自
分
が
か
ね
て
よ
り
学
ん
で
き
た
世
親
の
教
え
の
流
れ
を
汲
む

も
の
が
で
あ
る
。
智
催
が
そ
れ
に
取
り
組
む
様
は
知
的
興
味
な
ど

と
い
っ
た
皮
相
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。

以
上
の
三
点
の
外
に
も
智
傭
の
華
厳
思
想
を
理
解
す
る
に
際
し

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
は
多
々
あ
る
が
、
本
稿
で

は
、
既
述
の
三
つ
の
観
点
か
ら
地
論
・
摂
論
宗
の
末
流
と
し
て
の

智
傭
と
華
厳
宗
の
祖
師
と
し
て
の
智
慨
の
両
面
性
を
彼
の
心
識
理

解
を
通
し
て
考
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は

現
存
す
る
智
僻
の
著
作
を
そ
の
著
述
年
次
に
従
っ
て
便
宜
的
に
玄

英
帰
朝
以
前
の
も
の
と
以
後
の
も
の
と
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

玄
奨
帰
朝
以
前
に
お
け
る
智
倣
の
著
作
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
は
、
彼
の
二
十
七
歳
の
年
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
捜
玄

⑦記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
捜
玄
記
』
に
於
て
は
直
接
心
識
に
言
及
す

る
箇
所
は
決
し
て
多
く
な
い
が
、
そ
の
中
で
最
も
組
織
的
に
心
識

理
解
を
閾
明
す
る
の
は
、
十
地
品
第
六
現
前
地
の
所
説
で
あ
る
。

「
捜
玄
記
』
十
地
品
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
依
っ
て

⑧

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
影
寺
慧
遠
の
豚
『
十
地
経
論
義
記
』

二

５



と
の
思
想
的
関
連
が
強
い
。
更
に
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て

い
る
第
六
現
前
地
に
説
か
れ
る
法
界
縁
起
説
の
組
織
も
大
旨
は
慧

⑨

遠
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
捜
玄
記
』
に
於
け
る
阿
梨

耶
識
理
解
の
具
体
的
な
特
徴
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

智
億
に
依
れ
ば
法
界
縁
起
は
、
「
凡
夫
染
法
に
約
す
」
染
門
と

「
菩
提
浄
分
に
約
す
」
浄
門
と
に
二
分
さ
れ
る
。
染
門
は
更
に
、

縁
起
一
心
門
と
依
持
一
心
門
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の

二
門
に
つ
い
て
は
、

縁
起
一
心
染
浄
即
体
不
レ
分
二
別
異
如
此
依
持
門
能
所
不
レ
同
。

故
分
レ
ニ
也
。
（
大
正
弱
．
六
三
・
ｃ
）

と
説
明
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
染
浄
等
の
一
切
の
縁
起
法
の
体
と
し

て
の
一
心
（
縁
起
一
心
）
と
一
切
諸
法
の
能
依
持
と
し
て
の
一
心

（
依
持
一
心
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
縁
起
一
心
門
は
更
に
、
真

妄
縁
集
門
、
摂
本
従
末
門
、
摂
末
従
本
門
の
三
に
分
判
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
分
判
が
全
面
的
に
慧
遠
の
思
想
に
依
る
こ
と
は
既
に
指

⑩

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
す
ゃ
へ
き
ば
、
立
論

の
組
織
を
慧
遠
に
依
り
な
が
ら
も
阿
梨
耶
識
の
理
解
ま
で
を
も
智

傲
が
、
全
面
的
に
慧
遠
の
思
想
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

一
切
法
の
体
と
し
て
の
真
妄
縁
集
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
る

う
か
。
『
捜
玄
記
』
の
文
を
追
っ
て
み
る
に
、

言
二
縁
集
↓
者
、
総
相
論
十
二
因
縁
一
本
識
作
無
二
真
妄
別
弛

（
大
正
調
・
六
三
・
ｂ
）

即
ち
、
総
相
と
し
て
縁
起
法
を
論
ず
れ
ば
、
本
識
が
随
縁
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
「
縁
起
法
自
体
に
真
妄
の
別
が
あ

る
の
で
は
な
い
」
と
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
本

識
を
説
明
し
て
、

真
妄
和
合
名
二
阿
梨
耶
毛
唯
真
不
し
生
、
単
妄
不
レ
成
。
真
妄

和
合
方
有
二
所
為
幸
（
大
正
調
．
六
三
・
ｂ
）

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
？
『
大
乗
起
信
論
』
に
、

心
生
滅
者
、
依
二
如
来
蔵
一
故
有
二
生
滅
心
圭
所
謂
不
生
不
滅

与
二
生
滅
一
和
合
非
，
一
非
し
異
名
為
二
阿
梨
耶
識
圭

（
大
正
犯
・
五
七
六
・
ｂ
）

と
説
か
れ
る
も
の
を
真
妄
和
合
の
阿
梨
耶
識
と
解
し
た
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
阿
梨
耶
識
を
真
妄
和
合
と
解
す
る
こ
と
は
、
慧
光
を

祖
と
す
る
地
論
宗
南
道
派
の
基
本
的
な
教
学
で
あ
っ
た
と
み
え
、

慧
光
の
弟
子
の
法
上
に
於
て
も
、
ま
た
法
上
の
弟
子
の
慧
遠
に
於

⑪

て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
真
妄
縁
集
を
臂
職
し
て

次
の
よ
う
に
も
説
明
す
る
。

加
一
二
夢
中
事
知
与
レ
睡
合
方
得
二
集
起
屯
（
大
正
弱
・
六
三
・
ｂ
）

夢
の
中
の
出
来
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
睡
眠
に
依
っ
て
夢
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が
成
り
立
つ
と
き
初
め
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
の
職
え
は
、
真
と

妄
と
が
相
い
依
っ
て
初
め
て
諸
法
老
成
ず
る
と
す
る
真
妄
縁
集
の

考
え
方
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
切
法
の
根
本
た
る

本
識
を
真
妄
和
合
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
真
妄
和
合

の
妄
的
側
面
と
真
的
側
面
と
が
次
に
考
究
さ
れ
な
れ
け
ぱ
な
ら
な

く
な
る
。
摂
本
従
末
門
と
摂
末
従
本
門
と
は
そ
れ
に
答
え
る
も
の

で
あ
る
。

摂
本
従
末
門
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

摂
本
従
末
者
、
唯
妄
心
作
故
。
論
云
名
二
種
子
識
及
果
報
識
毛

対
治
道
時
本
識
都
尽
。
（
大
正
弱
．
六
三
・
ｂ
）

こ
れ
は
恐
ら
く
真
諦
訳
「
摂
大
乗
論
』
応
知
依
止
勝
相
の
中
の
相

品
に
、

若
略
二
説
阿
黎
耶
識
体
相
司
是
果
報
識
、
是
一
切
種
子
。
由
下

此
識
摂
二
一
切
三
界
身
一
切
六
道
四
生
一
皆
尽
却

（
大
正
訓
・
二
四
・
ｂ
）

と
説
か
れ
る
も
の
に
依
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
摂
論
』

相
品
で
は
冒
頭
に
阿
梨
耶
識
の
同
相
、
因
相
、
果
相
が
い
ず
れ
も

染
汚
法
及
び
そ
の
習
気
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
と
し
、
更
に
引
証
品

で
は
一
切
種
子
識
及
び
果
報
識
を
離
れ
て
は
浄
不
浄
等
の
法
は
成

就
し
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
出
世
間
の
浄
品
の
縁
生
法
は
法
界
等

流
の
聞
軍
習
を
種
子
と
し
て
生
ず
る
（
大
正
瓢
．
二
七
・
ａ
）
と

し
て
こ
れ
を
果
報
識
の
体
類
と
は
し
な
い
（
大
正
証
．
一
八
八
・
ｂ
）
。

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
て
こ
の
本
識
を
摂
本
従
末
の
妄
心
と
解

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
般
に
『
不
増
不
減
経
』
の
趣
意
と
さ

⑫

れ
る
、

法
身
流
二
転
五
道
一
名
為
二
衆
生
毛
（
大
正
調
・
六
三
・
ｂ
）

の
文
を
以
て
、
た
と
え
法
身
で
あ
っ
て
も
流
転
し
て
衆
生
と
な
っ

て
い
る
場
合
は
、
法
身
を
衆
生
に
摂
し
て
衆
生
を
あ
く
ま
で
染
と

み
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
即
ち
、
以
後
の
問
答
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
な
如
く
、
随
染
の
当
体
に
お
い
て
は
そ
の
本
質
を
染
に
則
し
て

見
な
け
れ
ば
、
浄
が
染
に
随
縁
す
る
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な

い
と
言
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
心
に
依
っ
て
縁
生
法
を
生
ず
る

と
解
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ら
を
本
末
と
促
え
、
本
を
末
に
摂
し
て

こ
れ
を
論
ず
れ
ば
染
法
は
あ
く
ま
で
妄
心
に
依
っ
て
造
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
染
法
を
妄
心
の
造
れ

る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
為
に
は
、
浄
法
が
妄
心
に
依
っ
て
造
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
こ
う
し
た
説
は
単
純
に
染
門
に
配
当
す
べ
き
も
の
で

は
な
い
と
も
言
う
の
で
あ
る
。

第
三
の
摂
末
従
本
門
は
、
第
二
門
の
逆
相
で
あ
る
。
即
ち
、
全

て
の
縁
生
法
が
夢
幻
の
如
き
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
が
実
は
真
心
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
と
言
う
７



の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

で
は
な
ぜ
当
門
が
縁
起
の
染
門
に
配
当
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
智
侭
は
問
答
を
以

て
解
説
し
て
い
る
の
で
少
し
く
そ
れ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

問
、
摂
末
従
本
応
一
一
是
浄
口
明
云
何
乃
在
二
染
門
一
分
別
。
答
、

此
摂
末
従
本
理
在
二
浄
品
縁
生
↓
今
為
三
対
し
染
顕
二
染
如
該
幻

故
在
二
染
門
↓
（
大
正
弱
・
六
三
・
ｂ
）

染
法
に
就
い
て
そ
の
実
相
を
明
さ
ん
が
為
の
故
に
染
門
に
於
て
弁

ず
る
の
で
あ
る
と
す
る
、
こ
の
問
答
の
意
味
は
比
較
的
了
解
し
易

い
。
続
い
て
、

問
、
義
若
如
レ
此
一
切
浄
法
並
対
し
染
顕
レ
妄
。
云
何
独
弁
二
摂

末
従
本
一
在
二
染
縁
生
記
答
、
凡
論
二
浄
品
縁
起
↓
有
二
其
二
種
や

一
為
三
対
し
染
以
顕
二
妄
法
一
故
。
経
云
不
三
如
実
知
二
諸
諦
第
一

義
一
故
也
。
二
但
顕
二
浄
品
縁
起
や
即
是
顕
理
之
門
。
即
如
二

普
賢
性
起
品
等
一
是
也
。
（
大
正
弱
．
六
三
・
ｂ
）

と
い
う
。
即
ち
染
浄
相
対
に
於
け
る
真
心
作
の
理
解
は
浄
品
縁
起

と
し
て
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
顕
理
門
の
浄
品
縁
起
は
普
賢

行
品
・
性
起
品
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
、

此
摂
末
従
本
即
是
不
空
如
来
之
蔵
。
此
中
亦
有
一
一
空
義
一
為
二

自
体
空
壬
（
大
正
弱
．
六
三
・
ｂ
ｌ
Ｃ
）

⑬

と
し
て
、
『
勝
鬘
経
』
空
義
隠
覆
真
実
章
に
説
か
れ
る
不
空
如
来

蔵
を
以
て
摂
末
従
本
を
説
明
せ
ん
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
当
門
に

⑭

説
か
れ
る
真
心
作
の
立
場
は
『
起
信
論
』
の
如
実
不
空
の
説
な
ど

を
も
範
晴
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

縁
起
一
心
門
の
概
略
は
凡
そ
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
染

浄
等
の
一
切
の
縁
生
法
の
体
と
し
て
の
一
心
を
考
え
る
場
合
に
は
、

「
唯
真
不
生
単
妄
不
成
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
縁
生
法
の
根
本
と
し

て
の
本
識
Ｉ
阿
梨
耶
識
が
最
も
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味

に
お
い
て
第
二
・
第
三
門
は
第
一
門
の
両
側
面
を
語
る
も
の
と
理

解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

阿
梨
耶
識
を
真
妄
和
合
と
見
る
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に

地
論
宗
南
道
派
に
属
す
る
人
々
が
共
通
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
が
、
法
上
と
慧
遠
と
に
於
て
は
若
干
そ
の
内
容
が
異
な
る
。

坂
本
幸
男
博
士
の
指
摘
を
要
約
す
れ
ば
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

即
ち
、
法
上
は
阿
梨
耶
識
に
真
の
側
面
と
妄
の
側
面
と
を
認
め
な

が
ら
も
こ
れ
を
第
七
識
に
配
当
せ
し
め
た
の
に
対
し
、
慧
遠
は
真

妄
和
合
の
阿
梨
耶
識
か
ら
妄
の
側
面
を
別
立
し
て
阿
陀
那
識
と
し

て
こ
れ
を
第
七
識
に
配
当
し
、
阿
梨
耶
識
を
第
八
識
と
し
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
阿
梨
耶
識
を
純
粋
浄
識
と
は
見
ず
に
、
そ
の
別
名

と
し
て
虚
妄
法
の
所
依
処
と
し
て
の
家
識
（
宅
識
）
や
、
虚
妄
心

の
根
本
た
る
本
識
の
名
を
挙
げ
て
お
り
真
識
と
し
て
は
極
め
て
不
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⑮

徹
底
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
智
侭
が
、
阿
梨
耶
識
を
第
八

識
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
依
持
一
心
門
の
次
の
如
き

解
釈
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
、

二
依
持
一
心
門
者
、
六
七
等
識
依
二
梨
耶
一
成
。
故
論
云
十
二

縁
生
依
二
梨
耶
識
記
以
二
梨
耶
識
｜
為
二
通
因
一
故
。

（
大
正
弱
．
六
三
・
Ｃ
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
慧
遠
の
説
に
則
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
そ
れ
が
法
界
縁
起
の
染
門
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
即
ち
、
慧
遠
に
於
て
は
阿
梨
耶
識
を
真
識
の
用
大
の

染
用
と
し
て
説
く
こ
と
に
依
り
、
真
識
が
染
縁
生
を
も
生
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
智
侭
に
於
て
は
そ
れ

ら
を
法
界
縁
起
の
染
門
に
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
浄
の
浄
品

縁
起
と
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
基
本
は
、

如
来
蔵
を
積
極
的
に
阿
梨
耶
識
と
解
す
る
こ
と
に
依
っ
て
如
来
蔵

を
染
浄
相
対
の
縁
起
と
し
、
唯
浄
の
縁
起
を
性
起
に
配
当
す
る
と

⑯

い
う
性
起
観
の
確
立
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
慧
遠
と
智
椴
と
の
最
大
の
相
違
点
は
真
妄
和
合
の
阿

梨
耶
識
に
於
て
、
そ
の
唯
浄
の
縁
起
を
如
来
蔵
と
解
す
る
か
性
起

と
解
す
る
か
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

第
六
現
前
地
に
説
か
れ
る
法
界
縁
起
の
大
綱
は
凡
そ
以
上
の
通

り
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
縁
起
観
に
立
っ
て
経
文
を

如
何
に
解
釈
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

⑰経
は
ま
ず
第
六
地
に
入
る
為
に
は
十
平
等
法
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
為
に
は
十
二
因
縁
を
順
逆
に
修
さ
ね
ば
な

ら
な
い
事
を
説
い
た
後
、
更
に
、
具
体
的
な
十
種
の
観
を
説
く
。⑱

そ
の
十
種
観
の
第
二
の
経
文
に
著
名
な
「
三
界
虚
妄
但
是
心
作
」

の
文
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
智
傲
は
こ
の
第
二
観
を
依
止
一
心

観
と
名
づ
け
る
。
即
ち
、

二
依
止
一
心
観
者
、
即
十
二
縁
等
能
依
也
。
心
者
即
梨
耶
心
。

就
レ
此
以
題
し
章
。
以
二
梨
耶
縁
起
一
為
二
此
観
体
毛

（
大
正
弱
・
六
四
・
ｂ
）

と
釈
し
て
、
こ
の
依
止
一
心
観
は
、
能
依
の
外
境
の
有
を
執
す
る

こ
と
を
対
治
せ
ん
が
為
に
そ
れ
ら
が
一
心
に
依
っ
て
仮
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
空
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
則
ち

無
境
を
教
え
ん
が
為
の
唯
識
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
更
に
こ

の
唯
識
に
は
二
極
が
あ
る
と
し
て
、

唯
識
者
有
二
二
種
記
一
梨
耶
識
持
生
二
諸
法
や
離
し
識
即
無
。

二
明
二
意
識
唯
識
毛
生
死
浬
藥
染
浄
等
法
現
在
二
意
地
毛
離
ゞ

識
即
無
。
梨
耶
唯
識
始
是
解
境
非
二
行
所
依
毛
意
識
唯
識
此

終
即
是
正
解
所
依
。
心
終
意
始
反
し
前
可
レ
知
。

（
大
正
弱
．
六
四
・
ｂ
）
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と
言
い
、
解
に
始
ま
り
行
に
至
る
と
こ
ろ
の
梨
耶
唯
識
と
、
行
に

⑲

始
ま
り
解
に
至
る
と
こ
ろ
の
意
識
唯
識
と
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

初
の
阿
梨
耶
識
に
依
る
唯
識
と
は
一
切
種
子
果
報
識
と
説
か
れ
る

も
の
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
説
か
れ
る
意
識
唯
識
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

澪
つ
か
・

意
識
唯
識
に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
は
『
捜
玄
記
』
に
於
て
は

前
記
の
引
用
文
以
上
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
行
門
の
唯
識
と
解
門
の
唯
識
と
を
釈
し
て
、

遣
二
実
境
一
減
時
、
即
得
二
一
分
空
無
相
性
弛
無
相
現
故
、
唯
識

想
境
並
則
不
し
生
名
レ
得
二
無
性
性
や
此
是
行
門
唯
識
観
法
。

若
約
二
生
解
司
則
三
性
後
弁
二
無
性
性
↓
（
大
正
弱
・
六
四
・
ｃ
）

と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
と
前
の
文
と
を
合
わ
せ
れ
ば
、
意
識
唯

識
と
は
能
分
別
の
識
に
依
っ
て
所
分
別
の
境
を
減
し
、
境
が
減
す

れ
ば
識
も
随
っ
て
減
す
る
こ
と
に
よ
り
境
識
倶
空
を
成
就
す
る
も

の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
経
の

⑳

「
随
し
事
生
二
欲
心
一
」
の
欲
心
を
釈
し
て
、

欲
心
有
二
二
義
や
一
識
現
起
二
作
用
分
別
ご
一
即
此
識
因
縁
発

起
。
作
用
義
辺
即
属
二
其
事
弍
能
見
取
辺
即
属
二
意
識
毛
因
縁

発
起
即
属
二
梨
耶
如
（
大
正
弱
．
六
四
。
Ｃ
ｌ
六
五
、
ａ
）

と
す
る
よ
う
な
解
釈
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ

う
な
意
識
唯
識
の
説
は
、
例
え
ば
『
摂
論
』
及
び
『
釈
論
』
真
諦

訳
応
知
勝
相
品
差
別
章
に
、

論
日
、
諸
師
説
下
此
意
識
随
二
種
種
依
止
一
生
起
得
中
種
種
名
却

釈
日
、
諸
師
謂
諸
菩
薩
。
成
二
立
一
意
識
次
第
生
起
毛
意
識

雌
⑫
一
若
依
二
止
眼
根
一
生
得
二
眼
識
名
圭
乃
至
依
二
止
身
根
一
生

得
二
身
識
名
壬
此
中
更
無
三
余
識
異
二
於
意
識
や
離
二
阿
黎
耶
識
一

此
本
識
入
二
意
識
摂
至
以
二
同
類
一
故
。
此
意
識
由
二
依
止
一
得
二

別
名
銅
（
大
正
劉
・
一
八
五
。
ａ
）

と
説
か
れ
る
よ
う
な
、
現
在
刹
那
に
於
け
る
能
縁
と
し
て
の
本
識

を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
摂
論
』
の
こ
の
文
は
、
本
識
に
は
一

切
種
子
果
報
識
と
、
意
識
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
境
を
知
る
識
と

し
て
の
能
縁
の
心
と
の
両
面
が
存
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、

智
侭
は
そ
の
本
識
の
活
動
と
し
て
の
能
縁
の
心
を
意
識
の
範
晴
で

あ
る
と
し
て
本
識
か
ら
切
り
離
し
、
本
識
を
二
分
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
阿
梨
耶
識
を
一
切
種
子
果
報
識
の
面
に
限
定
し
て
い
く
の
で

あ
る
。以

上
に
よ
っ
て
智
幟
の
『
捜
玄
記
』
に
於
け
る
阿
梨
耶
識
の
理

解
を
ほ
ぼ
概
観
し
得
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
凡
そ
次

の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
、
智
倣
が

阿
梨
耶
識
の
理
解
に
関
し
て
慧
遠
や
そ
の
師
法
上
の
影
響
の
下
に

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
慧
遠
が
如
来
蔵
と
阿
梨
耶
識
と
を
結

10



び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
面
上
は
あ
く
ま
で
真
識
と
し
な
が
ら

も
生
死
等
の
染
法
も
そ
れ
に
依
っ
て
生
ず
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
不
徹
底
さ
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
、
智
侭
は
浄
縁
起
を
性

起
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
蔵
を
染
縁
起
に
配
当
し
、
一
方
で

は
阿
梨
耶
識
を
種
子
果
報
識
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
蔵

と
阿
梨
耶
識
と
を
諸
法
の
依
止
と
し
て
の
面
で
積
極
的
に
同
化
し

て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
染
浄
相
対
の
縁
起
で
あ
る
如
来
蔵

を
染
縁
起
に
配
当
す
る
の
は
、
直
接
的
に
は
唯
浄
の
性
起
思
想
の

確
立
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
性
起
思
想

の
確
立
を
可
能
な
ら
し
め
た
如
来
蔵
へ
の
限
定
に
は
、
書
え
ば

『
摂
論
』
応
知
勝
相
品
に
於
け
る
依
他
性
の
四
種
清
浄
を
説
く
『
論

本
』
と
世
親
の
釈
に
、

論
日
、
四
極
清
浄
者
、
一
此
法
本
来
自
性
清
浄
。
謂
如
如
空

実
際
無
相
真
実
法
界
。
釈
日
、
由
二
是
法
自
性
本
来
清
浄
式

此
清
浄
名
二
如
如
や
於
二
一
切
衆
生
一
平
等
有
。
以
二
是
通
相
一

故
。
由
二
此
法
是
有
一
故
説
二
一
切
法
一
名
二
如
来
蔵
毛

（
大
正
弧
。
一
九
一
・
ｃ
）

と
説
か
れ
る
も
の
な
ど
が
大
き
く
働
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
こ
こ
で
は
、
如
如
等
は
．
切
衆
生
に
平
等
に
有

り
」
と
説
か
れ
る
が
、
二
切
衆
生
に
如
来
蔵
あ
り
」
と
は
説
か

れ
な
い
。
．
切
法
が
如
来
蔵
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
、
一
切

次
に
玄
英
帰
朝
以
後
、
つ
ま
り
新
訳
唯
識
に
触
れ
た
後
に
著
わ

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
五
十
要
問
答
』
及
び
『
孔
目
章
』
に
説

か
れ
る
阿
梨
耶
識
・
阿
頼
耶
識
観
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
『
五
十
要
問
答
』
と
『
孔
目
章
』
と
は
、
い
ず
れ

も
が
玄
焚
訳
の
諸
経
論
を
引
用
す
る
こ
と
を
以
て
、
玄
英
訳
諸
経

論
の
訳
出
年
次
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
著
述
年
次
の
几
そ
が
推
定
さ

れ
る
。
又
、
後
者
が
前
者
を
引
用
す
る
こ
と
に
由
っ
て
後
者
が
前

者
よ
り
後
に
著
わ
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
智
侭
が
玄
英

訳
諸
経
論
に
強
い
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
『
五
十
要
問
答
』
『
孔

目
章
』
を
一
瞥
す
れ
ば
容
易
に
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

れ
ら
か
ら
彼
が
ど
の
よ
う
な
点
を
吸
収
し
て
い
る
か
は
詳
細
な
吟

味
を
必
要
と
す
る
。

法
が
如
如
」
で
あ
る
と
は
説
か
れ
な
い
。
従
っ
て
如
如
と
如
来
蔵

と
は
同
義
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
如
来
蔵
と
阿
梨
耶
識
と
を
真

識
に
お
け
る
真
妄
和
合
と
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
慧
遠
と
、
染

縁
起
に
お
け
る
真
妄
和
合
と
解
し
た
智
惟
と
の
間
に
は
『
摂
大
乗

論
』
の
理
解
に
関
し
て
大
き
な
差
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

三
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い
う
ま
で
も
な
く
、
旧
訳
の
阿
梨
耶
識
（
阿
黎
耶
識
と
言
う
も

同
じ
・
）
と
新
訳
の
阿
頼
耶
識
と
は
共
に
同
一
の
原
語
で
あ
る

劃
四
菌
‐
ぐ
言
目
四
の
音
写
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
十
地

経
論
』
や
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
に
説
か
れ
る
阿
梨
耶
識
と
、
『
成

唯
識
論
』
等
に
代
表
さ
れ
る
新
訳
の
阿
頼
耶
識
と
で
は
大
幅
に
内

容
が
異
な
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
智
侭
が
如
何
に

自
ら
の
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

『
五
十
要
問
答
』
『
孔
目
章
』
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考

え
る
に
際
し
て
は
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
が
多
々
存
す
る

が
、
今
は
紙
面
の
都
合
も
あ
る
の
で
そ
れ
ら
の
中
で
最
も
組
織
的

且
っ
中
心
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
孔
目
章
』
巻
第
一
の
「
明

⑳

難
品
初
立
唯
識
章
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

⑳

凝
然
の
『
孔
目
章
発
悟
記
』
に
依
れ
ば
「
唯
識
章
」
は
、
次
の

よ
う
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
経
の
第
二
普
光

法
堂
会
六
品
の
中
に
於
て
初
の
三
品
（
如
来
名
号
品
・
四
諦
品
・

光
明
覚
品
）
が
如
来
の
三
業
を
明
か
し
て
信
の
所
依
と
為
す
の
に

対
し
、
後
三
品
（
明
難
品
。
浄
行
品
・
賢
首
品
）
は
信
の
解
と
行

と
証
（
徳
用
）
と
を
明
か
し
て
大
乗
に
信
楽
す
る
道
を
表
わ
し
て

い
る
。
そ
の
＋
信
の
解
を
明
か
す
「
明
難
品
」
の
冒
頭
に
お
い
て

文
殊
が
覚
首
菩
薩
に
、

心
性
是
一
・
云
何
能
生
二
種
種
果
報
天
大
正
９
．
四
二
七
・
ａ
）

と
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
覚
首
が
偶
頌
を
以
て
、

眼
耳
鼻
舌
身
心
意
諸
情
根
因
し
此
転
二
衆
苦
一

而
実
無
二
所
転
一
法
性
無
二
所
転
一
示
現
故
有
し
転

於
↓
彼
無
二
示
現
一
示
現
無
二
所
有
一
眼
耳
鼻
舌
身

心
意
諸
情
根
其
性
悉
空
寂
虚
妄
無
二
真
実
一

観
察
正
思
惟
有
者
無
二
所
有
一
彼
見
不
二
顛
倒
一

法
眼
清
浄
故
虚
妄
非
虚
妄
若
実
若
不
実

世
間
出
世
間
但
有
二
仮
言
説
一

（
大
正
９
．
四
二
七
・
ａ
ｌ
ｂ
）

と
答
え
た
箇
所
を
通
じ
て
、
一
切
諸
法
の
依
り
ど
こ
ろ
を
阿
梨
耶

識
と
し
て
解
釈
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
例
え
ば
、

『
摂
大
乗
論
』
巻
上
に
、

依
二
止
阿
黎
耶
識
一
諸
法
生
起
。
是
名
二
分
別
自
性
縁
生
韮
由
⑫

分
二
別
種
種
法
因
縁
自
性
一
故
。
（
大
正
剖
・
二
五
・
ｂ
）

と
説
か
れ
る
よ
う
な
阿
黎
耶
識
の
分
別
自
性
縁
生
の
意
を
解
釈
す

る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

全
体
は
、
挙
レ
数
．
列
し
名
．
出
し
体
・
明
二
教
典
意
一
・
建
立
・

弁
二
成
就
不
就
成
一
・
明
二
対
治
滅
不
滅
一
・
明
二
薫
不
薫
一
・
弁
二
真

妄
不
同
一
・
帰
二
成
第
一
義
無
性
性
一
と
題
さ
れ
る
十
門
よ
り
成
る
。

ま
ず
第
一
門
「
挙
数
」
で
は
一
心
か
ら
無
量
心
に
至
る
八
種
の
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⑳

心
識
説
を
挙
げ
る
。
こ
の
中
に
は
阿
頼
耶
識
を
所
依
と
す
る
新
訳

の
八
識
説
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
十
地
経

論
』
『
携
伽
経
』
『
摂
大
乗
論
』
等
の
処
々
に
説
か
れ
る
心
識
説
を

総
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
心
を
説
明
し
て
「
第
一
義
清
浄
心
」

で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
第
二
門
「
列
名
」
で
は
『
摂
大
乗
論
』
衆

名
品
に
依
っ
て
、
阿
頼
耶
識
・
阿
陀
那
識
・
心
意
識
・
窮
生
死
瀧

等
の
名
を
出
し
、
第
三
門
の
「
出
体
」
に
於
て
は
「
究
寛
用
二
如
来

蔵
一
為
し
体
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
智
雌
の
見
解
に
お
け
る

心
識
の
体
は
始
め
か
ら
如
来
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
が
鮮
明
と
な
る
。

更
に
第
四
門
「
教
興
意
」
で
は
、
第
二
門
に
同
じ
く
『
摂
大
乗
論
』

衆
名
品
の
文
を
引
用
し
て
心
識
説
が
勝
位
の
菩
薩
の
為
に
の
み
説

か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
第
五
門
「
建
立
」
で
は
、

め
先
ず
『
雑
集
論
』
巻
第
二
の
八
相
を
以
て
阿
頼
耶
識
の
存
在
を

⑳

論
証
す
る
部
分
を
長
々
と
引
用
し
た
後
に
、

拠
二
此
文
相
↓
阿
頼
耶
識
即
在
二
事
中
ご
云
何
得
し
知
二
是
如
来

蔵
や
答
、
由
二
如
来
蔵
不
染
而
染
如
是
其
事
相
無
二
別
有
諺
事

故
是
如
来
蔵
。
（
大
正
妬
。
五
四
四
。
ａ
）

の
問
答
を
以
て
阿
頼
耶
識
が
如
来
蔵
の
不
染
に
し
て
染
な
る
事
相

に
外
な
ら
な
い
と
す
る
。
㈹
次
に
「
摂
大
乗
論
世
親
釈
』
真
諦
訳

⑳

巻
第
二
の
相
品
の
七
章
に
従
い
な
が
ら
も
「
依
二
摂
論
一
建
二
立
頼

耶
一
有
二
其
八
義
こ
と
す
る
。
今
そ
の
関
係
を
比
較
す
れ
ば
几
そ

次
の
通
り
で
あ
る
。

《
孔
目
章
》
《
摂
論
世
親
釈
真
諦
訳
》

一
依
二
三
相
義
一
知
し
有
二
本
識
一
・
：
。
：
・
・
・
？
：
：
・
相
章

二
依
二
菫
習
義
一
成
し
有
二
本
識
一
…
・
…
：
：
。
…
菫
習
章

三
依
二
互
為
因
果
義
一
成
し
有
二
本
識
一
／
／
、
、
不
一
不
異
章

Ｘ

四
依
二
不
一
不
異
義
一
成
し
有
二
本
識
一
、
、
／
／
更
互
為
因
果
章

五
依
二
因
果
別
不
別
義
一
成
し
有
二
本
識
…
：
。
因
果
別
不
別
章

六
依
二
縁
生
義
一
成
し
有
二
本
識
一
：
．
：
…
…
…
縁
生
章

七
依
二
彼
因
縁
具
不
具
義
一
成
し
有
二
本
識
一
・
：
四
緑
章

八
依
二
会
し
名
帰
謬
正
成
し
有
二
本
識
一

こ
の
内
の
第
八
は
相
品
中
に
は
該
当
す
る
部
分
が
存
在
し
な
い
が
、

⑳

そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
文
は
相
品
の
直
前
の
衆
名
品
の
末
後
の
文
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
全
て
を
『
摂
論
釈
』
に
依
っ
た
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
こ
に
説
か
れ
る
教
説
の
内
容
は

『
摂
論
釈
』
と
必
ず
し
も
全
同
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
大
幅

に
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
第
六
「
依
縁
生
義
」
で
は
、
こ
の
中
を
更
に
十
門
に
分
け
て
論

ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
六
に
「
約
二
重
成
不
成
一
弁
二
差
別
こ

の
一
項
を
設
け
て
『
摂
論
』
に
、

堅
無
記
可
窯
与
二
能
薫
一
相
応
（
大
正
剖
・
二
五
・
ｃ
）

と
説
か
れ
る
所
薫
処
の
四
義
を
「
梨
耶
具
二
四
徳
一
方
堪
レ
受
し
重
」
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と
し
て
、一

堅
謂
理
実
故
堅
。
識
外
余
法
依
レ
識
不
二
自
在
毛
並
皆
不
堅
。

…
…
（
大
正
妬
・
五
四
四
・
Ｃ
）

二
無
記
義
方
得
し
受
し
薫
。
何
以
故
。
無
記
者
即
是
無
分
別
義
。

如
来
蔵
中
方
有
二
此
法
手
・
…
．
（
同
右
）

三
可
重
著
、
唯
如
来
蔵
不
レ
守
二
自
性
壬
随
二
諸
法
縁
一
起
成
二

似
圭
雪
故
是
可
重
。
（
同
右
）

四
与
二
能
車
一
相
応
者
、
唯
如
来
蔵
有
下
応
二
諸
法
一
義
卸
余
法

則
無
。
何
以
故
、
以
レ
不
し
守
二
自
性
一
故
。
（
大
正
妬
．
五
四
五

．
ａ
）

と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
摂
論
』
所
説
の
阿
梨
耶
識
を
如
来

蔵
と
解
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
第
八
「
依
会
名
帰
正
義
」

で
は
、
前
述
の
よ
う
に
真
諦
訳
『
世
親
釈
論
』
衆
名
品
を
引
用
し

な
が
ら
も
、
阿
頼
耶
識
の
語
を
使
用
し
て
、

若
将
下
頼
耶
名
日
二
梨
耶
一
義
上
者
、
則
為
二
最
勝
↓
今
約
二
此
義
却

梨
耶
之
名
唯
在
二
本
識
一
其
義
即
勝
。
若
目
二
人
法
二
我
見
処
一

則
非
し
勝
也
。
頼
耶
之
義
応
二
準
し
此
知
圭
（
大
正
蛎
・
五
四
五
・

ｂ
）

と
す
る
。
即
ち
、
智
傭
が
こ
こ
で
引
用
す
る
『
摂
論
』
の
文
は
、

阿
梨
耶
識
を
我
見
身
見
と
執
す
る
こ
と
を
破
す
る
箇
所
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
阿
頼
耶
識
に
置
き
替
え
る
こ
と
に
依
っ
て
阿
頼
耶
識
に
対

す
る
阿
梨
耶
識
の
優
位
性
を
主
張
す
る
教
証
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
法
二
我
見
を
破
す
る
教
説
と
し
て
は
阿
頼
耶
識
を
説

く
意
味
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
留
ま
る
な
ら
ば
そ
れ
は
勝
義
と
は
な

ら
な
い
。
二
空
所
顕
の
如
来
蔵
で
あ
る
阿
梨
耶
識
に
そ
れ
を
摂
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
門
の
題
目
で
あ
る

「
会
名
帰
正
」
と
は
阿
頼
耶
識
の
名
を
会
し
て
如
来
蔵
に
帰
す
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
㈲
第
三
に
は
『
顕
揚
論
』
巻
第

⑳

一
の
十
九
門
を
引
用
し
て
阿
頼
耶
識
の
建
立
を
述
諦
へ
た
後
、
本
識

と
し
て
の
阿
頼
耶
識
を
ど
の
よ
う
な
観
点
に
依
っ
て
理
解
す
べ
き

か
と
い
う
事
を
問
答
を
以
て
明
か
し
て
い
る
。
即
ち
、
本
識
は
生

死
の
体
と
し
て
の
因
で
あ
り
果
で
あ
る
《
へ
き
な
の
に
ど
う
し
て
生

死
と
因
果
と
を
並
隷
へ
て
説
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に

対
し
て
『
成
唯
識
論
』
等
の
所
説
は
生
死
の
中
に
於
け
る
因
果
相

生
の
道
理
を
弁
ず
る
の
み
で
あ
る
か
ら
随
転
理
門
の
説
で
あ
っ
て

真
実
の
理
は
無
い
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
離
し
識
以
外

更
無
し
有
し
法
」
と
さ
れ
る
場
合
の
識
と
は
、

識
者
即
是
不
染
而
染
門
如
来
蔵
之
一
義
。
（
大
正
妬
．
五
四
五

・
Ｃ
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
主
張
を
成

り
立
た
し
め
る
教
証
と
し
て
『
捜
玄
記
』
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ

な
か
っ
た
『
拐
伽
経
』
の
処
々
の
文
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
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の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

マ
マ

日
大
慧
、
如
来
蔵
識
不
レ
在
二
阿
頼
耶
識
中
圭
是
故
七
種
識
有
』

生
有
し
減
。
如
来
蔵
識
不
生
不
滅
。
（
大
正
妬
．
五
四
六
・
ａ
）

口
大
慧
、
阿
梨
耶
識
名
二
如
来
蔵
討
而
無
明
七
識
共
倶
。
如
三
大

海
波
常
不
二
断
絶
や
身
倶
生
故
。
離
二
無
常
過
哉
離
二
於
我
過
弐

自
性
清
浄
。
（
大
正
妬
・
五
四
六
・
ａ
）

の
文
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
菩
提
流
支
訳
の
『
十
巻
拐
伽
経
』
の

⑳文
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
第
一
の
引
用
文
で
は
阿
頼
耶
識
の
語
を

用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
は
、
古
来
注
目
さ
れ
て

来
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
地
論
教
学
の
流
れ
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら

の
所
説
に
依
っ
て
如
来
蔵
と
阿
梨
耶
識
と
の
関
係
を
如
何
に
解
釈

す
る
か
と
い
う
点
が
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
釈

の
相
違
に
由
っ
て
地
論
宗
は
、
北
道
派
と
南
道
派
と
に
分
裂
す
る

に
至
っ
た
程
で
あ
る
。
勒
那
摩
提
・
佛
陀
扇
多
ｌ
慧
光
を
祖
と
す

る
南
道
派
に
於
て
も
早
く
か
ら
菩
提
流
支
の
影
響
を
受
け
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
法
上
が
、
阿
梨
耶

識
を
第
七
識
と
し
た
の
は
こ
の
『
十
巻
携
伽
経
』
の
「
如
来
蔵
不
‐

在
二
阿
梨
耶
識
中
こ
の
説
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

雪

い
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
慧
遠
が
、
如
来
蔵
と
阿
梨
耶
識
と
を
同

視
す
る
背
景
に
「
阿
梨
耶
識
名
二
如
来
蔵
こ
の
説
が
存
す
る
こ
と

は
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
阿
梨
耶
識

を
真
妄
和
合
で
あ
る
と
解
す
る
に
し
て
も
、
結
果
的
に
法
上
に
於

て
は
阿
梨
耶
識
の
妄
的
側
面
が
、
慧
遠
に
於
て
は
真
的
側
面
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
「
阿
梨
耶
識
名
二
如
来
蔵
一
」
「
如
来
蔵

不
レ
在
二
阿
梨
耶
識
中
こ
の
ど
ち
ら
か
一
方
は
抹
消
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
つ
の
文
を
矛
盾
な
く
説
明
し
得
る
も
の

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
こ

で
智
傭
が
「
如
来
蔵
不
レ
在
二
阿
頼
耶
識
中
二
と
す
る
こ
と
に
は

極
め
て
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、

既
に
触
れ
て
き
た
よ
う
に
阿
梨
耶
識
と
如
来
蔵
と
の
同
一
性
を
積

極
的
に
説
い
て
き
た
智
幟
に
し
て
み
れ
ば
、
生
死
と
因
果
と
の
相

乗
に
於
て
説
か
れ
る
随
転
理
門
の
阿
頼
耶
識
説
を
生
死
の
体
と
し

て
の
如
来
蔵
・
阿
梨
耶
識
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

一
層
強
固
に
如
来
蔵
と
阿
梨
耶
識
と
が
結
び
つ
く
結
果
に
な
る
かＯ

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
部
分
は
ど
う
し
て
も
「
如
来
蔵
は
阿

◎
○
○

頼
耶
識
の
中
に
は
在
ら
ず
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

０
０
。
。

「
阿
梨
耶
識
を
如
来
蔵
と
名
づ
く
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
後
、
末
那
識
と
意
識
と
の
建
立
を
明
か
し
て
第
五
門

「
建
立
」
を
終
え
、
次
の
第
六
門
「
弁
成
就
不
成
就
」
で
は
『
顕
揚

⑳
⑪

論
』
『
琉
伽
論
』
を
引
用
し
て
、
結
論
で
は
、

当
し
知
。
阿
頼
耶
識
欲
二
成
就
一
者
、
会
通
二
如
来
蔵
毛

（
大
正
妬
・
五
四
七
・
ａ
）
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と
結
ぶ
。
第
七
門
「
対
治
滅
不
滅
」
・
第
八
門
「
菫
不
薫
」
で
は

本
稿
の
主
題
と
直
接
的
に
関
わ
る
所
説
を
見
な
い
。
第
九
門
「
弁

真
妄
不
同
」
で
は
、

此
阿
頼
耶
識
有
二
真
妄
不
同
毛
（
大
正
妬
．
五
四
七
・
ａ
）

⑫
⑬
⑭

と
し
な
が
ら
、
『
地
論
』
『
摂
論
』
『
琉
伽
論
』
等
の
所
説
を
引
用

し
て
、
法
空
第
一
義
諦
に
そ
の
究
極
の
真
実
を
求
む
ゞ
へ
き
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
に
説
か
れ
る
真
妄
と
は
、
染
浄
法
の
依
止

と
し
て
の
真
妄
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
第
一
義
諦
・
世
俗
稲
を

表
わ
す
も
の
で
あ
る
事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、

唯
識
を
以
て
境
の
有
を
執
す
る
も
の
に
対
す
れ
ば
こ
れ
は
真
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
識
の
有
を
執
す
れ
ば
妄
で
あ
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
第
十
門
「
帰
成
第
一
義
無
性
性
」
は
爾
前
の
第
九
門
を

受
け
て
、
一
切
法
を
唯
識
に
摂
し
更
に
そ
れ
を
無
尽
と
捉
え
る
と

こ
ろ
に
一
乗
の
究
寛
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で

は
一
乗
唯
識
・
三
乗
唯
識
・
解
唯
識
・
行
唯
識
と
い
っ
た
言
葉
が

注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
教
を
一
乗
・
三
乗
・
小
乗
に
分
か
っ
の
は

⑮

真
諦
訳
の
『
摂
論
釈
』
に
依
る
も
の
で
あ
る
が
、
智
倣
は
『
捜
玄

記
』
以
来
一
貫
し
て
こ
の
説
に
準
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
今
、

唯
識
を
釈
す
る
に
際
し
て
も
そ
れ
を
全
て
三
乗
に
摂
す
る
の
で
は

な
く
、
一
乗
の
唯
識
と
い
う
概
念
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
注
目
に

価
す
る
の
で
あ
る
。
『
五
十
要
問
答
』
と
『
孔
目
章
』
は
『
華
厳

経
』
の
所
説
の
要
点
を
そ
れ
ぞ
れ
個
々
に
取
り
挙
げ
て
論
ず
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
如
何
な
る
関
係
に
於
て
捉
え

ら
れ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
事
は
明
確
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
視
点
と
し
て
は
『
華
厳
経
』
自
身
の
組

織
と
『
捜
玄
記
』
に
説
か
れ
る
智
備
の
見
解
と
に
依
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
捜
玄
記
』
に
は
一
乗
唯
識
と
い
っ
た
概

念
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
新
訳
の
唯
識
と
の
関

係
に
於
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
一
乗
唯
識
に
就
い
て
は
、
あ
ま
り
詳
し
い
言
及
は
な

く
「
唯
十
識
」
と
説
明
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
↓

総
説
二
唯
識
一
有
二
其
二
種
圭
一
者
解
唯
識
。
二
者
行
唯
識
。

如
二
意
識
唯
識
一
初
即
順
レ
行
後
即
順
レ
解
。
本
識
唯
識
初
即

順
レ
解
後
即
順
レ
行
。
広
如
二
疏
説
↓
（
大
正
蝿
・
五
四
七
・
ｂ
）

と
説
か
れ
る
解
唯
識
・
行
唯
識
は
、
既
述
の
『
捜
玄
記
』
に
説
か

れ
る
も
の
と
全
く
内
容
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
言
い
方
が
逆
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
智
倣
の
唯
識
理
解
は
、
行
・
解
と
意

識
・
本
識
と
の
相
乗
に
依
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
は
終
始

一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
新
訳
唯
識
に
触
れ
た
後
に
お
け
る
智
僚
の
阿

梨
耶
識
理
解
が
『
捜
玄
記
』
に
説
か
れ
る
も
の
の
延
長
に
あ
る
こ

と
は
明
瞭
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
阿
梨
耶
識
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『
捜
玄
記
』
に
於
て
法
界
縁
起
の
染
門
と
し
て
説
か
れ
た
阿
梨

耶
識
縁
起
説
は
、
地
論
南
道
派
の
伝
統
的
な
阿
梨
耶
識
観
を
受
け

継
ぎ
な
が
ら
、
『
摂
大
乗
論
』
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
唯
浄
の

性
起
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
如
来
蔵
と
結
び
つ
く
こ
と
に
依
っ
て
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
性
起
・
如
来
蔵
。
阿
梨
耶
識
の
三
者

は
相
互
に
有
機
的
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
発
端
が
那

辺
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か

し
、
結
果
的
に
言
え
ば
、
如
来
蔵
阿
梨
耶
識
を
真
識
用
大
の
染
用

と
し
て
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
慧
遠
と
、
如
来
蔵
阿
梨
耶
識
を

法
界
縁
起
染
門
と
し
て
位
置
づ
け
た
智
傭
と
の
差
は
甚
だ
大
き
い
。

そ
し
て
こ
の
如
来
蔵
を
背
景
と
す
る
阿
梨
耶
識
の
理
解
は
玄
葵
に

依
っ
て
新
訳
唯
識
が
紹
介
さ
れ
る
に
際
し
て
は
重
要
な
依
り
ど
こ

ろ
と
な
っ
て
三
乗
教
を
初
教
と
終
教
と
に
分
け
る
基
準
と
も
な
っ

⑮

た
の
で
あ
る
。
玄
英
の
帰
朝
を
境
と
し
て
中
国
佛
教
界
は
大
き
く

と
阿
頼
耶
識
と
の
い
ず
れ
も
が
型
農
国
‐
且
副
二
鱒
の
音
写
語
で
あ

る
こ
と
と
何
等
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
智
傭

に
お
い
て
は
如
来
蔵
阿
梨
耶
識
と
い
う
概
念
が
既
存
の
も
の
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
於
て
新
訳
の

阿
頼
耶
識
を
咀
噛
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

四

変
動
し
た
。
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
は
当
然
の
事
な
が
ら
智
侭
も
新

訳
の
諸
経
論
に
多
大
の
関
心
を
示
し
た
。
そ
の
事
は
、
『
五
十
要

問
答
』
や
『
孔
目
章
』
に
於
け
る
新
訳
諸
経
論
の
引
用
の
多
さ
を

見
れ
ば
、
容
易
に
了
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
彼
が
永
年
棲
み
慣
れ
た

至
相
寺
を
去
っ
て
長
安
の
雲
華
寺
に
入
寺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
原

⑰因
も
そ
う
し
た
点
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

程
に
ま
で
強
い
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
基
本
的
に
は
自
己
の
立
場

を
変
革
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
同
じ
く
法
常
。
僧
癖
門

下
で
あ
っ
た
円
測
が
、
新
訳
唯
識
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
の
と
好
対

照
で
あ
る
。
智
倣
が
、
新
訳
唯
識
に
対
し
て
一
線
を
画
し
て
い
た

こ
と
は
、
例
え
ば
詳
細
な
心
所
説
を
展
開
す
る
『
琉
伽
論
』
や
『
成

唯
識
論
』
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
は
凡
夫
が
道
を
修
す
る
上
で
は
、

詳
細
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
返
っ
て
能
修
の
人
を
怖
気
づ
か
せ
、

⑬

妨
げ
と
な
る
の
み
で
あ
っ
て
何
ら
益
が
な
い
と
批
判
す
る
例
な
ど

に
よ
っ
て
明
僚
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
単
に
伝
統
的
な
地
論
宗
の

教
学
や
旧
訳
の
「
摂
論
」
を
墨
守
す
る
あ
ま
り
新
訳
の
唯
識
説
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ

な
い
、
深
い
宗
教
的
見
地
に
基
づ
く
洞
察
力
の
鋭
さ
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
と
も
と
染
浄
相
対
に
お
い
て
結

び
つ
く
事
と
な
っ
た
如
来
蔵
と
阿
梨
耶
識
は
、
よ
り
一
層
細
か
な

染
縁
起
を
説
く
新
訳
の
阿
頼
耶
識
説
に
接
す
る
こ
と
に
依
り
、
本
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来
の
宗
教
性
を
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
即

ち
、
新
佛
教
と
の
接
触
は
、
結
果
的
に
、
『
捜
玄
記
』
に
於
て
既

に
地
論
教
学
か
ら
の
独
立
を
成
し
得
た
智
侭
の
教
学
が
よ
り
一
層

一
乗
思
想
と
し
て
精
練
さ
れ
た
も
の
を
志
向
し
て
い
く
直
接
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
地
論
宗
の
末
流
で
あ
っ

た
智
傭
が
華
厳
宗
の
祖
と
成
り
得
た
背
景
に
は
、
新
訳
佛
教
と
の

接
触
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

智
倣
の
生
き
た
時
代
は
、
社
会
的
に
は
晴
末
の
戦
乱
を
経
て
盛

唐
へ
向
う
と
い
う
激
動
の
時
期
で
あ
り
、
佛
教
の
歴
史
の
中
で
は

ま
た
空
前
の
大
翻
訳
家
玄
英
に
よ
っ
て
一
乗
方
便
三
乗
真
実
を
標

傍
す
る
全
く
新
し
い
考
え
方
の
佛
教
が
紹
介
さ
れ
る
と
い
う
、
正

に
波
乱
に
富
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
彼
が
求

め
た
佛
教
と
は
、
現
実
の
人
間
が
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
生
き
た
宗

教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し

た
智
倣
の
教
学
に
お
け
る
阿
梨
耶
識
の
理
解
を
、
南
道
地
論
宗
と

華
厳
宗
と
の
接
点
と
し
て
考
え
て
き
た
の
で
、
そ
れ
が
智
倣
の
全

思
想
の
中
で
如
何
な
る
地
位
を
有
す
る
か
、
ま
た
華
厳
思
想
と
い

う
流
れ
の
中
で
は
如
何
に
捉
え
ら
れ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
ま

で
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
既
述
の
よ
う
な

智
侭
の
新
佛
教
に
対
す
る
態
度
は
、
後
の
法
蔵
が
示
し
た
も
の
と

か
な
り
の
隔
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
華
厳
の
祖
と

し
て
「
傭
蔵
」
と
並
び
称
さ
れ
な
が
ら
、
何
故
こ
の
よ
う
な
差
異

が
生
じ
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
び
上

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
就
い
て
は
稿
を
改
め
て

考
え
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

〈
註
〉

①
「
華
厳
経
伝
記
』
（
唐
法
蔵
集
）
に
於
け
る
智
僚
の
記
述
は
巻
第
三

（
大
正
刷
・
一
六
三
・
ｂ
’
一
六
四
・
ｂ
）
参
照
。

②
『
続
高
僧
伝
』
（
唐
道
宣
撰
）
に
於
け
る
智
侭
の
記
述
は
巻
第
二
十

五
（
大
正
印
．
六
五
四
・
ａ
）
参
照
。

③
『
華
厳
経
伝
記
』
は
、
杜
順
と
智
倣
の
出
会
い
に
関
し
て
、

年
十
二
有
一
一
神
僧
杜
順
至
無
し
何
而
帆
入
一
一
其
舎
聿
撫
二
傲
頂
一
詔
し
景

日
、
此
我
児
可
二
還
し
我
来
記
父
母
知
一
一
其
有
七
道
欣
然
不
し
倍
。
（
大

正
匪
・
一
六
三
・
ｂ
）

ル
ー
一
百
フ
。

④
初
祖
杜
順
と
二
祖
智
僚
と
の
関
係
を
巡
っ
て
は
、
近
年
様
点
な
意

見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
智
正
初
祖
説

（
境
野
黄
洋
著
『
支
那
佛
教
史
講
話
』
下
．
四
九
○
頁
以
下
）
、
智
儲
初
祖
説

（
鈴
木
宗
忠
著
『
原
始
華
厳
哲
学
の
研
究
』
七
頁
以
下
）
、
初
祖
杜
順
否
定
説

（
石
井
教
道
著
『
華
厳
教
学
成
立
史
』
二
九
四
頁
以
下
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る

ま
た
杜
順
の
思
想
と
智
嚴
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
村
清
孝
著
『
初

期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
』
三
二
六
’
三
七
○
頁
参
照
。

⑤
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
印
．
六
五
四
・
ａ
）

⑥
『
華
厳
経
伝
記
』
が
記
す
、
常
法
師
・
辨
法
師
と
『
大
唐
大
慈
恩

寺
三
蔵
法
師
伝
』
が
「
時
長
安
有
二
常
辮
二
大
徳
一
」
（
大
正
印
・
一
三
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二
・
ｂ
）
と
言
う
二
大
徳
と
は
、
い
ず
れ
も
法
常
・
僧
熱
で
あ
る
と
推

定
さ
れ
る
。
但
し
、
『
華
厳
経
伝
記
」
所
説
の
辨
法
師
を
、
霊
辨
で
あ

る
と
考
え
た
方
が
理
解
し
易
い
点
も
あ
る
の
で
一
概
に
断
定
は
で
き

な
い
が
、
常
法
師
と
は
法
常
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
常
の
伝
記
に
つ

い
て
は
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
五
（
大
正
卵
・
五
四
○
・
Ｃ
ｌ
五
四
一
・

ａ
）
参
照
。
僧
癖
の
伝
記
に
つ
い
て
は
同
右
巻
第
十
五
（
大
正
副
・
五
四

○
・
ａ
ｌ
ｃ
）
参
照
。
霊
辨
の
伝
記
に
つ
い
て
は
『
華
厳
経
伝
記
』
巻

第
三
（
大
正
副
・
一
六
三
・
ａ
ｌ
ｂ
）
参
照
。
尚
、
坂
本
幸
男
博
士
は
、

智
臓
と
玄
英
を
法
常
・
僧
需
の
上
足
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が

（
『
華
厳
教
学
の
研
究
』
三
九
七
頁
参
照
）
、
木
村
清
孝
博
士
は
、
『
華
厳
経

伝
記
』
の
辨
法
師
を
僧
群
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
（
木
村
前
掲
書
三
八
○
頁
参
照
）
。

⑦
『
華
厳
経
伝
記
」
に
、

於
焉
大
啓
、
遂
立
レ
教
分
レ
宗
製
一
一
此
経
疏
記
年
時
二
十
七
。
（
大
正

副
・
一
六
三
・
Ｃ
）

と
あ
る
疏
が
、
「
大
方
広
佛
華
厳
経
捜
玄
分
斉
通
智
方
軌
』
（
大
正

弱
所
収
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
坂
本
前
掲
害
三
六
三
’
三
六
六
頁
参
照
。

⑨
石
井
公
成
稿
「
智
倣
の
性
起
説
」
（
ヲ
イ
ロ
ソ
フ
ィ
ァ
』
第
六
十
七

号
、
昭
和
五
十
四
年
）
一
二
四
’
一
三
一
頁
参
照
。

⑩
同
右

⑪
坂
本
前
掲
書
三
八
○
’
三
九
六
頁
参
照
。

⑫
『
不
増
不
減
経
』
に
は
、

舎
利
弗
、
即
此
法
身
過
一
一
於
恒
沙
『
無
辺
煩
悩
所
し
纒
、
従
一
一
無
始

世
一
来
随
二
順
世
間
↓
波
浪
漂
流
性
一
一
来
生
死
一
名
為
二
衆
生
壬
（
大
正

妬
．
四
六
七
・
ｂ
）
と
あ
る
。

⑬
大
正
哩
・
二
二
一
・
ｃ

⑭
大
正
鋼
．
五
七
六
・
ａ
ｌ
ｂ

⑮
坂
本
前
掲
書
三
八
○
’
三
九
六
頁
参
照
。

⑯
石
井
前
掲
論
文
参
照
。

⑰
『
大
方
広
佛
華
厳
経
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
９
．
五
五
八
・
ｂ
）

⑬
大
正
９
．
五
五
八
・
ｃ

⑲
こ
れ
と
同
じ
見
解
が
『
孔
目
章
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
後
述
の

通
り
で
あ
る
が
、
法
蔵
に
も
「
華
厳
経
問
答
』
（
大
正
妬
・
六
○
五
・

ｂ
）
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
大
正
９
．
五
五
八
・
ｃ

④
大
正
妬
。
五
四
三
・
ａ
’
五
四
七
・
ｃ

⑳
「
孔
目
章
発
悟
記
』
巻
第
十
四
（
日
佛
全
三
三
・
三
三
・
上
下
）

⑳
一
々
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
高
峯
了
州
著
『
華
厳
孔
目
章
解
説
』

三
五
’
三
七
頁
参
照
。

②
大
正
瓢
・
七
○
一
・
ｂ
’
七
○
二
・
ａ

⑳
大
正
釧
・
一
六
二
・
ａ
’
一
六
七
・
ｃ

⑳
大
正
瓠
・
一
六
二
・
ａ

⑳
大
正
瓢
．
四
八
○
・
ｃ

⑳
日
は
『
入
拐
伽
経
』
巻
第
七
（
大
正
妬
・
五
五
六
・
ｃ
）

㈲
も
『
入
榴
伽
経
」
巻
第
七
（
大
正
陥
・
五
五
六
・
ｂ
ｌ
ｃ
）

但
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
経
で
は
、
い
ず
れ
も
阿
梨
耶
識
の
語
を
用

い
て
い
る
。

⑳
坂
本
前
掲
害
三
八
五
頁
参
照
。

⑳
「
顕
揚
聖
教
論
』
巻
第
十
七
（
大
正
釧
・
五
六
七
・
ｃ
）

、
『
琉
伽
師
地
論
』
巻
第
七
十
六
（
大
正
訓
・
七
一
八
・
ｂ
）

、
『
十
地
経
論
』
巻
第
八
（
大
正
妬
．
一
六
九
・
ａ
）

1q
÷ ぜ



⑳
『
摂
大
乗
論
釈
』
真
諦
訳
巻
第
八
（
大
正
釦
・
二
○
八
・
ｃ
）

②
『
聡
伽
師
地
論
』
巻
第
五
十
一
（
大
正
訓
・
五
八
○
ｂ
）

⑮
『
摂
大
乗
論
釈
』
真
諦
訳
巻
第
九
に
、

如
来
成
二
立
正
法
一
有
二
三
種
至
一
立
二
小
乗
聿
二
立
二
大
乗
聿
三
立
二

一
乗
や
於
二
此
三
中
一
第
三
最
勝
故
善
成
立
。
（
大
正
訓
・
二
二
一
・
ｂ
）

と
説
か
れ
る
も
の
に
依
る
。
こ
れ
を
小
三
一
乗
と
解
す
る
こ
と
は
、

既
に
『
捜
玄
記
』
に
お
い
て
、

又
依
二
真
諦
摂
論
一
一
者
一
乗
、
二
者
三
乗
、
三
者
小
乗
也
。

（
大
正
調
・
一
四
・
ｂ
）

と
す
る
例
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
坂
本
前
掲
書
四
○
二
’
四
一
○
頁
参
照
。

⑰
智
倣
の
雲
華
寺
入
寺
が
何
時
頃
の
事
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
一
然
撰
の
『
三
国
遺
事
』
巻
第
四
（
大
正
“
一
○
○
六
ｃ
）
に

依
れ
ば
義
洲
が
至
相
寺
で
智
傲
に
謁
し
た
の
が
永
徴
初
年
（
３
ｓ
の

事
で
あ
り
、
崔
致
遠
撰
の
『
法
蔵
和
尚
伝
』
（
大
正
印
．
二
八
一
・
ａ

ｌ
ｂ
）
に
依
れ
ば
顕
慶
四
年
合
ｇ
）
に
は
智
僚
は
雲
華
寺
で
華
厳
経

を
講
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
問
の
こ
と
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
大
正
妬
．
五
四
六
・
ｂ
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