
独
立
の
組
織
を
も
っ
た
密
教
の
教
団
が
、
イ
ン
ド
佛
教
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
・
従
来
、
密
教
を
、
部
派
佛
教
、

大
乗
佛
教
に
対
し
て
特
異
な
存
在
と
し
て
、
イ
ン
ド
佛
教
の
中
で
別
個
に
位
置
づ
け
る
方
式
が
一
般
化
し
て
い
た
。
外
国
の
学
者
は
、
密

教
の
こ
と
を
、
タ
ン
ト
ラ
佛
教
（
岳
ロ
日
。
ｇ
呂
冨
切
日
）
と
か
、
金
剛
乗
（
ぐ
且
国
乱
目
）
と
呼
ぶ
。
タ
ン
ト
ラ
佛
教
と
は
、
一
般
の
佛
教
に

対
し
て
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
要
素
を
も
つ
特
殊
な
佛
教
の
形
態
を
い
い
、
金
剛
乗
と
は
小
乗
（
閏
昌
昌
目
四
）
と
大
乗
（
日
昌
ご
冒
騨
）
に
対
し
て

①

第
三
の
乗
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
研
究
で
は
、
密
教
を
教
団
組
織
で
も
、
思
想
史
的
に
も
、
大
乗
佛
教
と
分
離
し

②

た
存
在
と
は
考
え
ず
、
大
乗
佛
教
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
う
傾
向
が
定
着
し
た
。
密
教
を
奉
ず
る
特
殊
な
教
団
と
教
判
論
を
も
っ
た
チ
簿
ヘ

ッ
ト
な
い
し
日
本
に
お
け
る
顕
密
対
弁
の
意
識
を
特
殊
な
教
団
組
織
を
も
た
麺
イ
ン
ド
密
教
の
領
域
に
適
用
す
る
不
合
理
が
認
識
さ
れ
は

じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
乗
佛
教
と
密
教
と
の
連
続
性
、
同
質
性
に
焦
点
が
置
か
れ
る
と
、
こ
ん
ど
は
逆
に
一
般
佛
教
に
対
す
る
密
教
の
特
質
を

把
握
す
る
こ
と
が
、
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
従
来
、
密
教
の
特
質
と
さ
れ
て
き
た
神
秘
主
義
的
、
呪
術
的
、
儀
礼
的
、
外
教
的
、
神
話
的

な
傾
向
な
ど
が
イ
ン
ド
の
大
乗
佛
教
の
中
に
、
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
み
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
密
教
の
経
典
、
儀
軌
に
あ
ら
わ
れ
る
思
想
が
、

大
乗
佛
教
の
そ
れ
ら
の
継
承
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
密
教
独
自
の
思
想
が
稀
薄
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
最
近
の
イ
ン
ド
佛
教
史
研
究
の
中

密
教
の
特
質

松
長
有
慶
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に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
密
教
の
特
質
は
一
体
な
に
か
が
改
め
て
問
い
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

密
教
の
特
質
の
探
求
と
い
う
問
題
は
、
い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
弘
法
大
師
・
空
海
（
七
七
四
’
八
三
五
）
の
『
弁
顕
密
二
教

論
』
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
（
目
”
ｃ
口
唇
蜜
冨
一
三
五
七
’
一
四
一
九
）
の
『
真
言
道
次
第
』
（
“
ｚ
畠
鯉
凰
日
）
な
ど
に
は
、
顕
教
つ
ま
り
密
教
以
外
の

佛
教
全
般
に
対
し
て
、
密
教
の
特
色
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
お
け
る
密
教
の
定
義
づ
け
を
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
ま

ま
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
地
域
的
、
時
代
的
な
制
約
が
あ
る
た
め
、
現
在
そ
の
ま
ま
依
用
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。
日

本
と
か
チ
》
ヘ
ッ
ト
に
お
け
る
伝
統
的
な
顕
密
対
弁
思
想
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
、
日
本
な
ど
の
密
教
に
通
ず

る
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
現
在
、
密
教
と
い
う
場
合
、
秘
教
的
（
の
い
○
蔚
号
）
な
宗
教
全
般
を
指
す
こ
と
も
少
な

く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
応
、
佛
教
の
中
に
お
け
る
密
教
に
か
ぎ
る
こ
と
に
す
る
。

密
教
の
特
質
と
し
て
、
つ
ぎ
に
五
つ
の
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
五
つ
の
特
色
は
一
般
の
佛
教
に
は
な
く
、
密
教

に
の
み
特
有
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
空
海
の
『
弁
顕
密
二
教
諭
』
の
中
に
提
示
さ
れ
た
密
教
の
特
色
が
、
い
ず
れ
も

顕
教
に
み
い
だ
せ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
の
と
同
等
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
真
言
宗
と
い
う
一
宗
の
思
想
的
な
独
立
の
た
め
の
教
判

の
書
に
あ
っ
て
は
、
顕
密
対
弁
の
思
想
が
表
面
化
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
こ
こ
で
は
佛
教
の
中
に
お
い
て
、
密
教
は
ど

の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
か
を
中
心
に
考
え
を
す
す
め
る
た
め
、
佛
教
な
い
し
は
東
洋
思
想
と
の
同
質
面
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ず
関
連
を

も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
に
あ
げ
る
五
つ
の
密
教
の
特
質
は
、
い
ず
れ
も
密
教
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
五
つ

の
特
質
を
す
雲
へ
て
具
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
密
教
は
佛
教
の
中
で
特
色
を
も
つ
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で

圭
炳
〉
つ
（
》
ｏ

密
教
の
特
質
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
あ
げ
る
、
へ
き
は
、
宗
教
体
験
と
直
接
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。
琉
伽
（
》
乱
。
窓
）
の
行
を
粥

一
宗
教
体
験
と
の
直
結



通
し
て
、
大
宇
宙
（
目
四
目
ｏ
８
ｍ
Ｂ
）
と
し
て
の
絶
対
的
な
存
在
と
、
小
宇
宙
（
目
。
時
。
８
，
日
）
と
し
て
の
人
間
的
な
存
在
と
の
本
質
的
な
同
一

性
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
密
教
は
出
発
す
る
。

大
宇
宙
、
絶
対
者
を
梵
・
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
国
呂
目
目
）
と
な
づ
け
、
小
宇
宙
、
自
己
で
あ
る
我
・
ア
ー
ト
マ
ン
と
の
不
二
を
説
く
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
世
界
観
は
、
古
代
イ
ン
ド
宗
教
に
共
通
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
原
始
佛
教
に
お
い
て
、
宇
宙
の
創
造
者
と
し
て
の
梵
天

（
ブ
｜
フ
フ
マ
ー
・
即
自
目
似
）
と
か
、
実
体
と
し
て
の
我
は
否
定
さ
れ
た
。
と
は
い
え
真
理
を
あ
ら
わ
す
法
（
目
閏
：
）
が
そ
の
ま
ま
存
在

（
ｇ
習
四
）
を
示
す
ま
で
拡
大
解
釈
さ
れ
た
よ
う
に
、
初
期
佛
教
に
お
い
て
も
現
象
と
実
在
の
同
一
性
を
そ
の
世
界
観
の
根
底
に
も
っ
て
い

大
乗
佛
教
、
と
く
に
如
来
蔵
系
統
の
思
想
に
お
い
て
は
、
永
遠
に
し
て
不
変
な
る
実
在
の
世
界
、
究
極
の
真
理
は
、
現
象
界
に
遍
在
す

る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
に
内
在
す
る
と
説
く
。
絶
対
的
な
存
在
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
作
用
と
か
、
言
語
表
現
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
言
葉
と
か
文
字
で
い
い
あ
ら
わ
す
こ
と
は
、
本
来
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
大
乗
佛
教
で
は
、
そ
れ
を
便
宜
的
に
、
如
と
か
真
如
、

法
性
、
あ
る
い
は
空
と
か
勝
義
、
本
不
生
な
ど
の
名
を
も
っ
て
呼
ん
で
い
る
。
密
教
で
は
そ
れ
を
人
格
的
に
把
え
て
、
法
身
・
大
日
如
来

（
目
四
目
ぐ
ゅ
胃
○
８
冒
騨
‐
冨
昏
樹
騨
冨
）
と
名
づ
け
る
。

自
己
が
大
日
如
来
に
包
ま
れ
、
ま
た
自
己
に
大
日
如
来
が
内
在
す
る
と
い
う
関
係
を
、
論
理
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

は
宗
教
体
験
の
世
界
で
あ
っ
て
、
日
常
経
験
の
領
域
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
し
う
る
の
は
、
分
析
智
に
も
と
づ
い
た
理
解
で

は
な
く
、
神
秘
的
な
直
観
に
よ
る
。
こ
の
神
秘
的
な
直
観
は
、
琉
伽
の
観
法
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
琉
伽
観
法
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ガ
今
○
盟
）

は
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
遺
品
に
も
行
者
の
像
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
起
源
は
古
い
。
そ
れ
は
原
始
佛
教
の
中
に
も
、
禅
定

（
号
乱
冒
鯉
）
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
大
乗
佛
教
に
お
い
て
は
、
琉
伽
行
含
○
咽
３
３
）
と
し
て
正
覚
に
い
た
る
実
践
体
系
の
中
に
組

み
こ
ま
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
佛
教
の
み
な
ら
ず
、
中
国
、
日
本
に
お
け
る
禅
宗
に
お
い
て
も
、
神
秘
的
な
直
観
に
よ
る
佛
と
の
合
一
体
験

（
ｇ
習
煙
）
を
示
す
ま
で
拡
圭

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

が
重
要
視
さ
れ
る
。
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密
教
に
お
け
る
琉
伽
観
法
も
、
基
調
に
お
い
て
は
古
代
イ
ン
ド
以
来
の
伝
統
的
な
ヨ
ー
ガ
を
踏
ま
え
て
い
る
。
た
だ
密
教
に
お
い
て
特

異
な
こ
と
は
、
聡
伽
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
、
礼
拝
と
か
供
養
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
儀
礼
と
か
作
法
が
付
随
し
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
厳
格
な
規
定
、
す
な
わ
ち
儀
軌
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
中
で
、
厳
格
な
祭

式
の
規
則
書
つ
ま
り
儀
軌
（
ぐ
己
言
）
が
製
作
さ
れ
て
い
た
。
佛
教
が
そ
れ
を
採
用
し
、
佛
像
の
礼
拝
と
か
供
養
に
関
す
る
手
続
が
規
定
さ

れ
た
の
は
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

四
世
紀
の
は
じ
め
統
一
国
家
を
創
設
し
た
グ
プ
タ
王
朝
が
今
〈
ラ
モ
ン
教
の
復
興
に
尽
力
し
た
結
果
、
佛
教
経
典
の
中
に
も
、
ゞ
ハ
ラ
モ
ン

教
の
儀
礼
と
か
神
が
み
が
積
極
的
に
摂
取
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
教
の
儀
礼
と
か
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
が
佛
教
の

装
い
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
密
教
経
典
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
製
作
さ
れ
た
。

五
世
紀
の
お
わ
り
こ
ろ
ま
で
に
、
印
契
と
呪
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
修
法
が
佛
教
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
修
法
の
目

的
は
、
い
ず
れ
も
除
災
招
福
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
者
の
悟
り
、
大
宇
宙
と
の
合
一
に
つ
い
て
説
い
た
経
典
は
み
あ
た
ら
な
い
。

修
法
の
目
的
が
現
世
利
益
を
脱
脚
し
て
、
成
佛
の
問
題
に
焦
点
を
移
す
の
は
、
イ
ン
ド
の
中
期
密
教
、
す
な
わ
ち
七
世
紀
に
成
立
し
た

『
大
日
経
』
と
か
『
金
剛
頂
経
』
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
イ
ン
ド
中
期
の
密
教
経
典
は
、
身
口
意
の
三
密
の
琉
伽
を
基
盤
と
し
た
成
佛
の
方
法
を
具
体
的
に
説
い
て
い
る
。
印
契
（
身
）
、

真
言
（
ロ
）
、
三
摩
地
（
精
神
集
中
・
意
）
の
三
密
融
合
の
琉
伽
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
者
す
な
わ
ち
小
宇
宙
と
、
大
日
如
来
す
な
わ

ぞ
う
み
つ

ち
大
宇
宙
と
の
合
一
が
は
か
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
現
世
利
益
を
主
眼
と
す
る
修
法
を
説
く
初
期
密
教
を
一
般
に
雑
密

と
称
し
、
『
大
日
経
』
『
金
剛
頂
経
』
な
ど
の
中
期
密
教
を
純
密
と
呼
ん
で
い
る
。
初
期
密
教
の
経
典
は
佛
説
と
は
い
え
、
佛
教
教
理
と

の
関
係
は
薄
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
期
密
教
の
経
典
に
お
い
て
は
、
中
観
、
唯
識
、
如
来
蔵
な
ど
大
乗
佛
教
の
代
表
的
な
思
想
が
縦
横

に
ち
り
ば
め
ら
れ
、
琉
伽
の
行
の
理
論
的
な
背
景
を
構
成
し
て
い
る
。

『
大
日
経
』
『
金
剛
頂
経
』
な
ど
の
イ
ン
ド
中
期
の
密
教
経
典
の
成
立
に
よ
っ
て
、
密
教
は
古
代
イ
ン
ド
の
呪
法
と
、
佛
教
教
理
と
の
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↑
伝
統
的
に
佛
教
経
典
は
歴
史
的
な
人
物
で
あ
る
釈
尊
の
説
法
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
中
期
の
密
教
経
典
は
、
真
理

を
人
格
化
し
た
法
身
大
日
如
来
を
教
主
と
す
る
。
密
教
を
法
身
大
日
如
来
の
説
と
み
な
し
、
報
身
、
応
身
の
説
で
あ
る
顕
教
と
の
相
違
点

の
第
一
に
あ
げ
た
の
は
弘
法
大
師
・
空
海
で
あ
る
。
法
身
の
不
説
と
い
う
伝
統
的
な
佛
教
の
説
を
否
定
し
て
、
積
極
的
に
法
身
の
説
法
を

主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
現
象
界
の
一
点
の
事
物
が
、
そ
の
ま
ま
絶
対
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
み
る
宗
教
体
験
の
中
か
ら
生

ま
れ
出
た
佛
身
観
の
新
し
い
展
開
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

法
身
説
法
を
主
張
す
る
真
言
密
教
の
立
場
は
、
真
理
は
法
と
い
う
言
葉
の
概
念
だ
け
に
よ
っ
て
は
把
え
な
い
。
法
も
人
格
化
さ
れ
て
、

人
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
空
海
の
『
般
若
心
経
秘
鍵
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
般
若
心
経
』
は
『
大
般
若
経
』
六
百
巻
の

摘
要
で
は
な
く
、
大
般
若
菩
薩
の
自
内
証
の
披
瀝
と
み
る
独
特
な
見
解
の
中
に
、
そ
れ
は
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
法
の
人

格
的
な
理
解
が
、
密
教
経
典
の
中
で
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

密
教
の
思
想
的
な
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
包
摂
と
純
化
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
密
教
は
な
に
よ
り
も
宗
教
体
験
を
重
視
し
、

そ
こ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
、
密
教
に
思
想
性
が
欠
如
す
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
密
教
経
典
の
中
に
は
、
原
始
佛
教
よ
り
大
乗
佛
教
に
い
た
る
佛
教
の
主
要
な
教
義
と
思
想
が
継
承
さ
れ
、

ま
た
ア
ー
リ
ャ
起
源
、
非
ア
ー
リ
ャ
起
源
を
問
わ
ず
、
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
が
集
約
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

密
教
は
外
国
で
は
通
常
タ
ン
ト
ラ
佛
教
と
い
わ
れ
る
。
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
（
国
属
目
“
旨
）
に
は
、
イ
ン
ド
古
来
の
伝
統
的
な
祭
式
、
讃
歌
、

綜
合
が
果
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
面
に
お
い
て
、
職
伽
、
禅
定
、
修
習
と
い
っ
た
実
践
を
そ
の
基
盤
に
も
ち
な
が
ら
、

具
体
的
な
方
法
を
直
接
説
く
こ
と
の
な
か
っ
た
佛
教
経
典
が
、
宗
教
体
験
と
直
結
す
る
方
法
を
は
じ
め
て
披
瀝
し
た
と
み
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
』
フ
。

二
思
想
的
な
綜
合
性
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儀
礼
苦
行
、
琉
伽
と
い
っ
た
宗
教
的
な
行
為
か
ら
＄
日
常
生
活
上
の
習
慣
、
風
習
、
法
律
、
伝
承
、
さ
ら
に
は
医
学
、
天
文
学
、
呪
術

な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
的
な
い
し
は
日
常
的
な
行
為
、
さ
ら
に
は
禁
欲
主
義
か
ら
快
楽
主
義
、
唯
心
論
か
ら
唯
物
論
な
ど
幅
広
い
思
想

を
含
む
。
つ
ま
り
そ
れ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
宗
教
、
生
活
、
文
化
の
一
切
を
含
ん
だ
名
称
で
あ
る
。
密
教
は
こ
う
い
っ
た
タ
ン
ト
リ
ズ

ム
を
基
盤
と
す
る
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
経
典
の
中
に
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
一
切
の
文
化
が
凝
縮
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
中
に
は

百
科
辞
典
と
み
ま
が
う
ば
か
り
の
、
ハ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
経
典
も
あ
る
。

佛
教
思
想
、
、
ハ
ラ
モ
ン
教
に
祖
型
を
も
つ
宗
教
儀
礼
、
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
起
源
の
神
が
み
に
ま
じ
っ
て
、
数
学
、
地
理
学
、
薬
学
、
医
学
、

天
文
学
と
い
っ
た
自
然
科
学
の
領
域
に
ま
で
及
ぶ
密
教
経
典
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
き
わ
め
て
広
い
。
真
言
宗
の
相
承
系
譜
の
上
で
、
八
祖

の
一
人
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
中
国
生
れ
の
一
行
禅
師
は
、
天
台
、
禅
、
道
教
な
ど
に
通
じ
た
学
僧
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
数

学
、
天
文
学
に
も
秀
で
、
太
術
暦
と
い
う
精
度
の
高
い
暦
を
製
作
し
た
す
ぐ
れ
た
天
文
学
者
で
も
あ
っ
た
。
密
教
の
中
に
は
、
こ
う
し
た

宗
教
と
科
学
が
両
立
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
性
格
を
内
包
し
て
い
る
。

密
教
経
典
の
も
つ
多
様
性
は
、
密
教
独
自
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
イ
ン
ド
思
想
な
い
し
東
洋
思
想
の
も
つ
特
色
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
各
種
各
様
の
文
化
を
包
摂
し
、
混
合
し
、
巨
大
な
一
つ
の
奔
流
と
化
し
て
し
ま
う
東
洋
文
化
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
、
純
粋
性
と

か
単
一
性
を
た
っ
と
ぶ
西
洋
の
近
代
文
化
と
は
あ
い
入
れ
な
い
面
が
少
な
く
な
い
。
従
来
、
密
教
を
は
じ
め
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
が
も

つ
複
合
性
、
重
層
性
に
対
す
る
近
代
人
の
評
価
は
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
こ
れ
ら
東
洋
文
化
に
徐
女
に
焦
点
が
あ
て

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の
近
代
文
明
の
挫
折
と
か
な
ら
ず
し
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

密
教
は
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
文
化
、
民
俗
文
化
の
多
く
を
負
欲
に
摂
取
し
、
そ
の
中
に
重
層
的
に
積
み
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
と

き
に
は
佛
教
的
な
色
彩
よ
り
も
、
外
教
的
な
雰
囲
気
を
濃
厚
に
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
か
っ
て
密
教
と
は
佛
教
の
衣

③

を
着
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
あ
る
と
評
し
た
学
者
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
密
教

経
典
の
中
に
は
イ
ン
ド
古
来
の
呪
術
も
、
宗
教
儀
礼
も
、
神
秘
思
想
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
も
、
民
間
信
仰
も
、
自
然
科
学
も
一
切
合
財
つ

47



め
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
密
教
は
こ
れ
ら
イ
ン
ド
の
既
存
文
化
を
無
差
別
に
摂
取
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
注
意
し
て
み
る
と
、
密
教
は

こ
れ
ら
の
外
教
的
な
要
素
を
外
形
的
に
は
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
な
が
ら
へ
内
容
の
上
で
は
、
徐
友
に
佛
教
的
に
改
変
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
、
ハ
ラ
モ
ン
教
に
起
源
を
も
つ
護
摩
法
を
摂
取
し
、
そ
れ
を
供
物
の
天
上
へ
の
運
搬
に
よ
る
神
が
み
の
慰
撫
に
と
ど
め
ず
、
燃
焼
す
る

火
を
、
自
己
の
煩
悩
の
破
壊
に
み
ち
び
く
内
護
摩
に
昇
華
し
て
い
る
。
現
世
利
益
を
目
的
と
す
る
寺
ハ
ラ
モ
ン
教
あ
る
い
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の

呪
法
を
採
用
し
つ
つ
、
そ
れ
を
究
極
的
に
は
成
佛
の
法
に
変
質
さ
せ
て
い
く
。
ま
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
諸
神
を
大
幅
に
密
教
の
。
〈
ン
テ
ォ
ン
に

組
み
入
れ
、
曼
茶
羅
を
構
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
佛
教
教
理
の
裏
づ
け
を
与
え
て
い
る
。
要
す
る
に
密
教
は
イ
ン
ド
人
の
卑
近
な
宗
教
行

事
と
か
、
土
俗
信
仰
、
日
常
生
活
の
習
慣
な
ど
を
極
力
利
用
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
徐
禽
に
佛
教
思
想
に
す
り
か
え
て
い
こ
う
と
し
た
。

『
大
日
経
』
『
金
剛
頂
経
』
と
い
っ
た
イ
ン
ド
中
期
の
密
教
経
典
、
さ
ら
に
『
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
』
と
か
『
ヘ
ー
ヴ
ァ
ジ
ラ
タ
ソ
ト
ラ
』

と
い
っ
た
後
期
の
密
教
経
典
の
中
に
は
、
中
観
、
唯
識
、
如
来
蔵
と
い
っ
た
大
乗
佛
教
の
代
表
的
な
思
想
が
＄
修
法
の
儀
軌
の
中
に
巧
み

に
生
か
さ
れ
て
い
る
例
を
数
多
く
み
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

密
教
は
こ
れ
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
習
慣
、
儀
礼
、
呪
法
な
ど
を
大
胆
に
摂
取
し
つ
つ
、
次
第
に
そ
れ
を
佛
教
教
理
を
も
っ
て
純
化
し
、

内
面
化
し
、
思
想
化
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
一
切
の
イ
ン
ド
文
化
と
思
想
が
、
密
教
の
中
に
綜
合
的
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
い
つ

弘
法
大
師
・
空
海
に
お
い
て
、
神
秘
体
験
の
理
論
化
と
、
民
俗
文
化
の
綜
合
化
が
さ
ら
に
お
し
進
め
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

大
乗
佛
教
思
想
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
た
密
教
で
は
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
独
自
の
思
想
的
な
展
開
を
と
げ
た
。
日
本
に
お
け
る

真
言
密
教
に
あ
っ
て
は
、
在
来
の
民
間
信
仰
を
摂
取
し
、
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
時
代
の
佛
教
思
想
を
全
般
的
に
網
羅
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

価
値
批
判
を
与
え
、
一
つ
の
思
想
体
系
に
ま
で
構
成
す
る
。
空
海
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
『
十
住
心
論
』
に
お
い
て
イ
ン
ド
・
中
国
の
外

教
か
ら
、
小
乗
・
大
乗
の
各
宗
の
思
想
が
第
一
住
心
か
ら
第
十
住
心
ま
で
段
階
的
に
配
列
さ
れ
、
最
上
位
に
密
教
が
置
か
れ
る
。
そ
れ
は

教
判
の
書
で
あ
り
、
一
種
の
価
値
体
系
が
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
第
十
住
心
の
密
教
の
立
場
か
ら
全
住
心
を
包
摂

内
面
化
し
、
思
想
化
↑

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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究
極
の
真
理
を
悟
っ
た
そ
の
境
界
を
、
直
接
文
字
と
か
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
佛
教
経
典
と
か
論
書
に
お
い
て
、

そ
れ
を
あ
ら
わ
す
た
め
、
あ
る
場
合
は
不
・
非
な
ど
の
否
定
詞
を
重
ね
、
ま
た
廃
詮
絶
慮
、
言
語
道
断
と
そ
の
表
現
を
放
棄
す
る
。
密
教

で
も
、
そ
れ
を
自
内
証
、
聖
智
の
境
界
、
三
摩
地
の
法
と
し
て
、
直
接
的
な
表
現
を
避
け
て
い
る
。
そ
れ
は
琉
伽
の
法
を
通
じ
て
各
自
の

宗
教
体
験
の
中
で
の
み
把
握
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
言
宗
の
教
判
の
書
の
一
で
あ
る
『
十
住
心
論
』
を
簡
略
化
し
た
『
秘

蔵
宝
鋪
』
に
お
い
て
も
、
第
九
住
心
ま
で
佛
教
各
宗
各
派
の
経
論
を
援
引
し
て
そ
の
理
論
的
な
根
拠
を
説
明
す
る
が
、
第
十
秘
密
荘
厳
心

は
、
た
だ
『
菩
提
心
論
』
の
三
摩
地
を
説
く
個
所
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
み
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
ま
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
密
教
は
ま
た
、
最
高
の
真
実
を
表
現
す
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
。
象
徴
を
も
っ
て
す
る
表
現
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
弘
法
大
師
・

空
海
が
唐
よ
り
帰
朝
し
て
、
朝
廷
に
提
出
し
た
報
告
書
と
も
い
う
べ
き
『
御
請
来
目
録
』
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
害
か

れ
て
い
る
。

し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
下
位
に
配
せ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
住
心
も
ま
た
、
真
理
に
到
達
し
た
眼
か
ら
み
れ
ば
、
す
べ
て
密
教
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
う
全
面
肯
定
の
立
場
が
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
包
摂
と
純
化
と
い
う
密
教
の
基
本
線
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
究
極

の
展
開
を
み
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

ｇ「
法
は
も
と
よ
り
言
な
け
れ
ど
も
、
言
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
顕
れ
ず
、
真
如
は
色
を
絶
す
れ
ど
も
、
色
を
待
っ
て
す
な
わ
ち
悟
る
。
月

指
に
迷
う
と
い
え
ど
も
、
提
衡
極
ま
り
な
し
。
目
を
驚
か
す
の
奇
観
を
貴
ば
ず
、
誠
に
す
な
わ
ち
国
を
鎮
め
、
人
を
利
す
る
の
宝
な

り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
密
蔵
深
玄
に
し
て
翰
墨
に
載
せ
が
た
し
。
更
に
図
画
を
仮
り
て
悟
ら
ざ
る
に
開
示
す
。
種
女
の
威
儀
、
種
だ

の
印
契
、
大
悲
よ
り
出
で
て
一
親
に
成
佛
す
。
経
疏
に
秘
略
し
て
、
之
を
図
像
に
載
せ
た
り
。
密
蔵
の
要
、
実
に
こ
こ
に
蕊
れ
り
。

伝
法
受
法
こ
れ
を
棄
て
て
誰
ぞ
。
海
会
の
根
源
こ
れ
す
な
わ
ち
こ
れ
に
当
れ
り
・
‐
一

三
象
徴

|生
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こ
の
文
に
続
い
て
、
請
来
の
法
具
、
曼
茶
羅
の
類
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
真
理
は
言
語
表
現
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
絵
画

と
か
法
具
を
用
い
て
象
徴
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

現
象
界
の
一
切
の
事
物
に
対
し
て
、
二
通
り
の
見
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
表
面
的
な
通
り
一
辺
な
見
方
に
も
と
づ
く
理
解
を
い
う
浅
略

釈
と
、
事
物
の
本
質
を
み
と
お
す
深
秘
釈
と
で
あ
る
。
真
理
を
佛
身
と
す
る
法
身
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
、
永
遠
に
説
法
を
し
て
い
る
と
い

う
密
教
独
自
の
法
身
説
法
と
い
う
思
想
は
、
宗
教
体
験
を
得
た
覚
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
深
秘
釈
を
前
提
と
し
て
い
る
。
密
教
で
は
、
真

理
を
象
徴
と
い
う
媒
介
を
通
じ
て
具
体
的
に
表
現
し
、
そ
れ
を
曼
茶
羅
と
し
て
展
開
す
る
。

曼
茶
羅
と
い
う
の
は
、
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
な
絵
画
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
け
を
い
う
の
で
は
な
い
。
密
教
で
は
、
曼
茶
縦
を
形

態
の
上
か
ら
四
種
類
に
分
っ
。
大
、
三
昧
耶
、
法
、
溺
磨
の
四
種
で
あ
る
。
大
曼
茶
羅
と
は
、
絵
に
描
か
れ
た
り
、
土
檀
に
築
か
れ
た
り

し
よ

し
た
曼
茶
羅
と
か
、
佛
像
な
ど
現
実
的
な
姿
を
と
っ
た
も
の
を
指
す
。
三
昧
耶
曼
茶
羅
と
は
、
金
剛
杵
、
輪
宝
、
鈴
な
ど
の
法
具
を
い
う
。

さ
ん
ま
や
ぎ
よ
う

こ
れ
ら
の
法
具
は
、
真
理
を
三
味
耶
形
を
も
っ
て
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
法
曼
茶
羅
と
は
、
梵
字
を
一
シ
ラ
ブ
ル
な
い
し

し
ゆ
じ

数
文
字
に
区
切
り
、
絶
対
の
真
理
の
一
部
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
し
た
種
子
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
最
後
に
鶏
磨
曼
茶
羅
と
は
、
現
実
世

界
の
一
切
の
活
動
の
面
を
曼
茶
羅
と
し
て
把
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
種
の
曼
茶
羅
は
形
態
を
異
に
し
て
い
る
が
、
本
源
的
に
は
そ

れ
ぞ
れ
が
不
離
に
結
び
つ
き
合
っ
て
い
る
。
密
教
で
は
、
こ
う
し
た
現
実
世
界
に
お
い
て
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
の
中
に

潜
む
象
徴
を
通
じ
て
、
絶
対
の
世
界
の
把
握
を
可
能
と
す
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
媒
介
物
を
通
さ
ず
真
理
に
直
性
す
る
禅
の

立
場
と
基
本
的
に
異
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
理
は
認
識
作
用
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、

身
、
意
の
感
覚
器
官
の
す
兼
へ
て
を
活
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色
、
声
、
香
、
味
、
所
触
、
法
の
対
境
の
中
で
把
え
ら
れ
る
と
い
う
。

現
代
社
会
に
お
い
て
、
絵
画
、
音
楽
な
ど
の
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
、
密
教
が
注
目
さ
れ
る
の
も
、
こ
う
い
っ
た
密
教
の
象
徴
性
に
よ
る

現
代
社
会
に
お
い
一

と
こ
ろ
が
大
き
い
。

密
教
の
象
徴
性
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
儀
礼
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
密
教
は
身
体
と
言
語
と
心
の
三
者
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を
三
密
と
称
し
、
こ
の
三
密
の
融
合
に
よ
っ
て
即
身
に
成
佛
す
る
と
説
く
。
そ
の
た
め
に
複
雑
で
は
あ
る
が
、
一
定
の
組
織
を
も
っ
た
修

法
の
次
第
が
構
成
さ
れ
る
。
宗
教
儀
礼
を
通
じ
て
、
絶
対
の
真
理
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
四
種
の
曼
茶
羅
の
う

ち
の
褐
磨
曼
茶
羅
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

密
教
の
こ
う
い
っ
た
修
法
の
次
第
は
、
外
形
的
に
み
れ
ば
、
、
〈
ラ
モ
ン
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
的
な
色
彩
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
イ
ン
ド
中
期
の
密
教
経
典
の
中
で
、
密
教
の
儀
礼
に
は
、
大
乗
佛
教
の
特
色
あ
る
思
想
が
形
を
変
え
て
包
含
せ
ら
れ
て
い
る
。
密
教
は

大
乗
佛
教
の
思
想
を
、
直
接
的
に
継
承
し
て
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
を
、
修
法
の
儀
礼
の
中

⑤

に
象
徴
化
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
た
と
み
ら
れ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
大
乗
思
想
の
儀
軌
化
と
呼
ん
で
い
る
。

『
大
日
経
』
の
第
一
章
に
あ
た
る
住
心
品
は
、
人
間
の
心
の
解
明
に
鋭
い
分
析
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
菩
提
す
な
わ
ち
悟

り
と
は
、
み
ず
か
ら
の
心
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
こ
と
で
あ
る
、
と
ま
ず
規
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
心
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
汚
れ
と

ひ
ず
み
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
本
性
と
し
て
は
清
浄
で
あ
っ
て
、
空
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
悟
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
菩
提
心
と
は
、
菩
提
を
求
め
る
心
で
は
な
く
、
心
そ
の
も
の
が
菩
提
で
あ
る
と
い
う
関
係
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
菩
提
と
心

が
不
二
で
あ
り
、
空
性
で
あ
る
と
論
ず
る
に
、
中
観
と
か
如
来
蔵
思
想
の
思
弁
が
応
用
さ
れ
る
。
し
か
し
修
法
の
次
第
を
中
心
に
説
く
第

二
章
以
下
で
は
、
大
乗
佛
教
の
思
想
面
は
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
『
大
日
経
』
の
世
間
成
就
品
、
説
本
尊
三
昧
品
な
ど
で
は
、
菩
提
心

を
月
輪
と
し
て
観
法
す
る
儀
軌
に
変
化
し
て
い
る
。

自
己
の
心
を
観
察
し
、
そ
れ
が
菩
提
に
ほ
か
な
ら
ず
と
悟
り
、
究
極
的
に
自
己
と
本
尊
と
の
一
体
観
を
達
成
す
る
た
め
の
修
法
次
第
が

構
成
さ
れ
た
。
『
金
剛
頂
経
』
の
中
心
的
な
経
典
で
あ
る
『
真
実
摂
経
』
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
五
相
成
身
観
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
間
の

心
の
実
相
を
探
求
す
る
過
程
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
大
乗
佛
教
に
特
有
の
理
論
構
成
は
影
を
ひ
そ
め
る
。
『
真
実
摂
経
』
は
月
輪
に
自
性
清

浄
心
を
、
五
鈷
金
剛
杵
に
五
智
を
象
徴
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
観
法
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
、
行
者
と
佛
身
、
つ
ま
り
小
宇
宙
と
大
宇
宙
の

不
二
に
導
く
意
図
を
も
つ
。
大
乗
佛
教
の
術
語
を
用
い
ず
し
て
、
観
法
次
第
の
中
に
、
大
乗
思
想
を
巧
み
に
集
約
さ
せ
、
体
験
の
中
で
そ

R1
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密
教
の
成
佛
論
の
基
本
は
、
身
・
口
・
意
の
三
密
職
伽
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
者
が
手
に
印
契
を
結
び
、
口
に
真
言
を
唱
え
、
意
を
三

摩
地
に
置
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
行
者
の
身
・
口
・
意
の
三
業
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
佛
の
身
・
口
・
意
の
三
密
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
悟
る
。
行
者
も
佛
も
と
も
に
地
水
火
風
空
識
の
六
大
に
よ
っ
て
な
り
た
ち
、
こ
れ
ら
が
互
に
無
碍
に
渉
入
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
現

実
世
界
の
行
者
（
小
宇
宙
）
を
、
絶
対
世
界
の
佛
（
大
宇
宙
）
と
不
二
と
す
る
根
拠
を
求
め
る
。
こ
う
い
っ
た
密
教
の
即
身
成
佛
の
思
想
は
、

顕
教
の
説
く
長
時
日
の
修
行
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
の
成
佛
、
つ
ま
り
三
劫
成
佛
に
対
し
て
特
色
あ
る
成
佛
論
と
な
っ
て
い
る
。

密
教
の
即
身
成
佛
は
、
三
密
行
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
た
め
、
往
女
に
し
て
、
密
教
は
自
力
に
よ
る
成
佛
を
説
く
と
考
え
ら
れ
や
す
い
。

三
密
の
行
を
な
す
も
の
は
行
者
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
自
力
と
断
定
し
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
成
佛
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
か
ら
も
他

力
を
連
想
し
に
く
い
。

⑥

一
方
、
密
教
の
成
佛
を
他
力
と
み
る
説
も
出
さ
れ
た
。

は
な
い
の
と
同
様
、
佛
の
加
蛙

『
即
身
成
佛
義
』
に
お
い
て
、

れ
を
会
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
構
成
は
、
密
教
独
自
の
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑦「
六
大
無
号
に
し
て
常
に
琉
伽
な
り
。
（
体
）

四
種
曼
茶
各
女
離
れ
ず
。
（
相
）

三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
る
。
（
用
）

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
く
。
（
無
尋
）
」

⑧

と
、
密
教
の
即
身
成
佛
の
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
三
密
加
持
」
は
、
伝
統
的
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
二
通
り
あ
る
が
、

佛
を
他
力
と
み
る
説
も
出
さ
れ
た
。
成
佛
論
に
佛
の
加
持
を
説
く
か
ら
で
あ
る
。
三
密
琉
伽
行
が
そ
の
ま
ま
自
力
で

佛
の
加
持
そ
の
も
の
を
他
力
と
規
定
す
る
の
も
早
急
に
す
ぎ
よ
う
。
弘
法
大
師
・
空
海
は
、
そ
の
主
著
の
一
で
あ
る

四
救
済
の
信
仰
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こ
の
よ
う
に
密
教
経
典
の
中
に
は
、
絶
対
自
力
も
絶
対
の
他
力
の
思
想
も
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
密
教
を
中
心
と
し
て
宗
団
が
形
成

さ
れ
、
在
家
信
者
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
佛
論
が
い
ち
じ
る
し
い
変
化
を
う
け
る
に
い
た
っ
た
。
弘
法
大
師
の
入
定
信
仰
な
い
し
救

済
信
仰
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
師
は
入
滅
せ
ず
、
永
遠
の
定
に
入
っ
て
、
民
衆
を
救
済
す
る
と
い
う
信
仰
が
、
十
世
紀
の
は
じ
め
こ
ろ
か
ら

も
明
瞭
な
よ
う
に
、
密
教
の
成
佛
季

佛
が
可
能
と
な
る
と
い
う
に
あ
る
。

佛
の
加
持
力
の
み
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
解
釈
は
な
い
。
一
は
佛
と
如
来
の
三
密
が
互
に
加
入
し
、
互
に
摂
持
す
る
意
味
で
あ
る
。
他
の
一

は
佛
の
大
悲
に
よ
っ
て
力
が
加
わ
り
、
行
者
の
信
心
が
そ
れ
を
感
じ
、
受
持
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
即
身
成
佛
義
』
に

別
友
の
個
所
に
説
か
れ
て
い
る
解
釈
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

一
の
解
釈
は
、
空
海
の
『
大
日
経
開
題
』
に
お
い
て
、

⑨「
加
持
と
は
ま
た
加
被
と
い
う
。
往
来
渉
入
を
加
と
し
、
摂
し
て
散
さ
ざ
る
を
持
と
す
。
す
な
わ
ち
入
我
我
入
の
義
こ
れ
な
り
。
」

と
い
う
意
味
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
二
の
解
釈
は
、
恵
果
も
し
く
は
空
海
の
説
を
ま
と
め
た
と
い
わ
れ
る
『
秘
蔵
記
』
に
、

⑩「
加
と
は
諸
佛
の
護
念
な
り
。
持
と
は
我
が
自
行
な
り
。
」

と
あ
る
に
近
い
。
加
持
と
い
う
語
は
、
一
見
、
如
来
の
大
悲
に
よ
る
加
被
の
力
と
の
み
解
さ
れ
や
す
い
が
、
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
そ
れ
を

受
持
す
る
衆
生
の
力
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
密
教
の
成
佛
論
は
、
一
慨
に
自
力
と
か
他
力
と
か
と
規
定
し

『
大
日
経
』
第
七
巻
の
供
養
儀
式
品
第
三
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
偶
が
あ
る
。

⑪「
我
が
功
徳
力
と
、
如
来
の
加
持
力
を
も
っ
て
、
お
よ
び
法
界
力
を
も
っ
て
、
普
く
供
養
し
住
す
。
」

つ
ま
り
行
者
の
三
密
行
の
功
徳
力
に
よ
っ
て
、
如
来
の
大
悲
を
も
っ
て
加
持
力
が
加
わ
り
、
法
界
平
等
の
力
を
も
っ
て
、
普
く
供
養
す
れ

ば
成
就
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
力
の
偶
と
し
て
、
真
言
宗
寺
院
で
し
ば
し
ば
唱
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
力
の
偶
に
よ
っ
て

も
明
瞭
な
よ
う
に
、
密
教
の
成
佛
論
は
、
行
者
の
三
密
球
伽
の
力
に
、
如
来
が
応
じ
て
加
持
力
を
現
じ
、
法
界
平
等
の
力
が
加
わ
っ
て
成

え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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日
本
の
庶
民
の
間
に
根
強
く
ひ
ろ
が
っ
た
。

民
衆
は
弘
法
大
師
の
入
定
を
信
じ
、
大
師
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
救
済
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
。
三
密
行
に
よ
る
即
身
成

佛
を
説
い
た
弘
法
大
師
・
空
海
が
、
帰
依
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
者
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
後
期
密
教
に
お
い
て
も
、
特
別
な
威
力
を
具
え
た
宗
教
的
偉
人
が
、
尊
者
（
目
昏
凹
）
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
そ
の
加
護
を
期
待
す

る
ナ
ー
タ
崇
拝
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
期
が
あ
る
。
や
は
り
密
教
に
は
一
面
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
救
済
の
構
造
が
付
随
し
や
す
い
性
格
を

も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

佛
教
の
出
家
修
行
者
は
、
世
俗
生
活
の
放
棄
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
教
団
に
お
い
て
世
俗
の
種
姓
は
無
視
さ
れ
、
世
俗
的
な
権
力
か
ら
の

回
避
が
は
か
ら
れ
る
。
出
家
修
行
者
の
目
的
で
あ
る
正
覚
に
と
っ
て
、
世
俗
は
無
意
味
で
あ
る
た
め
、
極
力
そ
れ
か
ら
の
離
脱
が
要
請
さ

れ
た
。
一
方
、
大
乗
佛
教
は
在
家
修
行
者
を
主
体
と
し
て
、
そ
の
教
団
を
拡
大
し
て
い
っ
た
た
め
、
初
期
佛
教
の
時
代
の
よ
う
に
、
世
俗

に
背
を
向
け
る
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
衆
生
の
利
益
に
身
を
捧
げ
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
正
覚
に
向
う
利
他
の
行
は
、

必
然
的
に
世
俗
生
活
と
喋
り
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
・

大
乗
の
出
家
修
行
者
は
、
喧
燥
を
離
れ
た
阿
藺
若
処
に
住
し
、
村
落
に
住
む
人
び
と
の
中
に
入
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
佛
塔
を
拝
し
、
あ

る
い
は
波
羅
蜜
行
を
実
践
す
る
在
家
信
者
の
精
神
的
な
指
導
に
力
を
借
し
た
。
一
方
、
人
里
は
な
れ
た
山
林
と
か
川
辺
に
お
い
て
、
修
行

に
は
げ
む
行
者
の
集
団
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
聡
伽
の
行
に
は
げ
む
大
乗
の
出
家
修
行
者
も
あ
り
、
ま
た
イ
ン
ド
古
来
の
伝
統
的
な

宗
教
儀
礼
を
行
う
尋
ハ
ラ
モ
ン
僧
や
、
イ
ン
ド
民
衆
の
問
に
人
気
の
あ
っ
た
神
が
み
を
ま
つ
り
、
供
養
を
捧
げ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
行
者
も

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
行
者
も
混
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
人
里
は
な
れ
た
寂
静
所
に
お
い
て
琉
伽
を
行
じ
、

宗
教
儀
礼
を
行
い
、
神
が
み
を
供
養
し
た
行
者
集
団
の
中
か
ら
、
密
教
の
経
典
と
か
儀
軌
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
実
践
の
原
理
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確
実
に
そ
れ
を
証
明
す
る
資
料
が
い
ま
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
呪
法
の
経
典
の
出
現
、
儀
礼
の
整
備
、
大
乗
佛
教
の
教
理
的
な
裏
づ
け

な
ど
、
密
教
経
典
の
形
成
と
発
展
過
程
を
た
ど
る
中
で
、
こ
う
い
っ
た
出
家
行
者
群
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

密
教
経
典
と
か
儀
軌
に
お
い
て
、
修
行
す
、
へ
き
適
地
と
し
て
、
人
里
は
な
れ
た
寂
靜
所
の
み
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
密
教
の
儀
軌

に
よ
っ
て
修
行
し
、
あ
る
い
は
そ
の
修
法
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
世
俗
生
活
の
否
定
が
ま
ず
要
請
さ
れ
る
。

密
教
が
宗
教
体
験
の
世
界
に
そ
の
基
盤
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
非
俗
を
本
質
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
イ
ン
ド
の
中

期
密
教
の
代
表
経
典
で
あ
る
『
大
日
経
』
に
お
い
て
も
、
修
法
の
場
所
と
し
て
、
人
里
の
喧
燥
を
避
け
た
山
林
、
川
辺
な
ど
が
指
示
さ
れ

て
い
る
。
大
宇
宙
と
の
交
流
を
目
ざ
す
神
秘
主
義
の
宗
教
に
お
い
て
、
非
俗
に
身
を
置
く
こ
と
は
不
可
欠
の
要
件
と
も
い
え
よ
う
。
し
か

し
一
方
、
利
他
行
の
重
要
性
を
説
く
大
乗
佛
教
の
一
環
と
し
て
世
俗
と
の
か
か
わ
り
を
放
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．
住
心
品
第
一
に

お
い
て
、
悟
り
と
は
な
に
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、

⑫「
菩
提
心
を
因
と
し
、
大
悲
を
根
と
し
、
方
便
を
究
寛
と
す
」
の
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
如
来
の
大
悲
に
も
と
づ
く
、

衆
生
救
済
の
方
便
活
動
の
中
に
、
密
教
の
究
極
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
『
大
日
経
』
に
よ
っ
て
え
が
か
れ
た
曼
茶
羅
は
、
大
悲
胎

蔵
生
曼
茶
羅
、
つ
ま
り
母
胎
の
よ
う
に
万
物
を
生
み
育
て
る
如
来
の
大
悲
よ
り
生
じ
た
曼
茶
羅
と
い
う
名
を
も
つ
・
密
教
の
方
便
活
動
を

象
徴
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
央
集
権
体
制
の
強
固
で
あ
っ
た
唐
代
に
、
密
教
は
世
俗
重
視
の
立
場
を
護
国
思
想
の
形
で
強
調
し
、
中
国
社
会
へ
の
移
植
に
成
功
し

⑬

た
。
そ
れ
を
日
本
に
移
し
、
定
着
さ
せ
た
弘
法
大
師
。
空
海
は
、
密
教
の
も
つ
非
俗
と
俗
の
両
面
を
同
時
に
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

非
俗
の
面
は
、
高
野
山
を
中
心
と
し
た
禅
定
の
静
の
活
動
に
お
い
て
、
俗
の
面
は
、
東
寺
を
中
心
と
し
た
鎮
護
国
家
、
庶
民
救
済
の
世
俗

的
、
対
社
会
的
な
動
の
活
動
に
お
い
て
で
あ
る
。

日
本
密
教
で
は
そ
の
の
ち
、
非
俗
を
志
向
す
る
静
の
禅
定
、
神
秘
体
験
の
面
は
、
事
相
と
い
う
行
法
の
特
殊
な
枠
の
内
に
埋
没
さ
せ
て

し
ま
い
、
形
骸
化
す
る
に
い
た
る
。
一
方
、
世
俗
を
志
向
す
る
対
社
会
活
動
の
面
は
、
そ
の
対
象
が
あ
る
場
合
に
は
、
皇
族
、
貴
族
に
対

貝巨
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す
る
奉
仕
と
い
う
低
い
次
元
に
極
限
さ
れ
た
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
佛
教
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
戒
を
厳
守
す
る

と
と
も
に
、
衆
生
救
済
の
た
め
の
社
会
活
動
に
托
身
し
た
俊
秘
、
叡
尊
、
忍
性
と
い
っ
た
鎌
倉
時
代
の
活
動
家
と
か
、
明
忍
、
良
永
と
い

っ
た
江
戸
時
代
の
戒
律
復
興
運
動
者
で
あ
る
と
と
も
に
慈
善
運
動
者
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
真
言
宗
の
伝
統
の
中
か
ら
出
た
人
た
ち
で
あ
る
。

ま
た
江
戸
時
代
に
、
佛
教
は
庶
民
の
行
住
坐
臥
の
中
に
浸
透
し
、
士
農
工
商
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
中
に
融
合
し
、
日
常
生
活
化
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
佛
教
の
社
会
化
、
世
俗
化
の
中
に
あ
っ
て
、
密
教
の
果
し
た
役
割
は
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、

現
実
を
重
視
し
、
現
実
の
中
に
絶
対
の
真
理
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
密
教
の
「
即
事
而
真
」
の
思
想
が
有
効
に
働
い
て
い
た
。

⑭
⑮

即
事
而
真
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
『
法
華
玄
義
』
と
か
『
摩
訶
止
観
』
に
出
て
く
る
も
の
で
、
密
教
特
有
の
言
葉
と
は
い
え
な
い
。

⑯『
大
日
経
疏
』
が
こ
れ
を
受
け
つ
ぎ
、
密
教
の
世
俗
重
視
を
巧
み
に
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
非
俗
の
世
間
に
住
し
な
が
ら
、
世
俗
世
界
に
絶
対
の
価
値
を
認
め
、
世
俗
面
の
活
動
を
究
極
と
み
る
密
教
に
お
い
て
、
実
践
活
動
に

対
す
る
理
論
的
な
根
拠
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
密
教
の
特
質
と
し
て
、
一
、
宗
教
体
験
と
の
直
結
、
二
、
思
想
的
な
綜
合
性
、
三
、
象
徴
性
、
四
、
救
済
の
信
仰
、
五
、
実
践

の
原
理
の
五
つ
の
点
を
取
り
上
げ
た
。
最
初
に
も
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
五
点
は
密
教
に
の
み
特
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、
佛
教
の

他
の
流
れ
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
大
乗
佛
教
の
中
で
、
共
通
点
を
多
女
み
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
通
常
の
教
判
諭
と
は
異
っ
て
い
る
。

日
本
と
か
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
と
い
っ
た
密
教
を
中
心
と
し
て
教
団
を
構
成
し
、
教
義
を
構
成
す
る
と
き
、
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た
教
判
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
次
元
に
お
け
る
密
教
の
定
義
づ
け
と
し
て
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
イ
ン
ド
、
中
国
、
チ
毒
ヘ
ッ
ト
、
日
本
と
い
っ
た
特
定

の
地
域
に
定
着
し
た
密
教
を
基
準
と
す
る
と
き
、
そ
こ
で
取
り
出
さ
れ
た
特
色
は
他
の
地
域
に
は
適
応
し
に
く
い
。
密
教
と
い
う
こ
の
普

遍
的
な
佛
教
の
一
面
を
規
定
す
る
に
は
、
全
体
に
共
通
す
る
特
色
を
探
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
佛
教
、
と
く
に
大
乗
佛
教

の
一
形
態
と
し
て
の
密
教
の
位
置
づ
け
を
意
図
す
る
た
め
に
、
密
教
の
も
つ
異
質
性
よ
り
も
、
大
乗
佛
教
の
い
ず
れ
か
の
面
と
の
同
質
性

戸ハ
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が
表
面
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
個
女
の
特
質
は
、
大
乗
佛
教
の
各
学
派
・
各
宗
派
の
い
ず
れ
か
と
類
似
点
は
も
つ
け
れ
ど

も
、
こ
れ
ら
五
つ
の
特
色
を
全
体
と
し
て
も
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
密
教
の
特
殊
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
個
女
の
特
質
の
詳

細
な
論
述
は
、
煩
墳
な
手
続
を
必
要
と
す
る
た
め
、
他
日
を
期
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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