
日
蓮
の
著
作
の
中
で
、
立
正
安
国

次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

佛
御
年
七
十
二
の
年
、
摩
娼
桿

を
ぱ
そ
の
中
に
お
さ
め
て
、
四

こ
れ
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
七
十
二

佛
御
年
七
十
二
の
年
、
摩
娼
提
国
霊
鷲
山
と
申
す
山
に
し
て
、
無
量
義
経
を
と
か
せ
給
ひ
し
に
，
四
十
余
年
の
経
女
を
あ
げ
て
枝
葉

を
ぱ
そ
の
中
に
お
さ
め
て
、
四
十
余
年
未
顕
真
実
と
打
消
し
給
は
こ
れ
な
り
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
七
十
二
歳
の
時
に
霊
鷲
山
で
無
量
義
経
を
説
か
れ
た
が
、
そ
の
中
で
四
十
余
年
未
顕
真
実
と
言
わ
れ
て
い
る

か
ら
、
成
佛
が
三
十
歳
の
時
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
七
十
二
歳
の
時
ま
で
四
十
二
年
経
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
四
十
二
年
間
に
釈
尊
は
実

に
多
く
の
経
を
説
か
れ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
多
く
の
経
が
全
部
ま
だ
真
実
を
顕
さ
な
い
時
の
説
法
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
、
無
量
義
経
で

は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
が
開
目
紗
で
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
趣
旨
の
概
要
で
あ
る
。
日
蓮
は
ど
う
い
う
目
的
で
こ
れ
を
言
っ

た
の
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
法
華
経
の
み
が
真
実
で
、
他
の
経
典
は
す
尋
へ
て
そ
れ
以
前
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
真
実
で
は
な
い
。

四
十
余
年
未
顕
真
実
の
意
義

立
正
安
国
論
。

一

観
心
本
尊
妙
と
並
ん
で
最
も
重
要
視
せ
ら
れ
る
も
の
に
開
目
抄
が
あ
る
。
そ
の
開
目
妙
の
中
に
、

横
超
慧
日

１
Ｆ
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が
ん
ら
い
無
量
義
経
と
法
華
経
と
観
普
賢
経
と
は
法
華
の
三
部
経
と
言
っ
て
一
具
の
経
典
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
が
一
具
に

な
る
か
と
言
え
ば
、
無
量
義
経
は
法
華
経
の
直
前
に
説
か
れ
法
華
を
説
く
た
め
の
序
と
し
て
前
段
階
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
此
を
開
経
と

い
う
。
法
華
経
を
開
き
お
こ
す
と
い
う
こ
と
を
趣
旨
と
し
た
経
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
観
普
賢
経
は
法
華
経
の
直
後
に
説

か
れ
て
法
華
の
し
め
く
く
り
を
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
結
経
と
い
う
。
浄
土
三
部
経
で
は
、
無
量
寿
経
と
観
無
量
寿
経

と
阿
弥
陀
経
と
の
間
に
説
時
の
前
後
関
係
は
な
ん
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
云
云
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
法
華
三
部
経
を
信
仰
す
る
人
女
に
対
応
す
る
必
要
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
法
華
の
三
部
経
は
別
に
「
法
華
経
並
び
に

開
結
」
と
称
さ
れ
る
の
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
無
量
義
経
と
法
華
経
と
観
普
賢
経
と
が
時
間
的
に
接
続
し
て
説
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う

考
方
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
果
し
て
事
実
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
こ
ん
ど
は
そ
の
点
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

無
量
義
経
を
見
る
と
、
こ
の
経
の
あ
と
で
法
華
経
が
説
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
豫
告
し
た
文
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
ん
な
豫
告
な

ど
な
く
て
も
、
と
り
た
て
て
問
題
に
す
ゃ
へ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
な
に
も
次
に
説
く
今
へ
き
経
を
豫
告
な
ど
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
「
如
来
の
得
道
よ
り
已
来
四
十
余
年
、
常
に
衆
生
の
た
め
に
法
を
演
説
し
て
き
た
」
と
か
、
「
種
女
に
法

を
説
く
こ
と
方
便
力
を
以
て
す
、
四
十
余
年
未
だ
真
実
を
顕
さ
ず
」
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
又
、
「
善
く
こ
れ
時
な
る
を
知
っ
て
、
汝
の

所
問
を
窓
に
せ
よ
、
如
来
久
し
か
ら
ず
し
て
ま
さ
に
般
浬
桑
す
べ
し
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
佛
成
道
後
四
十
余
年
を

経
た
時
の
説
法
で
あ
り
、
入
滅
の
時
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
時
期
に
至
っ
て
の
説
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
こ
ん
ど
は

法
華
経
を
見
る
と
、
涌
出
品
に
は
、
「
如
来
、
伽
耶
城
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
道
場
に
坐
し
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
ず
る
こ
と

を
得
た
ま
へ
り
、
こ
れ
よ
り
已
来
始
め
て
四
十
余
年
を
過
ぐ
」
と
あ
る
。
又
、
見
宝
塔
品
に
は
、
「
今
正
し
く
こ
れ
時
な
り
、
如
来
久
し

で
あ
る
。
日
蓮
の
こ
の
口

も
う
少
し
説
明
が
要
る
。

ま
だ
方
便
の
教
で
あ
る
。
故
に
方
便
の
教
は
如
何
に
此
を
受
持
し
読
諦
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
成
佛
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
言
い
た
い
の

で
あ
る
。
日
蓮
の
こ
の
目
的
が
ど
う
し
て
前
に
引
い
た
無
量
義
経
の
未
顕
真
実
説
に
結
び
つ
く
か
と
言
う
理
由
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
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か
ら
ず
し
て
ま
さ
に
浬
藥
に
入
る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
佛
成
道
後
四
十
余
年
を
経
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
入
滅
の
時
久

し
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
二
点
は
無
量
義
経
と
全
く
一
致
す
る
。
然
し
こ
う
し
た
年
時
の
上
か
ら
法
華
経
と
無
量
義
経
と
の
関
係

が
同
時
的
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
ま
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
無
量
義
経
と
法
華
経
と
の
前
後
接
続
の
関
係
を
示
す
明
白
な
文

が
法
華
経
の
中
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
法
華
経
の
最
初
の
序
品
に
は
、
佛
が
無
量
義
経
を
説
い
て
か
ら
無
量
義
処
三
昧
に
入
ら
れ
た

と
い
い
、
次
の
方
便
品
の
初
に
は
そ
の
三
味
か
ら
出
て
い
よ
い
よ
法
華
経
の
本
論
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
序
品
の
中
に
出
て
く
る
昔
の
日
月
燈
明
佛
は
無
量
義
経
を
説
い
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
奇
瑞
を
示
し
た
後
に
法
華
経
を
説
か
れ

た
が
、
今
も
無
量
義
経
を
説
い
た
後
に
佛
は
い
ろ
い
ろ
の
奇
瑞
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
法
華
経
が
こ
れ
か
ら
説
か
れ

る
前
兆
に
ま
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
文
殊
菩
薩
の
言
葉
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
み
て
、
無
量
義
経
が
法
華
経

の
直
前
に
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
経
文
の
上
で
明
か
に
根
拠
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
日
蓮
が
四
十
余
年
未
顕
真
実
を
言
っ
た
理
由
は
ほ
ぼ
判
っ
た
と
思
う
。
然
し
こ
れ
は
日
蓮
の
創
意
に
由
る
も
の
で
は
な

い
。
日
蓮
教
学
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
天
台
宗
で
＄
そ
う
い
う
こ
と
を
久
し
く
言
い
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
天
台
宗
は
階
の
智
甑
に
始

ま
る
宗
派
で
あ
る
が
、
智
顎
の
残
後
凡
そ
四
百
年
近
く
も
経
た
頃
、
高
麗
の
諦
観
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
天
台
教
義
の
入
門
言
た
る
天
台
四

教
儀
に
よ
る
と
、
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
天
台
四
教
儀
は
天
台
宗
の
教
相
判
釈
た
る
五
時
八
教
を
簡
明
に
叙
述
し
て
お
り
、
中
で

も
冒
頭
に
あ
る
五
時
説
に
よ
る
と
、
佛
陀
は
成
道
後
、
華
厳
時
、
鹿
苑
時
，
方
等
時
、
般
若
時
、
法
華
浬
藥
時
の
五
時
の
順
序
を
経
て
説

法
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
佛
一
代
の
聖
教
は
こ
の
中
に
す
、
へ
て
収
ま
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
五
時
の
そ
れ
ぞ
れ
が
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど

の
年
時
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
古
来
異
説
が
あ
る
が
、
南
宋
の
元
粋
が
四
教
儀
の
注
釈
書
と
し
て
書
い
た
備
釈
の
中
に
は

阿
含
十
二
方
等
八
二
十
二
年
般
若
談
法
華
浬
渠
共
八
年
華
厳
最
初
三
七
日

二
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と
あ
っ
て
、
華
厳
時
は
成
道
後
最
初
の
三
七
日
間
、
阿
含
時
は
次
の
十
二
年
間
、
方
等
時
は
そ
れ
か
ら
八
年
間
、
般
若
時
は
っ
■
い
て
二
４

十
二
年
間
、
法
華
と
浬
藥
と
は
合
し
て
八
年
間
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
法
華
経
が
説
か
れ
る
ま
で
に
四
十
二
年
経
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
浬
梁
経
は
佛
の
入
滅
迫
っ
た
時
一
昼
夜
の
説
で
あ
る
こ
と
が
浬
樂
経
の
初
に
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
し
て
み

る
と
法
華
経
は
成
道
後
四
十
二
年
か
ら
八
年
間
の
説
法
で
あ
っ
た
と
い
う
計
算
に
な
る
。

こ
う
い
う
年
時
の
算
定
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
次
に
問
題
に
な
る
。
法
華
経
の
中
に
は
四
十
余
年
と
あ
る
が
、
四
十

二
年
と
は
な
い
。
ま
し
て
八
年
間
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
に
も
出
て
い
な
い
。
他
の
華
厳
時
以
下
四
時
の
年
数
に
つ
い
て
も
問
題
は
あ

る
が
、
今
は
法
華
経
だ
け
に
限
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
ず
法
華
経
が
、
佛
成
道
後
四
十
二
年
に
し
て
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
に

出
て
い
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
菩
提
流
支
と
い
う
人
の
法
界
性
諭
と
い
う
本
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
唐
の
荊
溪
湛
然
が
法
華
玄

義
釈
籔
五
上
の
中
で
言
っ
て
い
る
。
こ
の
法
界
性
論
と
い
う
本
は
今
存
在
し
な
い
し
、
他
に
引
用
さ
れ
た
も
の
も
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら

ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
よ
く
判
ら
ぬ
が
、
と
も
か
く
菩
提
流
支
は
北
魏
の
人
で
六
世
紀
初
に
翻
訳
し
た
三
蔵
で
あ
り
、
湛
然
は
八
世
紀

の
人
で
あ
る
か
ら
二
百
年
以
上
経
っ
て
い
る
。
そ
し
て
湛
然
が
釈
識
で
法
界
性
論
を
引
い
て
い
て
も
、
た
だ
法
華
経
は
成
道
後
四
十
二
年

の
説
だ
と
い
う
こ
と
が
菩
提
流
支
の
法
界
性
論
に
出
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
湛
然
の
引
用
に
果
し
て
ど
れ
だ
け
信
頼

性
が
も
て
る
か
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
尚
重
要
な
こ
と
は
我
友
が
法
界
性
論
そ
の
も
の
に
ど
れ
だ
け
価
値
を
認
め
得
る
か
で
あ
る
。

仮
に
法
界
性
論
が
佛
伝
の
記
録
言
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
佛
滅
後
千
年
程
の
頃
の
言
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
に
全
面
的
信
頼
を

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
呪
ん
や
そ
の
書
が
現
存
せ
ず
、
引
用
の
仕
方
に
も
確
実
性
が
あ
る
と
言
え
ぬ
に
於
て
お
や
で
あ
る
。

然
し
佛
の
四
十
二
年
説
と
い
う
こ
と
を
裏
づ
け
る
別
の
証
拠
が
他
に
な
い
で
は
な
い
。
智
顎
の
法
華
玄
義
五
上
に
相
伝
し
て
云
う
、
佛
、

年
七
十
二
歳
、
法
華
経
を
説
き
た
ま
ふ
。
と
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
智
顎
の
説
で
あ
る
か
ら
湛
然
よ
り
約
二
百
年
早
い
け
れ
ど
も
、
相
伝

の
説
と
い
う
だ
け
で
確
た
る
根
拠
が
あ
っ
て
の
説
で
は
な
い
。
智
顎
自
身
も
法
華
玄
義
五
下
の
中
に
法
界
性
論
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、

根
拠
は
湛
然
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
佛
が
年
七
十
二
歳
で
法
華
経
を
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
佛
が
二
十
歳
で
成
道
し
八
十



歳
で
入
滅
せ
ら
れ
た
と
す
る
と
、
七
十
二
歳
は
成
道
後
四
十
二
年
に
当
り
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
八
年
間
法
華
経
を
説
か
れ
た
と
す
る
説

に
う
ま
く
合
う
よ
う
で
あ
る
。
法
華
経
が
八
巻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
何
か
関
連
を
思
わ
せ
て
ま
こ
と
に
都
合
が
よ
い
の
で
あ
る
が
、

事
実
は
以
上
の
如
く
で
、
何
等
根
拠
あ
っ
て
の
説
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
智
顎
自
身
は
ど
う
み
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
智
凱
の
考
は
法
華
玄
義
第
十
巻
の
教
相
を
論
じ
た
所
に
詳
し
い
。
又
、
智
顎
自

身
の
書
い
た
四
教
義
の
中
に
も
彼
の
考
え
方
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
佛
陀
の
教
説
を
内
容
的
に
体
系
づ
け
て
解

釈
す
る
た
め
前
に
挙
げ
た
よ
う
に
華
厳
時
以
下
法
華
浬
渠
時
に
至
る
五
時
の
順
序
を
つ
け
て
い
る
が
、
決
し
て
各
経
典
の
説
き
初
め
た
時

だ
と
か
そ
の
期
間
を
決
定
し
た
り
限
定
し
よ
う
と
い
う
の
が
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
相
伝
に
よ
る
七
十
二
歳
法
華
説
を
引
用
し
て

は
い
る
が
、
自
分
で
そ
れ
を
固
執
し
て
は
い
な
い
。
彼
に
在
っ
て
は
、
佛
陀
説
経
の
年
時
を
判
定
し
そ
れ
に
よ
っ
て
教
説
の
真
実
か
否
か

を
き
め
よ
う
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
経
典
の
説
時
を
手
が
か
り
に
し
て
経
説
の
前
後
を
考
え
そ
れ
に
よ
っ
て

方
便
説
と
真
実
説
と
の
連
繋
を
見
出
そ
う
と
す
る
説
は
、
智
甑
以
前
に
も
あ
っ
た
。
否
す
で
に
法
華
経
が
翻
訳
さ
れ
た
五
世
紀
の
初
か
ら

そ
う
し
た
見
解
が
起
り
、
以
来
多
く
の
人
左
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
て
き
た
。
智
顎
は
そ
れ
を
十
分
承
知
し
て
い
て
、
そ
の
一
面
的
な
理

解
に
対
し
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
‐
智
顎
の
説
は
そ
れ
以
前
の
説
と
ど
ん
な
点
に
相
違
が
あ
り
、
又
そ
の
趣
旨
は
ど
こ

に
あ
る
か
と
い
う
に
、
簡
単
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
最
も
重
要
な
一
点
だ
け
を
言
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

即
ち
智
顎
以
前
の
人
女
も
、
四
時
だ
と
か
五
時
だ
と
か
に
分
け
て
、
佛
陀
の
説
法
を
経
典
を
中
心
に
段
階
的
に
並
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
点
で
智
顎
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
宋
の
慧
観
や
梁
の
智
蔵
法
雲
等
は
、
前
の
教
は
後
の
教
よ
り
浅
く
、
後
の
教
は
前
の

教
よ
り
深
い
か
ら
、
最
後
の
教
に
至
っ
て
最
高
に
達
し
、
そ
こ
で
初
め
て
真
実
が
明
か
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
い
わ
ば
直
線
的
若

し
く
は
平
面
的
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
真
実
は
後
に
の
み
あ
っ
て
前
に
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
智
顎
は
、
－
５
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っ
の
経
若
し
く
は
一
つ
の
時
に
は
唯
だ
－
種
の
教
の
み
が
説
か
れ
る
の
で
な
く
、
人
友
の
能
力
や
関
心
を
顧
慮
し
て
、
種
女
な
る
教
が
適

宜
組
み
合
せ
て
説
か
れ
る
。
そ
の
組
み
合
せ
方
に
は
様
友
な
変
化
や
様
相
が
あ
り
得
る
か
ら
、
そ
れ
が
多
く
の
経
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
多
く
の
経
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
凡
そ
五
種
類
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
＄
そ
れ
を
中
心
と
な
る
経
に
よ
っ
て
命
名

す
れ
ば
、
華
厳
時
、
鹿
苑
時
（
阿
含
時
）
、
方
等
時
、
般
若
時
、
法
華
浬
藥
時
と
な
る
。
経
の
中
に
は
華
厳
経
が
成
道
の
最
初
の
説
で
あ

る
と
か
浬
藥
経
が
最
後
の
説
法
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
に
説
時
を
明
示
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
配
列

を
考
え
れ
ば
以
上
の
五
時
の
順
序
と
な
る
。
智
顎
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
五
時
を
立
て
た
。
故
に
彼
か
ら
す
れ
ば
、
単
純
に
最
後
に
の
み

真
実
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
復
合
的
で
あ
り
立
体
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
智
顎
も
教
の
中
に

真
実
な
る
も
の
と
方
便
的
な
る
も
の
と
を
区
別
し
方
便
の
教
の
中
に
も
三
種
の
別
あ
り
と
す
る
。
そ
し
て
彼
は
最
初
の
華
厳
時
に
は
真
実

の
教
と
方
便
の
中
の
一
種
の
教
と
が
あ
り
、
最
後
の
浬
藥
時
に
は
真
実
の
教
と
方
便
の
教
の
三
種
と
の
以
上
全
部
が
一
往
は
説
か
れ
て
い

る
と
す
る
。
従
っ
て
真
実
の
教
は
法
華
経
の
み
で
は
な
い
が
、
た
だ
他
に
在
っ
て
は
方
便
の
教
の
み
で
あ
る
か
又
は
真
実
の
教
と
方
便
の

教
と
が
複
合
し
て
い
る
の
か
の
何
れ
か
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
実
の
教
の
み
を
説
い
た
の
は
法
華
経
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
は
法
華

経
の
最
も
比
類
な
き
す
ぐ
れ
た
点
で
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
で
は
智
甑
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
結
論
に
到
達
し
た
か
と
言
う
に
、
要
約
し
て
言
え
ば
次
の
如
き
事
情
に
由
る
。

即
ち
、
佛
陀
は
す
鵠
へ
て
の
人
を
佛
た
ら
し
め
る
た
め
に
、
種
女
の
経
を
説
く
。
そ
れ
は
何
の
た
め
か
と
い
う
に
、
佛
の
目
的
は
一
つ
で
あ

っ
て
も
、
最
初
か
ら
真
実
の
教
の
み
を
説
い
た
の
で
は
、
人
女
の
能
力
に
相
応
せ
ず
人
亙
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
で

真
実
の
教
と
方
便
の
教
と
を
種
友
に
組
み
合
せ
て
説
い
た
の
で
、
そ
の
結
果
多
く
の
経
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
佛

の
真
意
は
す
べ
て
の
人
を
皆
佛
に
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
、
そ
れ
故
佛
の
真
意
を
汲
ん
で
何
人
も
佛
に
な
る
こ
と
を
志
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
こ
と
が
、
法
華
経
方
便
品
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
華
経
方
便
品
の
説
に
よ
っ
て
始
め
て
、
佛
教
に
種
友
の
不
同
あ
る
所
以

と
及
び
そ
の
種
禽
な
る
教
が
共
通
の
一
つ
の
目
的
に
統
合
さ
れ
る
所
以
が
明
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
法
華
経
は
他
の
諸
経
を
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否
定
す
る
教
で
な
く
↑
ど
の
経
も
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
彼

は
法
華
経
を
如
来
の
出
世
本
懐
を
明
か
し
た
経
と
み
た
の
で
あ
っ
た
。
決
し
て
法
華
経
に
よ
っ
て
の
み
救
わ
れ
他
の
諸
経
で
は
救
わ
れ
ぬ

０
０
０
○
○

と
い
う
よ
う
な
考
で
は
な
か
っ
た
。
法
華
経
の
精
神
に
は
相
待
面
と
絶
待
面
と
が
あ
る
と
い
う
の
が
智
顎
の
立
場
で
‐
殊
に
相
待
を
離
れ

ぬ
絶
待
に
重
点
を
置
く
智
顎
と
し
て
は
、
経
典
相
互
間
に
優
劣
を
判
じ
取
捨
を
加
え
る
こ
と
は
そ
の
真
意
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
智
顎
に

基
く
天
台
宗
の
中
か
ら
優
劣
を
判
ず
る
相
待
面
の
方
に
重
点
が
移
っ
て
い
っ
た
の
は
最
澄
以
来
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
進
ん
で
日
蓮
の
立
場

を
生
む
こ
と
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

智
顎
の
天
台
宗
か
ら
浄
土
教
が
興
っ
た
の
は
、
以
上
の
如
く
考
え
る
と
敢
て
異
と
す
る
に
足
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
智

顎
か
ら
す
れ
ば
法
華
経
の
み
が
真
実
の
教
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
乗
の
諸
経
曲
〈
の
中
に
は
す
べ
て
宣
く
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
宣
く

実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
た
の
が
法
華
経
で
あ
っ
て
、
法
華
経
は
如
何
に
し
て
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
か
と
言
え
ば
、

佛
陀
の
出
現
は
す
べ
て
の
人
を
皆
佛
た
ら
し
め
る
と
い
う
唯
だ
－
つ
の
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
教
は
こ
の
目
的
実
現
の

た
め
の
方
便
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
に
由
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
方
便
と
い
う
の
は
真
実
と
別
な
も
の
で
な
く
真
実
を
実
現
す
る
は
た

ら
き
が
方
便
で
あ
り
、
宣
く
実
と
実
は
一
体
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
決
し
て
手
段
と
な
っ
た
仮
の
も
の
と
い
う
よ
う
な
意

味
で
な
く
、
嘘
い
つ
わ
り
の
も
の
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
故
智
顎
は
、
同
体
方
便
と
い
う
説
を
力

説
し
て
、
法
華
経
の
方
便
は
宣
く
実
と
同
体
な
る
も
の
で
あ
り
、
真
実
と
別
な
る
仮
の
も
の
と
か
手
段
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
解
釈
さ
れ
て

な
ら
ぬ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
今
法
華
経
で
は
真
実
を
云
う
が
↑
何
が
宣
実
で
あ
る
の
か
。
す
ゞ
へ
て
の
人
が
佛
に
な
る
と
い
う
の
が
真
実

だ
と
説
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
す
・
へ
て
の
人
を
佛
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
佛
の
願
を
宣
く
実
だ
と
し
、

そ
の
真
実
を
実
現
す
る
た
め
に
佛
は
種
女
の
教
を
説
く
と
言
っ
て
い
る
。
方
便
と
い
う
の
は
そ
の
説
か
れ
た
種
女
の
教
が
方
便
な
の
で
は

四
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最
後
に
、
再
び
年
時
の
問
題
に
還
っ
て
四
十
余
年
未
顕
真
実
の
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
法
華
経
と
無
量
義
経
と

を
わ
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
・
法
華
経
と
無
量
義
経
と
は
共
に
佛
説
と
は
云
わ
れ
る
が
、
経
典
と
し

て
の
成
立
年
時
は
釈
尊
を
隔
る
数
百
年
の
後
で
あ
る
。
そ
し
て
二
経
が
同
時
に
成
立
し
た
と
い
う
一
証
拠
も
な
け
れ
ば
、
翻
訳
の
時
期
も
別

別
で
あ
る
。
無
量
義
経
に
つ
い
て
は
、
内
容
的
に
も
、
翻
訳
の
事
実
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は
問
わ
ぬ
こ
と
と
し
よ
う
。

そ
れ
で
こ
こ
に
は
法
華
経
だ
け
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
法
華
経
の
中
に
も
；
こ
れ
ま
で
成
道
後
四
十
余
年
を
経
た
と
言
わ
れ
て
い
る

し
、
又
こ
の
経
で
初
め
て
宣
く
実
を
説
く
と
言
う
意
味
の
こ
と
は
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
四
十
余
年
未
顕
真
実
と
い
う
語
は
無
量
義
経
の
語

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
往
法
華
経
自
体
が
法
華
経
以
前
に
は
真
実
を
説
か
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
。

な
く
、
宣
美
を
実
現
す
る
た
め
に
種
友
の
教
を
説
く
そ
の
こ
と
自
体
が
方
便
な
の
で
あ
る
。
真
実
と
方
便
と
が
一
体
で
あ
る
所
以
を
知
る

べ
き
で
、
経
典
の
深
い
意
味
を
洞
察
し
た
智
顎
の
見
識
は
ま
こ
と
に
他
に
比
類
な
き
も
の
で
あ
っ
た
。

法
華
経
が
真
実
を
顕
わ
す
と
い
う
の
は
、
佛
が
す
べ
て
の
人
を
佛
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
願
を
顕
示
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
実
質
内
容
を
忘
れ
て
、
そ
の
文
字
の
み
に
と
ら
わ
れ
経
巻
と
し
て
の
法
華
経
が
真
実
で
あ
り
経
巻
と
し
て
の
他
の
経
は
方
便
で
あ
っ
て

真
実
で
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
法
華
経
の
精
神
に
合
す
る
か
又
智
顎
の
本
意
に
も
添
う
も
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

す
尋
へ
て
の
人
を
佛
に
さ
せ
よ
う
と
い
う
佛
の
願
を
法
華
経
の
指
示
す
る
ま
ま
に
領
受
し
て
、
自
ら
も
佛
道
を
信
じ
求
め
て
行
く
、
そ
こ
に

こ
そ
法
華
経
の
精
神
が
生
き
て
く
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
な
い
か
。
浄
土
教
の
人
女
の
中
に
も
、
法
華
と
念
佛
と
は
同
時
の
教
で
あ
る
と

い
い
、
五
時
説
に
同
調
し
て
法
華
と
念
佛
と
を
同
等
視
す
る
か
の
如
き
説
を
な
す
人
も
あ
る
が
、
佛
の
本
願
を
顕
示
す
る
意
味
に
於
て
同

等
視
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
と
し
て
、
宗
派
的
に
考
え
た
り
経
巻
の
価
値
と
い
う
意
味
に
受
け
と
っ
て
そ
れ
を
言
う
な
ら
ば
＄

そ
れ
は
恐
ら
く
宗
派
対
立
形
勢
の
所
産
に
す
ぎ
ぬ
と
言
っ
て
よ
い
。

五
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さ
て
法
華
経
が
真
実
を
説
く
と
言
っ
て
い
る
そ
の
真
実
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
前
に
も
触
れ
た
如
く
佛
陀
は
す
兼
へ
て

の
人
友
を
佛
に
す
る
た
め
に
種
友
な
る
教
を
説
く
の
で
あ
っ
て
、
教
は
種
女
に
分
れ
て
い
て
も
目
的
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
佛
の

願
を
明
か
に
し
た
所
に
在
っ
た
。
そ
れ
を
法
華
経
が
初
め
て
説
く
と
い
う
の
は
↑
種
六
な
る
教
の
帰
一
す
る
目
的
が
今
ま
で
明
白
で
な
か

っ
た
か
ら
今
そ
れ
を
明
白
に
宣
説
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
ま
で
明
白
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
他
の
経
典
が
そ
れ
を
言
っ
て
い
な
い

と
言
う
の
で
は
な
い
・
法
華
経
の
対
象
と
す
る
所
は
小
乗
の
説
で
あ
る
。
従
っ
て
小
乗
で
は
そ
れ
が
明
白
に
な
っ
て
い
な
い
の
を
、
今
大

乗
に
於
て
明
白
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
佛
陀
の
説
法
と
い
う
形
で
此
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
小
乗
の
説

で
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
と
言
わ
な
い
で
、
佛
陀
の
こ
れ
ま
で
の
説
で
は
明
言
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
言
い
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
佛
の
教
を
受
け
な
が
ら
佛
道
を
求
め
て
自
ら
佛
と
な
ら
う
と
願
わ
ぬ
者
の
み
の
状
態
に
あ
っ
た
小
乗
に
対
し
て
、

そ
れ
は
佛
教
の
本
旨
で
は
な
く
、
何
人
も
佛
陀
の
教
を
学
ぶ
限
り
自
ら
佛
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
等
へ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
佛
陀
の
根
本

精
神
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
‐
そ
れ
を
佛
陀
の
説
法
と
い
う
形
に
於
て
叙
述
せ
ら
れ
た
か
ら
、
法
華
経
で
は
、
今
ま
で
真
実
を
顕
さ
な

か
っ
た
が
今
始
め
て
真
実
を
顕
示
す
る
の
だ
と
い
う
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
四
十
余
年
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
。
四
十
余
年
と
は
佛
の
在
世
の
後
の
方
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
佛
陀
の
生
涯
が

五
十
年
の
伝
道
生
活
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
の
方
は
四
十
余
年
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
佛
陀
は
成
道
以
来
種
女
の
教
を
説
か
れ

た
か
ら
こ
そ
、
最
後
に
そ
の
教
の
帰
一
す
る
目
的
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
故
に
佛
陀
の
真
意
を
明
か
す
法
華
経
は
四
十
余
年
後
の
説
と

表
現
さ
れ
る
。
然
し
そ
う
な
る
と
、
そ
の
前
に
種
友
な
る
教
が
説
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
帰
一
す
る
目
的
を
示
す
前
で
あ

る
か
ら
、
当
然
法
華
経
以
前
の
説
で
あ
っ
て
、
法
華
と
は
別
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
意
味
を
顕
し
た
の
が
、
法
華

経
序
品
に
説
か
れ
て
い
る
無
量
義
経
と
い
う
説
で
あ
っ
た
。
法
華
経
序
品
に
よ
れ
ば
、
今
の
釈
迦
佛
も
昔
の
日
月
燈
明
佛
も
、
初
め
に
無

量
義
経
を
説
い
て
後
に
法
華
経
を
説
か
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
初
め
に
無
量
義
経
と
い
う
一
つ
の
経
を
説
い
て
＄
そ
れ
か

ら
後
に
法
華
経
と
い
う
他
の
一
つ
の
経
を
説
き
、
佛
は
こ
の
二
つ
の
経
を
説
い
て
死
ん
で
ゆ
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な
そ
ん
な
意
味
で
は
全
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く
な
い
。
経
と
い
う
時
に
は
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
趣
旨
内
容
を
他
に
し
て
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
ど
こ
ま
で
も
そ
の
説
こ
う
と
し
て
い

る
意
味
内
容
を
以
て
経
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
然
、
法
華
経
の
中
に
無
量
義
経
と
い
う
名
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、

法
華
経
の
他
に
無
量
義
経
と
い
う
特
別
な
経
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
な
く
、
現
に
無
量
義
経
と
い
う
経
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
経
の
有
無

に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
て
以
上
に
よ
っ
て
、
釈
迦
佛
も
日
月
燈
明
佛
も
無
量
義
経
を
説
い
て
か
ら
法
華
経
を
説
か
れ
た
と
い
う

こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
で
ほ
ぼ
了
解
せ
ら
れ
た
こ
と
と
思
う
。

繰
り
返
し
て
言
う
な
ら
ば
、
佛
は
初
め
は
種
友
な
る
教
を
説
く
け
れ
ど
も
、
後
に
は
そ
の
種
女
な
る
教
が
一
貫
し
た
一
つ
の
目
的
達
成

の
た
め
で
あ
っ
た
と
打
ち
明
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
、
佛
は
初
め
に
無
量
義
経
を
説
き
、
後
に
法
華

経
を
説
く
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
方
便
品
の
長
行
に
は
、

諸
の
衆
生
の
種
女
の
欲
・
深
心
の
所
著
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
㈲
種
種
の
因
縁
・
臂
嚥
・
言
辞
方
便
力
を
以
て
の
故
に
、
而
か
も
た
め

に
法
を
説
く
。
舎
利
弗
、
か
く
の
如
き
は
皆
一
佛
乗
の
一
切
種
智
を
得
せ
し
め
が
ん
た
め
の
故
な
り

と
言
い
、
又
同
じ
く
方
便
品
の
偶
頌
に
は

第
一
寂
滅
を
知
る
し
め
し
て
、
方
便
力
を
以
て
の
故
に
、
種
女
の
道
を
示
す
と
雌
も
、
そ
れ
実
に
は
佛
乗
の
為
な
り

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
佛
と
し
て
は
衆
生
の
種
次
の
欲
・
深
心
の
所
著
を
知
っ
て
、
方
便
力
に
よ
り
種
友
の
道
を
示
す
こ
と
が
最
も
重

要
で
あ
る
。
然
し
同
時
に
そ
れ
が
す
今
へ
て
一
佛
乗
の
為
で
あ
っ
た
と
知
ら
せ
る
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
者
な
く
し
て
は
す
愚
へ

て
の
衆
生
を
漏
さ
ず
救
う
こ
と
が
で
き
ず
、
後
者
な
く
し
て
は
種
友
の
教
の
中
何
れ
が
佛
の
真
意
か
を
惑
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
前
後
対

応
し
て
初
め
て
教
は
全
う
せ
ら
れ
る
と
言
う
べ
き
で
、
前
後
の
二
者
何
れ
も
一
方
を
欠
い
て
は
完
全
な
教
と
言
え
ぬ
こ
と
に
な
る
。
も
と

よ
り
そ
の
間
に
優
劣
を
附
け
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
の
場
合
の
前
に
説
か
れ
た
種
友
な
る
教
を
今
は
無
量
義
経
と
名
づ
け
、
後
に
説
か

れ
た
目
的
開
明
の
教
を
法
華
経
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
、
法
華
経
は
前
に
説
か
れ
た
方
便
の
教
を
否
定
す
る

も
の
で
な
く
、
肯
定
し
価
値
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
法
華
経
の
み
真
実
で
他
は
方
便
で
あ
り
仮
説
で
あ
り
非
真
実
で
あ
る
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
法
華
経
を
誤
解
し
た
第
一
は
そ
も
そ
も
無
量
義
経
の
成
立
自
体
の
中
に
在
り
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
方

便
品
で
は
辞
を
尽
し
て
如
来
の
方
便
が
讃
歎
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
後
世
そ
の
真
意
を
汲
ま
ず
し
て
方
便
は
非
真
実
に
し
て
無
価
値
な
り

と
見
た
所
に
、
誤
解
の
第
二
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
判
定
す
る
見
解
が
法
華
の
真
意
に
添
う
所
以
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
又
無
量
義
経
が
法
華
経
の
前
に
あ
る
と
い
う
の
は
、

一
代
佛
教
を
二
大
別
し
た
場
合
に
前
な
る
無
量
義
経
と
後
な
る
法
華
経
と
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
多
く
の
諸
経
を
説
い

た
後
に
晩
年
に
な
っ
て
無
量
義
経
と
法
華
経
と
を
相
前
後
し
て
説
か
れ
た
と
い
う
如
き
こ
と
を
言
う
の
は
、
決
し
て
法
華
経
の
本
旨
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
無
量
義
経
が
説
法
品
の
中
で
、
初
め
に
四
諦
を
説
き
、
中
ご
ろ
十
二
因
縁
を
説
き
、
次
に
方
等
十
二
部

経
・
摩
訶
般
若
・
華
厳
海
空
を
説
い
た
と
言
っ
て
、
無
量
義
経
の
前
に
方
等
・
般
若
・
華
厳
等
の
諸
大
乗
経
が
説
か
れ
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
最
も
法
華
経
の
趣
旨
に
反
す
る
所
。
呪
ん
や
、
無
量
義
経
は
成
道
以
後
法
華
経
に
至
る
ま
で
の
説
で
あ
り
法

華
経
の
み
が
成
道
四
十
余
年
後
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
が
法
華
経
本
来
の
意
味
で
あ
っ
た
の
に
、
無
量
義
経
自
体
ま
で
を

成
道
後
四
十
余
年
で
あ
る
と
し
、
ま
だ
一
乗
開
会
を
説
か
ぬ
う
ち
か
ら
未
顕
真
実
を
公
言
す
る
如
き
は
、
甚
し
く
法
華
の
趣
旨
を
誤
ま
る

も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

佛
典
は
、
佛
教
信
仰
の
伝
承
と
展
開
の
過
程
に
於
て
、
そ
の
力
説
す
る
主
張
を
佛
説
の
名
に
於
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ど

の
経
も
、
中
国
や
日
本
で
古
来
考
え
ら
れ
て
き
た
の
と
は
違
っ
て
＄
他
の
大
乗
経
典
と
相
互
の
関
係
を
意
識
し
顧
慮
し
て
編
成
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
無
量
義
経
の
よ
う
に
法
華
経
を
知
っ
て
い
て
そ
れ
に
合
致
せ
し
め
よ
う
と
い
う
意
図
を
以
て
成
立
し
た
経

は
別
と
し
て
、
普
通
は
多
く
の
大
乗
諸
経
典
の
中
に
お
け
る
そ
の
相
互
の
連
繋
を
見
出
そ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
仲
食
容
易
で
な
い
。
と
こ

ろ
が
た
ま
た
ま
大
乗
経
典
の
中
に
は
、
華
厳
経
の
よ
う
に
成
道
の
最
初
の
説
と
自
称
す
る
も
の
が
あ
り
、
又
浬
渠
経
の
よ
う
に
佛
入
滅
の

｛
ハ
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直
前
の
説
と
自
認
す
る
も
の
も
あ
り
、
更
に
は
又
法
華
経
の
よ
う
に
成
道
後
四
十
余
年
後
の
説
と
言
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
中

国
で
は
早
く
か
ら
諸
大
乗
経
の
複
雑
な
思
想
を
秩
序
立
て
て
解
釈
す
る
一
指
標
と
し
て
↑
こ
う
し
た
説
時
の
前
後
と
い
う
こ
と
に
着
目
さ

れ
、
そ
の
結
果
慧
観
の
頓
漸
五
時
説
や
天
台
の
五
時
説
等
に
体
系
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
然
し
経
典
成
立
の
事
情
が
上
述
の
如
く

佛
説
の
記
録
で
な
く
佛
教
の
根
本
義
解
明
の
た
め
に
逐
次
相
互
の
連
絡
な
し
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
経
典
の
自
称
す
る
説
時

が
思
想
体
系
化
の
指
標
と
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
混
乱
し
た
解
釈
を
生
ず
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
例
え
ば
華
厳
経
は
成
道
後
二
七
日
の
説
と

さ
れ
る
。
そ
れ
は
正
覚
の
内
容
た
る
縁
起
の
法
を
説
く
た
め
に
、
聴
き
手
た
る
人
友
の
能
力
を
顧
慮
し
て
説
法
内
容
の
調
子
を
低
い
も
の

と
す
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
形
で
説
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
鹿
野
苑
で
な
さ
れ
た
如
き
、
声
聞
相
手
の
初
転
法
輪
を
避
け
て
、
そ

れ
以
前
の
時
処
を
択
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
又
浬
藥
経
は
二
月
十
五
日
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
娑
羅
双
樹
の
問
に
於
て
入
浬
梁
の

直
前
の
説
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
佛
を
肉
身
に
の
み
見
て
い
る
者
に
対
し
て
、
佛
の
本
質
は
法
身
で
あ
り
そ
れ
が
生
滅
す
る
肉
身
を
越
え

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
説
法
の
時
処
と
し
て
生
身
佛
入
滅
の
直
前
と
す
る
方
が
最
も
効
果
的
で
あ

っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
成
道
後
二
七
日
の
時
処
に
せ
よ
二
月
十
七
日
入
滅
の
時
処
に
せ
よ
＄
そ
れ
が
歴
史
的
な
時
点
を
指

示
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
こ
に
教
義
内
容
を
顧
慮
し
た
上
の
深
い
意
味
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
経
典
に
お
け
る
時
処
選
択
は
す
べ
て
そ
の
経
の

主
張
内
容
に
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
成
道
の
始
と
入
滅
の
終
と
は
、
佛
伝
中
に
お
け
る
最
も
感
激
的
な
場
面
で

あ
る
。
然
し
大
乗
経
典
た
る
華
厳
経
や
浬
樂
経
が
そ
う
し
た
場
面
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
単
に
感
激
的
な
心
情
に
訴
え
る
と
い
う
よ
り
も
、

も
っ
と
も
っ
と
深
い
主
張
内
容
の
上
か
ら
、
是
非
と
も
そ
の
場
面
で
な
け
れ
ば
正
覚
の
内
容
や
大
浬
桑
の
真
義
が
開
顕
で
き
な
い
と
い
う

理
由
に
由
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
の
法
華
経
の
四
十
余
年
未
顕
真
実
説
と
同
様
、
古
来
経
の
本
の
意
味
が
往
友
に

し
て
看
過
さ
れ
て
き
て
い
る
。
以
て
経
説
の
原
意
把
握
が
如
何
に
容
易
で
な
い
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

追
記
本
稿
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
拙
稿
の
次
の
二
篇
を
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。

法
華
経
と
佛
伝
ｌ
特
に
説
時
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を
中
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と
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て
（
印
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学
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学
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無
量
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て
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