
数
年
前
京
都
に
留
学
し
て
シ
ナ
佛
教
を
研
究
し
、
現
在
ワ
シ
ン
ト
ン
大

学
に
い
る
ハ
ー
ピ
ッ
ッ
氏
が
最
近
切
目
×
畠
①
、
の
局
冒
豊
汁
員
団
の
蒟
の

：
め
国
四
目
の
印
園
且
①
、
Ｑ
〕
旨
ｇ
の
①
ｍ
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
昌
陛
餌
侭
の
⑳

。
巨
屋
ｇ
印
鼻
ｇ
且
巳
〕
菖
己
の
鞭
の
一
九
六
○
’
一
九
六
二
年
号
に
上
記
の

研
究
成
果
を
発
表
し
た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
ハ
ー
ビ
ッ
ッ
氏

の
学
位
請
求
論
文
で
あ
る
と
い
う
。
三
百
七
十
二
頁
に
亘
る
な
か
な
か
の

大
著
で
あ
っ
て
、
内
容
も
単
な
る
冒
曾
。
目
３
○
口
で
は
な
く
著
者
独
自

の
新
し
い
研
究
の
成
果
が
随
所
に
散
見
さ
れ
、
天
台
学
研
究
に
寄
与
す
る

点
も
多
い
。
古
来
欧
米
の
佛
教
学
者
に
し
て
天
台
研
究
に
従
事
し
た
も
の

は
極
め
て
少
く
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
を
刊
行
し
た
ひ
と
は
一
人
も
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
ハ
ー
ビ
ッ
ッ
氏
の
こ
の
研
究
が
欧
米
人
の
本
格
的
な
天

台
研
究
の
最
初
の
出
版
で
あ
る
と
云
え
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
の
学
者
の
間

で
も
天
台
を
研
究
す
る
場
合
、
難
解
な
漢
文
を
解
読
す
る
こ
と
と
深
淵
な

天
台
教
義
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
と
い
う
二
重
の
困
難
を
覚
悟
し
な
け
れ

書
評

門
の
○
国
串
閂
巨
禺
ぐ
詳
圃
岬

唯
蹄
（
○
巨
冨
）

睦
口
目
ご
ｄ
昌
肩
註
○
口
ざ
匡
昂
冒
吋
四
口
Ｑ

目
．
①
四
ｍ
○
命
四
○
毒
』
ご
①
の
①
因
〔
昼
＆
昌
普
夛
岸
）
ご
丙

安
藤
俊
雄

ぱ
な
ら
な
い
が
、
ハ
ー
ビ
ッ
ッ
氏
は
す
ぐ
れ
た
語
学
の
天
才
で
あ
っ
て
、

わ
た
し
も
初
対
面
の
と
き
そ
の
流
暢
な
京
都
弁
に
喫
驚
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

本
書
で
は
多
く
の
日
本
の
学
者
の
み
な
ら
ず
独
佛
そ
の
他
の
研
究
資
料
が

豊
富
に
参
照
さ
れ
て
お
り
、
梵
巴
蔵
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
も
頻
繁
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。
以
下
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
少
し
く
紹
介
と
批
評
を

加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

本
書
は
三
篇
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
篇
で
は
智
凱
の
天
台
学
が
出
典

す
る
ま
で
の
イ
ン
ド
及
び
シ
ナ
の
佛
教
思
想
史
の
展
開
に
つ
い
て
概
説
し
、

第
二
篇
で
は
智
顎
の
生
涯
に
つ
い
て
、
第
三
篇
で
は
智
顎
の
思
想
に
つ
い

て
論
述
し
て
い
る
。
第
一
篇
で
は
先
づ
オ
ル
デ
ン
ゞ
ヘ
ル
グ
の
学
説
に
基
い

て
佛
陀
の
根
本
佛
教
に
お
い
て
、
哲
学
的
な
思
索
や
論
議
な
ど
が
重
要
な

地
位
を
占
め
て
お
ら
ず
解
脱
の
体
験
こ
そ
最
も
重
視
さ
れ
た
と
し
、
特
に

佛
陀
の
沈
黙
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
続
い
て
佛
陀
の
滅
後
欝
ハ
ラ
モ
ン
教

そ
の
他
の
学
派
に
対
し
て
佛
教
を
弁
明
す
る
た
め
に
哲
学
を
佛
教
に
取
り

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
部
派
佛
教
の
対
立
を
生
じ
小
乗
佛
教
な
る
も
の

が
成
立
し
た
経
過
を
述
べ
、
主
と
し
て
有
部
の
教
義
を
説
明
す
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
佛
教
学
研
究
を
豊
富
に
引
用
し
て
い
る
が
、

発
智
六
足
の
七
論
の
原
型
の
す
べ
て
を
佛
陀
の
直
弟
子
た
る
大
迦
施
延
子

（
冒
四
冒
圃
ご
母
騨
目
ご
貝
国
）
が
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
少

し
く
奇
異
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
有
部
の
五
位
七
十
五
法
を
説
明
す
る
と
こ

ろ
で
非
択
滅
無
為
を
浬
藥
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
（
も
届
）
。
さ
て
、
著

者
は
小
乗
に
つ
づ
い
て
大
乗
思
想
の
説
明
に
入
り
、
大
乗
に
中
観
派
と
琉

伽
派
の
二
大
系
統
が
分
れ
た
が
、
琉
伽
派
の
思
想
は
天
台
智
顎
に
大
し
た

影
響
を
及
ぼ
し
て
お
ら
ず
、
最
も
智
顎
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
観
派
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の
思
想
を
主
と
し
て
旨
口
昌
の
。
①
己
自
己
宅
匡
冒
唖
○
冒
琶
ａ
圃
巨
（
匡
三
α
旨

に
拠
り
な
が
ら
可
成
り
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
著
者
は
い
よ
い
よ
シ
ナ
佛
教
の
展
開
の
論
述
に
入
り
、
漢
魏
両

晉
南
北
朝
の
佛
教
思
想
の
発
達
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
佛
教
研

究
の
専
門
領
域
で
あ
る
だ
け
に
日
本
・
シ
ナ
・
欧
米
の
学
説
を
豊
富
に
引
用

批
評
す
る
の
み
な
ら
ず
、
著
者
独
自
の
新
し
い
見
解
も
随
処
に
見
ら
れ
る
。

論
述
の
重
点
は
特
に
支
遁
や
符
秦
の
釈
道
安
。
羅
什
・
僧
肇
な
ど
の
思
想
、

及
び
南
北
朝
期
の
南
北
両
地
の
学
風
の
祁
異
な
ど
の
説
明
に
お
か
れ
て
お

り
、
主
に
湯
用
形
の
漢
魏
両
晉
南
北
朝
佛
教
史
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ

る
。
し
か
し
上
に
述
べ
た
如
く
著
者
の
新
説
も
随
所
に
見
ら
れ
る
。
そ
の

主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
第
一
に
支
遁
の
即
色
諭
と
出
三
蔵
記
集
所
収
の

支
遁
の
撰
と
さ
れ
て
い
る
大
小
品
対
比
要
紗
序
を
比
較
し
、
後
者
に
道
家

の
思
想
影
響
が
顕
著
で
あ
る
に
対
し
て
、
即
色
論
は
当
時
と
し
て
は
中
観

派
の
○
鼻
ｇ
ｏ
喝
を
最
も
正
し
く
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は

同
一
人
の
撰
述
で
は
あ
る
ま
い
と
推
定
し
て
い
る
（
己
麗
註
）
。
と
く
に
興

味
深
く
感
じ
た
の
は
羅
什
の
項
の
と
こ
ろ
で
零
ハ
ー
ク
レ
イ
の
ど
①
×
乏
皇
‐

目
色
一
〕
氏
の
智
度
論
羅
什
撰
述
説
を
紹
介
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
や
亀
．
註

巴
。
ゥ
エ
イ
マ
ン
説
に
よ
れ
ば
、
若
し
龍
樹
が
智
度
論
を
著
し
た
と
す

れ
ば
月
称
な
ど
が
論
害
の
な
か
で
引
用
し
た
り
言
及
す
べ
き
で
あ
る
の
に

少
し
も
そ
の
形
跡
が
な
い
し
、
大
体
龍
樹
の
生
存
し
た
第
二
世
紀
の
頃
は

ま
だ
短
い
偶
頌
を
口
伝
す
る
と
い
う
調
悩
が
続
い
て
お
り
、
釈
論
を
書
い

た
と
し
て
も
現
存
の
智
度
論
と
は
比
收
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
短
い
も
の
で
あ
っ

た
筈
で
あ
る
。
も
し
智
度
論
が
龍
樹
の
著
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
当
時
に
お

け
る
長
大
な
釈
論
の
哨
矢
と
い
う
ゞ
へ
き
で
あ
る
が
、
大
品
般
若
経
自
体
が

通
俗
的
な
説
明
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
も
し
こ
の
経
の
釈
論
が

必
要
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
当
の
期
間
を
経
て
大
品
般
若
の
理

解
が
容
易
で
な
く
な
っ
た
と
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
龍
樹
が
大
品
般
若

の
釈
諭
を
書
く
と
す
れ
ば
も
っ
と
智
度
論
の
現
存
の
も
の
と
は
異
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
智
度
論
の
チ
》
ヘ
ッ
ト
訳
も
な
い
こ

と
は
不
可
解
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
八
世
紀
以
来
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
に
は
中
観

派
の
学
者
が
頻
り
に
龍
樹
系
の
諭
吉
の
翻
訳
を
行
っ
た
か
ら
、
も
し
智
度

論
が
龍
樹
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
大
部
の
諭
書
を
翻
訳
し
な

い
筈
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
乏
昌
目
四
目
氏
は
智
度
論
を
龍

樹
の
著
作
で
は
な
い
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
主
と
し
て
智

度
論
の
著
者
が
何
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
と
く
に
本
論
の
型
体
や
中
観
派

の
諭
書
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
外
面
的
事
実
か
ら
龍
樹
撰
述
を
否

定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
干
潟
博
士
の
智
度
論
の
内
容
分
析
に
基
く
研
究

と
併
せ
て
考
察
す
る
と
き
興
味
深
い
意
見
で
あ
る
（
印
度
学
佛
教
学
研
究
、

第
七
巻
第
一
号
、
干
潟
龍
祥
、
「
大
智
度
論
の
作
者
に
つ
い
て
」
参
照
）
。

こ
の
よ
う
に
〈
ｌ
ピ
ヅ
ッ
氏
の
論
述
は
各
国
の
研
究
論
文
や
学
説
を
広

く
豊
富
に
参
照
し
て
い
る
の
で
い
ろ
い
ろ
わ
れ
わ
れ
に
も
参
考
と
な
る
点

が
多
い
が
、
大
体
に
お
い
て
湯
用
形
の
前
掲
書
の
大
綱
に
し
た
が
っ
て
い

る
ほ
か
は
日
本
の
佛
教
史
研
究
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
、
境
野

黄
洋
・
常
帷
大
定
・
板
晦
長
八
・
塚
本
善
隆
・
横
超
慧
日
な
ど
諸
熈
の
研

究
に
基
く
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
と
に
塚
本
博
士
と
横
超
博
士
に
は
特
別
の

深
い
指
導
を
受
け
た
。
著
者
の
魏
晉
南
北
朝
の
佛
教
に
関
す
る
論
述
が
正

確
で
あ
り
得
た
の
は
と
く
に
両
氏
の
指
導
に
負
う
も
の
て
あ
ろ
う
。
著
者

は
最
後
に
天
台
智
顎
の
恩
師
慧
思
の
思
想
を
概
説
し
て
第
一
編
を
終
る
の

芦甸

＞／



で
あ
る
。
第
一
編
の
シ
ナ
佛
教
思
想
史
の
展
開
に
関
す
る
著
者
の
論
述
は

全
般
的
に
云
え
ば
概
ね
穏
健
着
実
で
あ
っ
て
日
本
・
シ
ナ
そ
の
他
の
諸
国

の
関
係
論
文
を
広
く
参
照
し
て
お
り
、
と
く
に
不
満
を
感
ず
る
点
は
見
出

さ
れ
な
い
。
し
か
し
強
い
て
希
望
を
云
え
ば
慧
思
と
智
度
論
と
の
関
係
が

看
過
さ
れ
て
い
る
た
め
に
南
岳
天
台
の
源
流
に
つ
い
て
の
究
明
が
欠
け
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
慧
思
が
師
事
し
た
北
斉
慧
文
以
来
智
度
論
が
こ
の
系

統
の
諸
師
の
思
想
に
重
大
な
影
響
を
及
し
て
い
た
こ
と
は
、
文
師
用
心
一

依
釈
論
と
い
う
摩
訶
止
観
の
記
録
、
及
び
慧
思
に
釈
論
玄
義
の
著
が
あ
っ

た
と
い
う
事
実
、
ま
た
智
顎
に
も
智
度
論
の
講
説
と
著
作
が
あ
っ
た
と
い

う
事
実
な
ど
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
〈
－
ビ
ヅ
ッ
氏
は
僧
肇
に
よ
っ
て

羅
什
が
将
来
し
た
イ
ン
ド
の
大
乗
思
想
を
ぱ
老
荘
の
哲
学
思
想
を
援
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
民
族
の
文
化
の
な
か
に
正
し
く
受
容
せ
し
め
た
こ
と

が
、
や
が
て
晴
代
に
天
台
や
三
論
が
興
起
し
た
大
き
な
動
因
で
あ
る
と
云

い
（
勺
認
）
、
南
地
の
僧
朗
・
僧
詮
・
法
朗
・
吉
蔵
な
ど
の
三
論
系
の
諸
師

の
思
想
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
北
地
の
佛
教
に
つ
い
て
は
た
だ
禅
．

浄
土
。
三
階
の
三
宗
の
実
践
的
な
諸
宗
の
み
を
問
題
と
し
、
慧
思
の
思
想

を
そ
の
最
後
に
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
氏
が
当
時
の
南
地
の

佛
教
と
云
え
ば
佛
教
の
理
論
的
哲
学
的
研
究
を
重
視
し
、
北
地
の
佛
教
が

逆
に
習
禅
や
信
仰
な
ど
実
践
的
な
修
道
を
重
視
す
る
風
習
に
あ
っ
た
と
い

う
見
解
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
解
そ
の
も
の
は
決
し
て
不

当
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
慧
文
・
慧
思
・
智
顎
の
学
系
の
根
源
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
南
岳
天
台
の
源
流
は
三
論
系
よ
り
も

む
し
ろ
智
度
論
を
根
本
的
立
場
と
す
る
北
地
の
原
始
四
論
宗
の
な
か
に
求

め
る
琴
へ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
北
魏
の
道
場
（
道
長
）
は
慧
文
や
慧
思
の

時
代
に
は
北
斉
の
主
都
郵
に
あ
っ
て
智
度
論
を
講
説
し
、
そ
の
門
に
多
数

の
学
徒
が
集
ま
り
こ
れ
に
よ
っ
て
四
論
宗
が
生
れ
た
。
北
斉
慧
文
の
智
度

論
研
究
も
こ
の
一
派
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
る
。
慧
思
の
禅
体
系
に
は
法
華
経
安
楽
行
義
に
説
く
法
華
三
昧
の
み

な
ら
ず
、
随
自
意
三
味
や
般
舟
三
味
も
大
乗
の
三
味
と
し
て
提
唱
さ
れ
て

お
り
、
諸
法
無
諄
三
昧
法
門
で
は
天
台
の
い
わ
ゆ
る
漸
次
止
観
も
提
唱
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
慧
思
が
円
頓
止
観
の
み
な
ら
ず
漸
次
止
観
を
も

説
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
智
度
論
の
次
第
行
と
不
次

第
行
の
思
想
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
天
台
の
三
種
止
観
の
体
系
の
原
型

と
も
い
う
尋
へ
き
で
あ
る
。
慧
思
が
北
地
の
主
禅
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
厳
密
に
云
え
ば
、
智
度
論
に
拠

っ
て
全
佛
教
の
止
観
を
体
系
的
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
構
想
を
抱
い
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
構
想
を
三
種
止
観
の
体
系
に
ま
で
完
成
し
た
の
が

智
顎
で
あ
る
か
ら
、
禅
・
浄
土
・
一
二
階
教
の
三
宗
よ
り
も
北
地
の
原
始
四

論
宗
の
学
系
を
重
視
す
兼
へ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

さ
て
本
書
の
第
二
編
で
は
智
顎
の
生
涯
を
史
実
に
拠
っ
て
精
密
に
究
明

し
て
い
る
。
ま
ず
智
顎
の
幼
少
期
の
家
庭
環
境
や
梁
朝
の
廃
滅
の
過
程
、

陳
朝
の
成
立
事
情
、
智
頴
の
出
家
前
後
の
事
情
な
ど
を
国
清
百
録
・
別
伝

・
続
高
僧
伝
の
ほ
か
梁
書
。
北
周
耆
・
南
史
な
ど
正
史
の
記
録
を
縦
横
に

駆
使
し
て
克
明
に
論
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
は
著
者
が
主

に
塚
本
博
士
の
研
究
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
智
顎
が
や
が
て
陳
や

晴
の
朝
廷
や
高
官
達
か
ら
特
別
の
厚
遇
を
得
る
に
至
っ
た
理
由
の
一
面
を

明
ら
か
に
し
、
智
顎
の
幼
少
期
の
社
会
的
背
景
を
知
る
た
め
に
是
非
と
も

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
梁
末
陳
初
の
帝
王
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高
官
の
政
治
的
立
場
や
国
運
の
変
動
の
事
情
を
丹
念
に
説
明
し
て
い
る
。

著
者
は
こ
れ
ら
一
般
社
会
史
の
論
述
に
当
っ
て
は
主
に
即
抄
烏
①
》
○
茸
。
｝

の
①
、
。
目
。
胃
①
烏
の
呂
旨
＄
扇
島
①
ロ
閃
の
旨
胃
砂
．
を
し
ば
し
ば
参
照
し
て

い
る
。つ

ぎ
に
論
述
は
金
陵
に
入
京
し
天
台
山
に
入
る
ま
で
の
智
顎
と
直
接
関

係
の
あ
っ
た
僧
俗
の
知
名
の
人
有
す
な
わ
ち
沈
君
理
。
徐
陵
・
王
固
・

毛
喜
・
法
済
・
建
初
寺
宝
喚
・
警
詔
な
ど
の
身
分
や
経
歴
を
詳
細
に
説
明

し
、
さ
ら
に
智
顎
が
金
陵
を
去
っ
て
天
台
山
へ
入
山
す
る
動
機
及
び
そ
れ

と
関
聯
の
あ
る
北
周
及
び
北
斉
の
破
佛
の
顛
末
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る

ｅ
・
匡
巴
。
た
だ
著
者
が
金
陵
滞
在
の
と
き
の
講
説
に
つ
い
て
次
第
禅
門

や
法
華
経
題
の
講
説
の
み
を
挙
げ
、
六
妙
法
門
の
撰
述
を
無
視
し
て
い
る

の
は
遺
憾
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
六
妙
法
門
は
天
台
の
い
わ
ゆ
る
三
種
止

観
の
一
で
あ
る
不
定
止
観
を
税
い
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天
台
止

観
の
体
系
に
と
っ
て
欠
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
本
書

に
は
初
期
に
お
い
て
す
で
に
智
顎
が
円
教
の
思
想
に
つ
い
て
可
成
り
具
体

的
な
構
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
指
示
す
る
学
説
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、

き
わ
め
て
貴
重
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
著
者
の
論
述
は
華
北
に
於
け
る
晴
朝
の
成
立
や
天
台
山
隠
棲
時

代
の
智
顎
の
動
静
に
及
び
、
山
麓
始
豊
県
か
ら
の
援
助
、
修
禅
寺
の
建
立
、

沿
岸
漁
民
に
対
す
る
放
生
の
奨
励
、
普
明
や
潅
頂
の
入
門
、
永
陽
王
の
入

山
、
陳
朝
か
ら
の
再
度
入
京
の
懇
請
の
事
情
な
ど
を
説
明
し
て
い
る
。
ま

た
一
方
で
北
地
の
政
治
状
況
の
変
動
に
注
意
を
向
け
、
や
が
て
智
顔
と
深

い
関
係
を
も
つ
陪
朝
の
成
立
の
模
様
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
陳

朝
と
智
顎
と
の
交
渉
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
手
法
は
な
か
な
か
巧
妙

で
あ
り
、
智
顎
と
天
台
宗
の
運
命
を
陳
晴
の
政
治
的
軍
事
的
な
視
野
に
お

い
て
把
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
し
か
し
は
じ
め
て
智
甑

が
天
台
山
に
入
っ
て
後
に
行
っ
た
華
頂
峰
の
修
行
や
開
悟
を
無
視
し
て
い

る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
華
頂
開
悟
は
大
蘇
開
悟
と
と
も
に
智
顎
の
思

想
転
換
に
重
大
な
影
響
を
及
し
た
事
件
で
あ
っ
て
古
来
天
台
学
界
で
重
視

さ
れ
て
い
る
。
〈
－
ピ
ッ
ッ
氏
は
大
蘇
開
悟
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
る

が
、
華
頂
開
悟
に
は
少
し
も
言
及
し
な
い
。
わ
た
し
は
晩
年
の
円
熟
し
た

天
台
教
学
の
根
本
原
理
は
こ
の
華
頂
開
悟
か
ら
生
れ
た
も
の
と
信
ず
る
の

で
、
こ
れ
は
決
し
て
軽
視
す
。
へ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

さ
て
著
者
の
論
述
は
さ
ら
に
智
顎
の
第
二
回
目
の
金
陵
の
講
説
、
晴
軍

の
南
浸
、
晉
王
広
と
智
韻
と
の
交
渉
、
南
岳
か
ら
荊
州
へ
の
旅
行
、
揚
州

で
の
動
静
な
ど
を
記
述
し
、
特
に
江
都
か
ら
智
顎
が
天
台
山
に
還
、
っ
た
時

期
を
考
究
し
て
い
る
。
別
伝
で
は
智
顎
が
揚
州
か
ら
天
台
山
へ
出
発
し
た

の
と
、
晉
王
広
が
揚
州
か
ら
長
安
へ
出
発
し
た
の
が
同
時
で
あ
る
と
し
、

戒
応
の
年
譜
で
は
こ
れ
を
開
皇
十
六
年
の
春
と
し
、
志
盤
の
佛
祖
統
紀
は

開
皇
十
五
年
の
九
月
と
し
、
現
今
の
学
者
の
問
で
も
異
説
が
唱
え
ら
れ
て

い
る
が
定
説
と
い
う
懐
へ
き
も
の
は
ま
ず
出
て
い
な
い
。
し
か
る
に
著
者
は

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
国
清
百
録
を
徹
底
的
に
検
討
し
、
特
に
関

係
史
料
と
し
て
国
清
百
録
巻
三
及
び
巻
四
所
収
の
智
凱
と
晉
王
広
の
間
に

交
さ
れ
た
六
通
の
書
簡
を
発
信
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
排
列
替
え
を
行
い
、

第
五
十
八
答
施
物
書
、
第
五
十
六
答
度
人
出
家
書
、
第
五
十
九
王
迎
入
城

砿
雨
移
日
害
、
第
一
百
蒋
山
棲
霞
寺
保
恭
請
書
、
第
六
十
王
迎
入
城
害
、
第

五
十
七
放
徒
流
書
の
順
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
書
簡
は
何
れ

も
楊
州
に
お
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
第
六
通
の
智
顎
が
晉
王
広
に
宛

兵O
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て
た
答
放
徒
流
書
に
十
月
十
六
日
と
あ
る
の
を
巻
四
所
収
の
第
一
百
一
秘

書
監
柳
顧
言
害
の
内
容
と
対
照
し
て
、
結
局
智
顎
が
天
台
山
に
還
っ
た
の

は
開
皇
十
五
年
震
ロ
・
＄
巴
十
月
十
六
日
以
後
で
あ
る
と
断
定
し
た
の
で

あ
る
。
智
顔
の
生
涯
を
記
述
す
る
に
当
っ
て
著
者
は
国
清
百
録
を
精
密
に

分
析
し
、
そ
の
成
果
を
基
礎
と
し
て
智
顎
の
足
跡
を
正
確
に
究
明
し
よ
う

と
し
た
。
か
っ
て
著
者
は
京
都
大
学
の
吉
川
博
士
の
指
導
の
下
に
国
清
百

録
の
解
読
に
多
大
の
努
力
を
注
入
し
た
と
聞
い
て
い
た
が
、
そ
の
努
力
の

成
果
が
こ
の
第
二
編
の
智
顎
伝
の
研
究
に
お
い
て
明
瞭
に
結
実
し
て
い
る
。

だ
か
ら
本
書
全
休
の
な
か
で
も
っ
と
も
光
っ
て
い
る
の
は
第
二
編
で
あ
る

と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

第
三
編
の
ｏ
冒
戸
勝
丘
の
ｐ
の
と
こ
ろ
で
は
ま
づ
法
華
経
各
品
の
概
要

を
説
明
し
、
次
い
で
異
訳
の
法
華
経
を
挙
げ
る
・
こ
こ
で
衆
経
目
録
の
編
者

を
法
京
と
す
る
の
は
法
経
の
誤
り
で
あ
ろ
う
守
追
ｇ
』
註
会
ｇ
ｏ
次
い
で
智

顎
以
前
に
お
け
る
法
華
学
の
歴
史
を
述
べ
、
特
に
竺
道
生
の
思
惣
を
詳
し

く
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
湯
用
形
氏
の
説
に
拠
っ
て
大
乗
の
般

若
の
空
思
想
と
常
楽
我
浄
を
説
く
浬
渠
経
の
思
想
の
相
違
を
挙
げ
、
大
い

に
こ
れ
を
強
調
し
な
が
ら
、
し
か
も
両
思
想
が
中
観
佛
教
と
浬
薬
経
の
学

者
で
あ
る
竺
道
生
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
少
し
も
言
及
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
こ
と
に
羅
什
が
法
華

経
を
佛
陀
の
最
後
の
説
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
、
大
般
浬
藥
経
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
浬
喋
経
を
ば
非
佛
教
的
な
異
端
思
想
を

説
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
て
、
智
顎
の
浬
藥
経
に
対
す
る

態
度
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
は
含
』
巴
註
）
、
必
し
も
賛
成
で
き

な
い
見
解
で
あ
る
。
け
だ
し
羅
什
は
論
外
と
し
て
智
顔
に
関
す
る
限
り
浬

梁
経
に
関
す
る
関
心
は
き
わ
め
て
深
く
本
経
を
ば
法
華
経
と
同
じ
く
醍
醐

味
に
相
当
す
る
も
の
と
し
、
未
熟
の
者
を
桾
拾
す
る
た
め
に
四
教
を
重
説

し
、
末
代
の
悪
見
の
衆
生
の
た
め
に
は
慧
命
を
傷
つ
け
法
身
を
亡
失
せ
し

め
ざ
ら
ん
が
た
め
の
扶
律
談
常
の
教
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
智
顔
に
お
い
て
浬
梁
経
が
大
乗
中
仙
の
思
想
と
は
異
質
の
系
統
に
属

す
る
と
い
う
見
解
な
ど
は
全
然
存
在
し
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
ハ
ー
ビ
ッ

ッ
氏
は
次
の
如
く
い
う
。
目
冨
旨
四
目
園
凰
昌
う
。
ｐ
四
８
具
国
ｇ
ｏ
苗
、
○
日
①

○
烏
庁
蔵
①
ｏ
ｐ
Ｈ
昌
己
己
屋
①
四
の
○
弗
切
ロ
ロ
ロ
頁
関
口
］
己
詳
い
く
５
急
○
能
ｐ
旨
く
脚
ｐ
い
，

蜀
○
Ｈ
ご
○
汁
彦
庁
彦
①
国
芦
口
四
く
い
口
吊
蕨
曽
］
Ｑ
旨
四
画
ゆ
ご
色
目
屡
尉
含
画
①
算
ゆ
ず
①
○
垰

Ｌ

ｆ

ｐ
目
ご
四
国
四
君
四
の
の
○
目
①
昏
冒
、
：
ご
○
丘
＆
昇
禽
旨
具
の
、
》
弓
Ｐ
駕
⑦
〆
冒
①
‐

釦
望
○
口
．
目
宮
尉
の
○
国
己
命
巨
舞
①
〕
○
冒
誹
弓
①
○
計
弓
①
毘
彦
四
国
ｅ
“
も
①
ｏ
昌
○
己
旨
昌

旦
の
ｏ
毎
吋
①
印
昇
３
９
《
《
胃
出
目
Ｐ
ロ
①
日
》
豆
①
四
＄
具
》
ｂ
①
刷
○
昌
巳
】
宅
巨
尉
①
》
、

（
常
楽
我
浄
）
念
』
程
）
小
乗
や
大
乗
の
浬
喋
が
す
§
へ
て
の
①
×
官
の
の
の
］
○
国

を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
の
は
よ
い
が
、
①
芽
嵐
目
前
の
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
大
乗
の
色
即
是
空
・
空
即
是

色
の
原
理
か
ら
云
え
ば
、
空
性
と
い
う
も
の
は
但
空
で
は
な
く
不
但
空
で

あ
り
、
色
の
差
別
へ
の
執
著
を
離
れ
る
と
き
色
の
当
相
当
処
が
そ
の
ま
ま

空
性
の
実
現
、
す
な
わ
ち
渥
藥
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
と
く
に
円
熟
し
た
大

乗
教
理
、
例
え
ば
中
観
佛
教
に
お
い
て
浬
巣
が
四
句
百
非
の
限
定
を
超
越

し
て
い
る
と
強
調
さ
れ
る
の
は
、
浬
渠
の
内
容
を
ロ
の
唱
は
く
の
に
表
現
し
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
混
盤
が
単
な
る
虚
無
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
大
般
浬
築
経
に
お
い
て
常
楽
我
常

が
説
か
れ
て
も
、
そ
れ
は
浬
渠
の
内
容
を
吾
の
旨
司
①
に
表
示
し
た
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
観
系
の
般
若
学
と
浬
渠
経
の
立
脚
す
る
基
本
原
理
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は
同
一
で
あ
る
。
摩
訶
止
観
の
初
頭
で
潅
頂
が
智
韻
の
思
想
と
中
論
の
空

思
想
の
相
違
に
つ
い
て
「
中
論
は
遣
蕩
し
止
観
は
建
立
す
、
云
何
が
同
ず

る
を
得
ん
。
然
る
に
天
竺
に
論
を
注
す
る
も
の
に
凡
そ
七
十
家
あ
り
、
応

に
青
目
を
是
と
し
諸
師
を
非
と
す
る
等
へ
か
ら
ず
、
又
た
論
に
云
く
、
因
縁

所
生
法
、
我
れ
即
ち
是
れ
空
な
り
と
説
き
、
亦
た
是
れ
仮
名
な
り
と
為
す
、

亦
た
是
れ
中
道
義
な
り
」
と
述
べ
、
中
諭
も
単
に
空
の
遣
蕩
の
面
を
説
く

の
み
で
な
く
、
仮
と
中
の
建
立
を
説
く
が
ゆ
え
に
、
龍
樹
の
中
観
と
智
顎

の
思
想
が
決
し
て
異
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

湯
用
形
氏
の
説
に
し
た
が
っ
て
中
観
派
の
般
若
思
想
と
浬
藥
経
と
の
教
説

の
表
面
上
の
相
違
点
に
着
目
し
、
実
際
に
浬
盤
経
の
伝
訳
に
よ
っ
て
古
来

の
小
乗
的
な
神
不
滅
の
思
想
と
佛
性
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
一
部
の
思

想
が
存
在
し
た
こ
と
、
竺
道
生
が
こ
の
思
想
に
対
し
て
始
め
て
般
若
学
と

浬
藥
経
と
を
融
会
し
、
両
系
統
の
思
想
の
同
一
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
事

実
を
挙
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
わ
た
し
も
賛
成
で
あ
る
が
浬
樂
経
の
な
か

に
非
佛
教
（
匡
号
目
（
冒
黒
）
的
な
思
想
が
あ
る
と
か
羅
什
や
智
韻
が
そ
の

点
に
お
い
て
浬
渠
経
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
に
つ
い
て

は
少
し
く
疑
問
を
感
ず
る
。

つ
ぎ
に
著
者
は
智
韻
の
法
華
経
観
を
天
台
三
大
部
に
よ
っ
て
概
説
す
る

ｅ
・
ｇ
ｓ
。
ま
ず
玄
義
（
国
の
§
〕
は
）
に
つ
い
て
は
日
下
大
凝
氏
の
台
学
指

針
に
し
た
が
っ
て
五
重
玄
義
の
解
説
を
行
い
、
と
く
に
本
迩
二
十
妙
な
ど

に
つ
い
て
簡
単
な
解
説
を
加
え
、
つ
づ
い
て
天
台
教
判
の
論
述
に
入
り
、

樗
伽
経
や
浬
渠
経
に
基
い
て
イ
ン
ド
に
お
け
る
教
判
を
概
説
し
、
つ
い
で

南
三
北
七
を
中
心
と
す
る
シ
ナ
の
教
判
の
成
立
過
程
を
述
・
へ
、
智
頻
の
教

判
の
論
述
に
及
ぶ
含
隠
巴
。
ま
ず
五
時
判
を
解
説
し
、
第
五
法
華
浬
桑
時

の
と
こ
ろ
で
は
ア
ラ
カ
ン
に
対
す
る
羅
什
と
智
顎
の
学
説
の
異
同
を
究
明

し
、
羅
什
が
ア
ラ
カ
ン
を
架
空
の
も
の
と
考
え
た
の
に
対
し
、
智
顎
が
そ

れ
を
実
在
す
る
も
の
と
考
え
た
と
か
、
或
い
は
羅
什
が
法
華
経
を
佛
陀
の

最
後
の
説
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
智
顎
に
お
い
て
は
法
華
経

が
佛
説
の
究
党
を
説
く
も
の
で
、
浬
架
経
は
最
後
の
説
法
で
あ
る
と
し
て

も
法
華
経
の
補
助
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
に
す
ぎ
ぬ
と
考
え
、
羅
什
が
厳

格
な
中
観
系
の
学
者
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
小
乗
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
を
無

用
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
智
頻
は
ア
ラ
カ
ン
を
ど
こ
ま
で

も
実
在
な
り
と
し
、
し
た
が
っ
て
小
乗
佛
教
に
も
存
在
意
義
を
認
め
よ
う

と
し
た
遇
ロ
。
Ｈ
の
武
鴛
で
あ
る
と
批
評
し
て
い
る
点
は
す
こ
ぶ
る
興
味
深

い
ｅ
画
虐
ｌ
理
巴
。
し
か
し
宋
元
粋
の
四
教
儀
備
釈
の
説
に
よ
っ
て
五
時

説
法
の
年
時
を
限
定
し
て
い
る
の
は
必
し
も
正
当
で
は
な
い
。
次
い
で
化

儀
四
教
を
簡
単
に
説
明
し
、
化
法
四
教
の
説
明
に
重
点
を
お
き
、
蔵
通
別

円
の
四
教
を
苦
集
滅
道
の
四
諦
の
部
門
に
分
け
、
主
と
し
て
大
本
四
教
義

に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
し
か
し
著
者
が
努
力
を
集
中
し
て
い
る
の
は
円
教

の
解
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
先
づ
円
教
の
行
位
を
簡
単
に
説
明
し
、
つ
づ

い
て
天
台
実
相
法
門
の
精
華
た
る
一
念
三
千
（
弓
胃
目
の
号
昌
ｏ
ｏ
ｏ
ｍ
旨
］
ロ

“
目
。
ｇ
①
目
・
旨
。
雪
⑳
。
］
○
国
切
国
の
閉
）
を
詳
説
し
、
こ
の
法
門
の
根
拠
で
あ

る
法
華
経
方
便
川
の
経
文
、
す
な
わ
ち
舎
利
弗
、
如
来
知
見
広
大
深
遠
：

：
．
所
以
者
何
、
佛
所
成
就
第
一
希
有
難
解
之
法
、
唯
佛
与
佛
、
乃
能
究
尽
、

諸
法
実
相
、
所
謂
諸
法
如
是
相
、
如
是
性
、
如
是
体
、
如
是
力
、
如
是
作

如
是
因
、
如
是
縁
、
如
是
果
、
如
是
報
、
如
是
本
末
究
党
等
の
十
如
是
の

文
に
つ
い
て
肉
①
日
南
条
本
の
梵
木
に
拠
っ
て
田
口
目
○
旦
訳
、
属
の
］
・
ロ

訳
、
竺
法
護
訳
、
羅
什
訳
及
び
法
華
論
な
ど
を
対
照
し
、
新
し
く
著
者
自
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身
の
正
訳
を
試
み
、
妙
法
華
の
方
便
品
の
十
如
を
説
く
文
の
み
な
ら
ず
智

度
論
全
体
の
著
者
を
ば
羅
什
で
あ
る
と
断
定
し
た
ｅ
＆
９
．
函
曽
註
己
。

著
者
は
続
い
て
こ
の
天
台
実
相
法
門
の
詳
細
を
解
説
す
る
た
め
に
三
大

部
を
考
察
し
、
先
づ
文
句
で
は
巻
三
下
の
一
約
十
法
界
、
二
約
佛
法
界
、

三
約
離
合
、
四
約
位
の
四
番
釈
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
妙
玄
の
三
法
無
差

の
解
釈
を
紹
介
し
、
衆
生
法
の
と
こ
ろ
で
十
界
互
具
、
百
界
千
加
の
法
門

を
解
説
し
、
さ
ら
に
四
趣
・
人
天
・
二
乗
・
菩
薩
及
び
佛
法
界
に
分
け
て

十
界
の
十
如
の
一
々
に
つ
い
て
詳
説
す
る
。
最
後
に
摩
訶
止
観
に
入
っ
て

不
思
議
境
た
る
一
念
三
千
の
実
相
の
構
造
を
解
説
す
る
た
め
に
三
途
・
三

善
・
二
乗
・
菩
薩
。
佛
の
十
法
界
の
十
如
や
三
世
間
や
四
土
を
説
明
し
、

特
に
一
念
三
千
を
説
く
摩
訶
止
観
の
本
文
を
引
用
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
不
思
議
境
の
本
質
を
く
わ
し
く
解
説
し
て
い
る
ｅ
・
ぢ
こ
。

最
後
に
著
者
は
天
台
止
観
に
言
及
し
て
い
る
が
、
天
台
止
観
の
体
系
に

漸
次
・
不
定
。
円
頓
の
三
種
止
観
が
あ
る
な
か
で
、
た
だ
円
頓
止
観
の
み

を
問
題
と
し
、
そ
れ
も
四
種
三
味
・
二
十
五
方
便
・
十
境
・
十
乗
の
項
目

を
羅
列
し
、
そ
れ
に
き
わ
め
て
簡
単
な
解
説
を
加
え
て
い
る
の
み
で
あ
っ

て
、
詳
細
な
研
究
を
後
に
ゆ
ず
っ
て
い
る
の
で
、
と
く
に
注
意
す
・
へ
き
点

は
見
当
ら
な
い
。
た
だ
異
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
ハ
ー
ビ
ッ
ッ
氏
が
十
乗

観
法
の
適
用
規
定
に
つ
い
て
、
上
根
の
ひ
と
が
観
不
思
議
境
の
一
法
を
修

す
る
の
み
で
証
悟
を
得
る
の
に
対
し
て
、
中
根
が
と
き
に
は
組
不
思
議
境

と
起
慈
悲
心
の
二
法
を
修
め
、
下
根
の
み
十
法
全
体
を
修
行
す
、
へ
き
で
あ

る
と
し
念
・
駕
己
、
○
吟
匡
扇
蔚
国
営
８
＄
〕
苦
の
耳
鼻
巴
○
国
①
の
冒
臨
の
①
切

さ
肖
四
も
①
Ｈ
ｍ
ｏ
口
旦
の
声
ｐ
Ｈ
宅
匿
○
巳
は
①
、
》
津
〕
①
勤
氏
鼻
汁
葛
○
す
Ｈ
四
℃
①
易
○
口

○
閉
め
○
房
己
①
鼻
ご
営
四
庁
Ｑ
口
冒
①
Ｈ
常
四
○
口
岸
一
⑦
少
四
］
〕
Ｑ
砂
○
○
国
。
○
塁
ご
ロ
庁
○
汁
宮
①

穏
耐
○
国
且
Ｑ
巳
旨
降
駮
Ｃ
匡
冒
①
の
》
ざ
吋
三
５
日
巴
』
菌
ロ
日
○
号
、
四
吋
①

ロ
①
。
①
ｍ
３
ｑ
四
目
旨
昌
名
①
口
閏
匡
の
と
云
い
、
と
き
に
は
中
根
の
能
力

の
ひ
と
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
観
法
を
多
く
修
行
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

中
根
の
人
が
九
法
を
修
行
す
る
か
の
如
く
説
明
し
て
い
る
。
目
胃
弓
罠
‐

の
○
画
○
酷
の
旨
ｐ
Ｈ
己
①
切
片
儲
四
○
口
』
陸
①
の
牡
①
四
口
貝
①
砂
○
ロ
｝
『
計
画
①
罰
局
印
詐
》
計
巨
①
○
ｐ
①

旦
旦
巳
庸
黒
註
ｏ
巳
ご
＄
Ｈ
①
四
口
貝
の
め
巴
］
甘
口
》
乏
巨
］
①
巳
①
晶
○
巳
ゅ
且

日
誌
Ｈ
日
①
目
算
①
箇
○
巨
冒
の
、
急
昌
月
色
ロ
］
Ｈ
ｏ
四
口
ロ
冒
胃
Ｈ
ｇ
甘
○
：
砂

昌
目
］
ロ
く
①
Ｈ
い
①
ご
吋
○
己
○
Ｈ
武
○
旨
詐
○
什
彦
①
ｍ
ｐ
ｐ
Ｈ
己
旨
①
印
砂
○
弗
津
胃
①
胃
開
騨
Ｃ
ロ
胃
武
①
ｍ

ｅ
・
忠
ｅ
こ
れ
に
よ
る
と
著
者
は
中
根
二
法
、
ま
た
は
中
根
九
法
説
を
主

張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
体
何
を
根
拠
と
し
た
の
で
あ
る
か
。
古

来
天
台
学
界
で
は
唐
の
湛
然
以
後
、
上
根
一
法
・
中
根
七
法
・
下
根
十
法

の
説
が
最
も
有
力
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
学
界
の
な
か
に

必
し
も
中
根
七
法
説
に
し
た
が
わ
ず
に
中
根
六
法
説
を
主
張
す
る
学
者
も

あ
る
し
、
智
凱
の
摩
訶
止
観
も
観
境
に
応
じ
て
中
根
の
修
む
ゞ
へ
き
観
法
の

数
量
も
異
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
義
的
に
中
根
が
い
つ
で
も
二
法
と

か
六
法
、
あ
る
い
は
七
法
を
修
む
く
き
で
あ
る
と
限
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
し
摩
訶
止
観
の
な
か
に
中
根
二
法
や
中
根
九
法
を
説
く
文
は
全
然
見

当
ら
な
い
が
、
一
体
著
者
は
何
を
根
拠
に
し
て
、
こ
れ
ら
を
唱
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
日
本
佛
教
学
年
報
第
二
十
四
号
の
拙
稿

「
円
頓
止
観
の
研
究
」
（
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
に
つ
い
て
）
を
参
照
さ
れ

た
い
と
思
う
。

要
す
る
に
本
書
は
智
顎
の
生
涯
と
そ
の
思
想
の
う
ち
天
台
の
実
相
門
の

教
義
を
概
説
し
た
も
の
で
あ
っ
て
止
観
法
門
に
つ
い
て
は
簡
単
な
輪
郭
を

箇
条
的
に
指
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
止
観
法
門
を
さ
ら
に
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詳
し
く
説
明
し
な
け
れ
ば
完
全
な
も
の
と
は
云
い
得
な
い
。
し
か
し
難
解

な
漢
文
の
資
料
を
広
く
渉
猟
し
、
国
清
百
録
そ
の
他
を
精
密
に
解
読
し
て

智
顎
の
足
跡
を
明
硴
に
把
捉
し
、
正
史
の
記
録
を
追
求
し
て
智
顔
と
関
係

の
あ
っ
た
ひ
と
ぴ
と
の
経
歴
や
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
智

顔
の
当
時
に
於
け
る
権
威
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
智
顎
の

及
ぼ
し
た
影
響
が
い
か
に
広
範
囲
に
亘
っ
た
か
を
正
確
に
指
示
し
て
い
る
。

し
か
も
一
念
三
千
と
か
百
界
千
如
な
ど
天
台
独
特
の
専
門
用
語
を
英
訳
し
、

天
台
教
義
の
大
要
を
ま
と
め
て
英
文
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
は
〈
Ｉ
ピ
ッ

ッ
氏
の
功
績
で
あ
っ
て
、
本
書
に
よ
っ
て
従
来
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
外
国

の
佛
教
学
者
に
は
未
知
の
領
域
で
あ
っ
た
天
台
の
教
義
が
広
く
世
界
の
学

者
の
前
に
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し

か
も
た
だ
天
台
教
義
の
専
門
学
者
ば
か
り
で
な
く
シ
ナ
の
佛
教
思
想
史
を

研
究
し
よ
う
と
す
る
外
国
の
学
者
に
と
っ
て
も
必
読
の
害
と
な
る
で
あ
る

う
。
そ
れ
は
本
書
の
研
究
が
智
凱
を
中
心
と
す
る
シ
ナ
佛
教
思
想
の
展
開

を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
ほ
ど
広
い
視
野
の
な
か
で
智

顎
の
生
涯
と
思
想
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
数
年
前
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
出
版
さ
れ
た
国
ゞ
目
Ｈ
ｇ
①
Ｈ
氏
の
面
目
‐

号
騨
９
昌
口
①
牌
旨
ｏ
冨
口
Ｐ
と
と
も
に
併
せ
て
読
む
と
き
現
今
に
お
け

る
外
国
の
シ
ナ
佛
教
研
究
が
今
ま
で
よ
り
は
る
か
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
と
く
に
ハ
ー
ビ
ッ
ッ
氏
の
こ
の
研
究
の
場
合
、
い
ま
ま
で
固

苦
し
い
漢
文
を
通
し
て
公
式
的
に
天
台
の
教
義
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
強
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
だ
け
に
天
台
教
義
と
い
う
も
の
が
無
味
乾
燥

の
印
象
を
与
え
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
英
文
で
表
現
さ
れ
た
の
を
見
る
と
き
、

ま
た
異
な
っ
た
新
し
い
や
わ
ら
か
な
感
じ
が
生
れ
、
新
し
い
思
想
に
接
す

る
よ
う
な
気
持
が
湧
い
て
く
る
。
そ
の
い
み
で
本
書
は
日
本
の
学
徒
に
も

一
読
を
お
す
す
め
し
た
い
と
思
う
。
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