
七

人

の

聖

者
 

金

子

大

栄
 

序 

章

一

印
度
・
中
国
・
日
本
に
現
わ
れ
た
多
く
の
高
僧
の
中
か
ら
特
に
七
人
を
選
ん
で
真
宗
の
祖
師
と
せ
ら
れ
た
。
そ
の
選
定
の
理
由
と
し
て 

先
進
は㈠

安
心
の
同
一
な
る
こ
と
、㈡

そ
れ
ぞ
れ
の
発
揮
の
説
あ
る
こ
と
、㈢

著
作
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
説
明
と
し 

て
は
、
善
導
の
弟
子
法
照
に
は㈡

を
欠
き
少
康
に
は㈢

な
く'

ま
た
懐
感
に
は
『
群
疑
論
』
あ
れ
ど㈠

が
十
分
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

思
う
に
こ
の
三
理
由
は
浄
土
の
祖
師
の
資
格
と
し
て
必
要
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
取
捨
は
法
然
の
『
選
択
集
』
に
浄
土 

三
家
を
挙
ぐ
る
中
の
道
綽
・
善
導
一
家
に
於
て
曇
鸞-

道
綽

・
善

導

・
懐
感

・
少
康
を
挙
げ
た
る
こ
と
が
考
慮
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ 

る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
印
度
に
お
け
る
龍
樹
・
天
親
と
日
本
の
源
信
・
源
空
が
選
ば
れ
た
か
を
説
明
す
る
に
十
分
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ 

う
。
そ
れ
に
は
、
法
然
を
し
て
善
導
へ
と
導
び
き
し
も
の
は
源
信
で
あ
り' 

そ
の
善
導
の
直
接
の
師
は
道
綽
で
あ
り' 

ま
た
そ
の
道
綽
は 

曇
鸞
を
距
世
の
師
と
仰
ぎ' 

そ
し
て
そ
の
曇
鸞
は
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
註
解
す
る
に
当
り
て
龍
樹
の
『
十
住
論
』
等
に
依
れ
る
こ
と
が 

留
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
三
つ
の
理
由
と
い
う
も
、
そ
の
伝
統
の
上
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
教 

は
仏
教
の
一
分
派
で
は
な
く
、
仏
教
の
歴
史
を
貫
い
て
そ
の
宗
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
と
も
思
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

14



二

安
心
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
七
祖
い
ず
れ
も
「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
も
う
さ
ば
仏
に
な
る
」
こ
と
を
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
等
に
於
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
何
が
安
心
を
し
て
同
一
た
ら
し
め
た
の
で 

あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
こ
に
人
生
苦
と
人
間
悪
と
い
う
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
龍

樹
の
『
十
住
論
』
の
序
品
に 

は

「
生
死
の
苦
海
ほ
と
り
な
き
」
相
が
説
か
れ
て
い
る
。
天
親
の
『
浄
土
論
』
で
は
「
苦
悩
の
有
情
を
捨
て
ず
し
て
大
悲
心
を
成
就
せ
り
」 

と
い
う
言
葉
が
胸
へ
ひ
び
く
。
曇
鸞
已
下
の
五
祖
に
つ
い
て
は
挙
示
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

大
乗
仏
教
の
真
理
は
深
遠
で
あ
る
。
そ
の
即
非
の
論
理
を
形
成
せ
る
諸
法
実
相
か
ら
、
円
融
無
碍
の
法
界
観
に
至
る
ま
で
、
ま
こ
と
に 

甚
深
微
妙
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
多
く
の
聖
道
諸
宗
も
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
実
際
は
知
識
の
満
足
に
終
る
か
、
し 

か
ら
ず
ば
世
間
化
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
現
に
業
苦
に
悩
む
衆
生
は
救
わ
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
顧
み
れ
ば
そ
の
人
間
苦
を
解
脱
す 

る
こ
と
が
仏
陀
釈
迦
の
体
で
あ
っ
た
。

『
箭
喩
経
』
に
依
れ
ば
実
際
に
用
の
な
い
理
論
は
無
用
で
あ
る
と
さ
え
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
れ 

ば
浄
土
教
こ
そ
仏
教
の
正
系
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
っ
て
も
、
七
人
の
高
僧
は
聖
道
の
道
理
を
無
視
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
龍

樹,

天
親
に
見
ら
れ
る
本
願
念
仏
の
信
心
は
聖
道 

を
徹
底
す
る
と
こ
ろ
に
開
顕
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
 

曇
鸞
よ
り
源
信
に
い
た
る
ま
で
円
融
無
碍
の
道
理
を
予
想
せ
ず
し
て
は
、
そ
の
教
説 

を
領
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
源
空
ひ
と
り
厳
し
く
聖
道
を
廃
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
さ
れ
ど
そ
の
底
に
も
聖
道
の
願
が
あ 

っ
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
教
は
全
仏
教
の
終
帰
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

七
祖
の
発
揮
と
は
龍
樹
の
難
易
二
道
、
天
親
の
一
心
五
念
、
曇
鸞
の
自
力
他
力
、
道
綽
の
聖
道
浄
土
、
善
導
の
凡
夫
入
報
、
源
信
の
報
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化
二
土
、
源
空
の
信
疑
決
判
と
し
て
挙
示
せ
ら
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
宗
祖
の
諸
著
に
於
て
明
示
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
も 

問
題
と
な
る
こ
と
は
、
何
が
七
祖
を
し
て
そ
の
よ
う
な
発
揮
の
法
を
な
さ
し
め
た
か
で
あ
る
。
求
道
者
に
取
り
て
は
生
涯
を
か
け
て
解
か 

ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
問
題
の
解
答
と
な
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
そ
の
発
揮
の
説
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
れ
ば
そ
の
発
揮
の
説
を
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
特
に
重
要
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の 

問
題
は
現
代
に
於
て
も
繰
返
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、

『
教
行
信
証
』
で
は
本
願
念
仏
は
諸
仏
の
教
と
し
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏 

と
は
何
か
。
私
は
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
暗
推
し
て
み
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
諸
仏
を
現
実
の
人
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
七
祖
こ
そ
、
そ
の
代 

表
者
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
諸
仏
と
は
諸
道
に
於
て
覚
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
諸
道
と
は
哲
学
・
道
徳
と
い
う
も
の
が 

主
要
な
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が' 

そ
れ
は
社
会
・
時
代
等
と
結
び
つ
い
て
問
題
と
な
り' 

求
道
者
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば 

七
人
の
祖
師
に
依
り
て
七
つ
の
問
題
が
解
答
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
七
つ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る 

こ
と
が
、
こ
の
論
文
の
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
、
見
出
さ
れ
た
七
つ
に
限
る
か' 

そ
れ
と
も
更
に
種
々
の
問
題
が
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

「
行
巻
」
に
於
け
る
諸
宗
の
高
僧
の
説
は' 

畢
竟
、
七
人
の
所
説
に
摂
ま
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
問
題
を
提
起
せ
る
も
の
か
は
、
改 

め
て
究
明
す
る
を
要
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
行
巻
」
で
は
各
宗
の
祖
師
も
ま
た
人
間
諸
仏
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
て
い 

る
よ
う
で
あ
る
。

四

そ
の
七
人
の
教
説
を
伝
う
る
も
の
は' 

そ
の
著
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
著
作
こ
そ
は
、
祖
師
た
ち
の
人
格
を
顕
わ
す
も
の
で
あ 

ろ
う
。
著
作
の
心
理
に
は
こ
の
身
は
死
ん
で
も' 

死
な
ぬ
自
身
が
残
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
内
部
か
ら
の
意
欲
こ
そ
生
死
を
超
え
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て
い
る
そ
の
人
自
身
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
ゝ
そ
の
人
の
伝
記
を
知
り
て
の
ち
ゝ
そ
の
人
の
思
想
を
た
ず
ね
る
こ 

と
は
迂
遠
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
そ
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
依
り
て
ゝ
そ
の
人
を
知
る
こ
と
こ
そ
順
当
で 

あ
る
。

さ
れ
ど
、
い
か
な
る
著
作
も
そ
の
人
の
実
際
に
感
知
し
て
い
る
も
の
を
十
分
に
顕
わ
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
ら
の
精
神
生
活
と 

い
っ
て
い
る
も
の
は
、
い
か
に
語
っ
て
も
表
記
し
尽
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
い
か
な
る
著
作
も
未
完
成
の
も 

の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
そ
の
表
現
し
尽
せ
ぬ
も
の
こ
そ
、
背
後
の
力
と
な
り
て
著
作
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
そ
の
背
後
の
も
の
に
神
通
す
る
こ
と
こ
そ
、
真
に
そ
の
著
作
を
読
む
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
背
後
の
も
の
を
感 

知
せ
し
め
る
と
こ
ろ
は' 

そ
の
著
作
の' 

そ
し
て
そ
の
著
者
の
永
遠
不
死
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え' 

す
べ
て
の
著
作
は
そ
の
意
味
を
も
っ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
に
先
だ
ち
て
無
用
と
な
る
作
物
も
多
い
の
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
そ
こ
に
は
、
更
に
読
者
の
眼
と
い
う
も
の
が
重
要
な
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
眼
を
与
う
る
も
の
が
著 

者
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
読
者
の
道
心
で
あ
る
か
は
常
に
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

五

こ
こ
で
七
高
僧
の
著
作
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
古
来
上
三
祖
は
『
大
経
』
に
依
り
下
四
祖
は
『
観
経
』
に
依
る
と
解
説
さ
れ
て
来
た
ー 

龍

樹
の
『
十
住
論
』
易
行
品
に
は
ア
ミ
ダ
の
本
願
を
挙
げ' 

天
親
の
『
浄
土
論
』
は
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
で
あ
り
、
曇
翹
の
『
論
註
』
は 

三
部
経
を
予
想
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
所
説
の
根
本
は
『
大
経
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
道
綽
・
善
導
は
『
観
経
』
を
解
釈
せ
る
も
の 

で
あ
り
、
源
信
・
源
空
も
そ
れ
を
継
承
せ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
れ
ば
先
進
の
解
説
は
ま
こ
と
に
当
を
得
た
る
も
の
と
い 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
宗
祖
に
於
て' 

「
大
聖
の
真
言
」
と

「
大
祖
の
解
釈
」
と
の
対
応
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す 

る
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
と
共
に
看
過
で
き
ぬ
こ
と
は
、
七
祖
の
教
学
に
は
『
華
厳
』

・
『
涅
槃
』
の
二
経
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
龍
樹
は 

『
華
厳
経
』
を
読
ん
で
悟
り
を
開
き
『
十
住
論
』
を
著
作
し
た
。
世
親
の
大
乗
教
へ
の
転
向
は
『
十
地
経
』
を
聞
い
て
と
伝
え
ら
れ
て
お 

り' 

『
十
地
経
論
』,

も
著
作
さ
れ
て
あ
る
か
ら
『
浄
土
論
』

に
於
け
る
蓮
華
蔵
世
界
は
『
華
厳
経
』

を
思
い
合
わ
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ 

う
。
曇
鸞
は
「
四
論
の
講
説
」
を
宗
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が' 

『
論
註
』
に

『
華
厳
経
』
の
引
用
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ 

る
。
道
綽
は
明
ら
か
に
「
涅
槃
の
広
業
」
を
経
て
お
り' 

善
導
の
『
観
経
疏
』
に

も

『
涅
槃
』
の
思
想
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
源
信
は' 

天
台
宗
に
属
し
源
空
は
比
叡
か
ら
離
脱
せ
る
も
の
で
も
る
が
、
そ
の
天
台
宗
の
所
説
は
『
法
華
経
』
の
双
翼
と
し
て
『
華
厳
』
・
『
涅
槃
』 

の
二
経
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
『
教
行
信
証
』
に
こ
の
二
教
を
重
視
し
て
あ
る
こ
と
は
親8

の
修
学
時
代
の
薫
習
で
も
あ 

ろ
う
が
、
已
に
七
祖
の
教
学
に
於
て
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
浄
土
教
は
『
華 

厳
』
と

『
涅
槃
』
の
二
経
を
背
景
と
し
て
仏
教
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
依
り
て
七
祖
の
著
作
の
性
格
を
勘
う
る
に' 

印
度
に
お
け
る
二
大
師
の
所
説
は
仏
法
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
よ
り
他 

に
何
も
の
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
願
念
仏
を
説
か
れ
た
こ
と
も
、
そ
れ
が
即
ち
仏
法
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た' 

そ
し
て
そ
の 

仏
法
と
は
二
大
師
の
覚
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
特
に
所
依
と
す
る
教
説
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
所 

依
の
教
説
は
そ
の
ま
ま
に
覚
道
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
『
華
厳
経
』
も

『
大
無
量
寿
経
』
も
無
字
の
経
典
で
あ 

っ
た
。
そ
れ
は
言
い
換
れ
ば
自
然
の
道
理
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
大
師
の
教
学
は' 

自
然
と
人 

間
と
の
内
面
的
感
応
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
宗
教
と
い
っ
て
も
、
哲
学
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で 

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
中
国
の
三
祖
の
著
作
は' 

明
ら
か
に
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
所
依
の
経
典
と
な
っ
た
も
の
は
道
綽
・
善
導
に
見 

ら
れ
る
『
観
経
』
で
あ
っ
た
。
曇
鸞
の
著
作
も
『
観
経
』
を
無
視
し
て
は
了
解
の
で
き
ぬ
も
の
で
苟
る
。
こ
う
し
て
三
師
の
著
作
に
見
ら 

れ
「る
も
の
は
人
間
観
で
あ
る
。
そ
こ
に
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
は' 

印
度
伝
承
の
仏
教
は
人
間
・
社
会
に
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
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と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
て
三
師
の
仏
教
は
道
徳
的
関
心
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で 

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
観
経
』
も

『
涅
槃
経
』
も
有
字
の
経
典
で
あ
る
。
そ
の
有
字
の
経
典
が
解
釈
の
根
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ 

し

て

『
涅
槃
経
』
は
広
く
仏
教
の
法
相
の
解
釈
で
あ
り' 

『
観
経
』
は
特
に
本
願
念
仏
の
人
間
的
解
釈
で
あ
っ
た
。
 

こ
う
し
て
日
本
の
二
祖
の
著
作
を
見
れ
ば
ま
た
特
別
な
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
編
集
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
信 

は
自
身
の
道
の
「
廃
忘
に
備
え
る
」
た
め
に
『
往
生
要
集
』
を
編
集
し
た
。
源
空
は
時
代
を
救
う
た
め
に
『
選
択
集
』
を
編
集
せ
る
の
で 

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
編
集
の
心
は
親
鸞
に
も
継
承
せ
ら
れ
て
『
教
行
信
証
』
と
な
っ
た
。
そ
の
編
集
精
神
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
 

ま
た
源
信
・
源
空
・
親
總
に
お
い
て
い
か
に
異
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
日
本
人
の
心
と
い
う
も
の
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る 

そ
し
て
そ
れ
が
純
粋
に
宗
教
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
龍 

樹

仏
教
と
は
何
か

仏
教
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

一

空

の

因

縁

ヴ
ェ
ー
ダ
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
、
六
派
哲
学
と
習
い
伝
え
ら
れ
た
印
度
に
は
早
く
か
ら
深
遠
な
る
思
想
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の 

典
籍
を
学
習
し
精
通
せ
る
も
の
は
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ば
れ
た
る
知
識
人
で
あ
る
。
真
宗
の
第
一
祖
龍
樹
も
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ 

れ
ら
の
忍
想
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
ず
仏
教
へ
転
向
せ
る
こ
と
は' 

欲
為
苦
本
の
実
際
を
痛
感
し
て
、
生
死
解
脱
を
求
め
ず
に
お
れ
な

19



か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
龍
樹
の
仏
教
に
求
め
た
も
の
は
、
そ
の
知
識
で
は
な
く
、
実
証
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
龍
樹
の
道
念
が
あ
っ
た
。

し
か
る
に
龍
樹
の
求
め
た
も
の
は
、
案
外
に
も
容
易
に
仏
教
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
十
余
派
に
分
れ
た
る
仏 

教
は
お
の
お
の
自
身
の
説
く
と
こ
ろ
を
正
統
と
し
て
そ
の
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
思
想
せ 

ら
れ
た
も
の
は
、
宗
義
学
で
あ
っ
て
実
証
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
自
派

の
「
法
」
に
執
え
ら
れ
て
い
る
と 

し
か
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
本
来
の
無
我
の
精
神
に
反
く
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
っ
て
も
、
無
我
こ
そ
仏
教
の
本
義
で 

あ
る
か
ぎ
り
、
諸
派
み
な
無
我
を
説
い
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
所
説
の
法
は
執
え
ら
れ
て
い
る
。
無
我
は
我
は
無
い
と
い
う
知
識
で 

あ
っ
て
無
我
の
身
証
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
執
が
法
執
と
変
相
せ
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
真
に
無
我
な
る
た 

め
に
は
そ
の
法
執
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
こ
そ
仏
教
の
精
神
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
法
執
を
離
れ
る
道
と
し
て
龍
樹
に
探
ね
当
て
ら
れ
た
も
の
は
空
・
因
縁
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
大
乗
仏
教
の
原
理 

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
乗
思
想
は
い
づ
れ
、
早
く
か
ら
教
界
に
興
起
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
龍
樹
は
大
乗
経
典
を
読
ん
で
初 

め
て
仏
教
に
帰
入
せ
る
こ
と
の
喜
び
を
得
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
般
若
』

『
華
厳
』
等
の
多
く
の
大
乗
経
典
も
已
に
存
在
し
て
い
た 

の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
の
大
乗
仏
教
の
真
理
を
実
証
し
て
極
説
せ
ら
れ
る
も
の
は
龍
樹
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
龍
樹
は
大
乗
仏
教
の 

興
隆
者
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
空
・
因
縁
の
道
理
を
語
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
学
者
に
依
り
て
周
知
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
こ
こ
に
留
意 

す
べ
き
こ
と
は' 

仏
陀
釈
迦
に
於
て
人
生
観
で
あ
っ
た
も
の
が
法
界
観
へ
と
転
移
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
体
的
で
あ
っ
た
も
の
が 

客
体
的
と
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
仏
教
に
あ
り
て
は' 

主
体
と
客
体
と
は
離
し
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
も
の 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
空
観
と
い
う
も' 

「
我
」
に
於
け
る
「
法
」
執
を
除
く
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
法
の
み
を
思
想
す
る
も
の
で
は
な 

い
で
あ
ろ
う
。
人
我
見
の
底
に
あ
る
法
我
見
を
空
観
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
に
「
中
道
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
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う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
て
特
殊
的
で
あ
っ
た
原
始
の
仏
教
が' 

普
遍
的
意
味
を
も
つ
大
乗
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二

愛

欲

是

道

こ
う
し
て
「
仏
教
と
は
何
か
」
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
，
因
縁
を
身
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
ご
と
に
も
執
え 

れ
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
無
執
無
著
の
身
証
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
仏
教
の
教
界
は
現
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
よ
い
の
で
あ
ろ 

う
か
。
龍
樹
は
そ
れ
を
問
題
と
せ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
覚
知
さ
れ
た
も
の
は' 

声
聞
自
利
に
対
し
て
利
他
教
化
の 

菩
薩
道
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
声
聞
自
利
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
正
統
派
と
自
称
す
る
教
団
の
僧
た
ち 

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
利
他
教
化
を
本
と
す
る
菩
薩
と
は
深
く
大
衆
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に 

思
想
さ
れ
て
い
た
も
の
は
在
家
と
出
家
と
の
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
で
あ
り' 

世
間
と
出
世
間
と
の
距
て
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
 

さ
れ
ど
、
そ
こ
に
は
容
易
に
解
き
う
る
と
は
思
え
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
根
元
で
あ
る
愛
欲
を
い
か
に
処
理
す
る
か
で
あ
る 

在
家
と
は
そ
の
自
然
の
要
求
に
従
っ
て
愛
欲
の
生
活
を
為
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
出
家
は
そ
の
愛
欲
に
絶
縁
し
そ
れ
を
捨
離 

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
両
者
の
厳
し
い
別
が
あ
る
。
い
か
に
し
て
そ
の
別
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

思
う
に
こ
の
解
答
は
両
方
よ
り
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
出
家
に
於
け
る
愛
欲
の
捨
離
は
枯
木
頑
石
の
如
く
無
感
情
な
る
こ
と
で
は 

な
く'

絶
縁
と
い
う
も
畢
竟
は
正
し
い
生
活
を
見
出
さ
ん
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
禁
欲
と
快
楽
と
を
超
え
た
る
中
道
こ
そ
仏
陀
の
求
め 

た
る
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ハ
正
道
が
ハ
中
道
で
あ
り' 

ま
た
ハ
向
涅
槃
道
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

『
ミ 

リ
ン
ダ
王
経
』
に
依
れ
ば
七
才
未
満
の
も
の
や
断
根
者
で
は
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
と
し
て
の
性
情
を
も
つ
も
の
の
み 

が
涅
槃
を
証
し
得
る
器
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
在
家
に
移
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

愛
欲
の
生
活
と
は
愛
欲
を
恣
い
ま
ま
に
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
然
の
生
活
で
あ
る
だ
け
特
に
節
度
を
要
す
る
も
の 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
愛
欲
の
褐
害
を
実
感
す
る
も
の
は
出
家
よ
り
は
む
し
ろ
在
家
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
涅
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槃
を
求
む
る
も
の
は
、
か
え
っ
て
煩
悩
を
断
ぜ
ざ
る
者
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
出
家
と
在
家
の
別
は
な
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
両
者
の
立
場
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
出
家
と
は
正
道
を
発
見
し
て
自
他
の
法
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
在
家
と
は
そ
の
教
化
を
う
け
て
生
活
を
規
制
し
て
い
く
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
教
化
を
為
す
も
の
と
受
く
る
も
の
と
あ
っ
て
大
乗
菩
薩
道
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

そ
の
受
く
る
も
の
は
教
う 

る
も
の
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
は
あ
る
が' 

教
う
る
者
の
心
に
は
特
に
受
く
る
者
に
対
す
る
敬
意
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の 

で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
ま
た
そ
こ
に
は' 

教
化
者
と
し
て
の
出
家
は
愛
欲
，
名
利
に
執
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
が
、

し
か
し
在
家
者
の
愛 

欲

・
名
利
を
非
難
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
道
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
大
乗
経
典
に
お
け
る
女
性
と
長
者
と
を
尊
重
せ
る
所
以
が
了
解
せ
ら
れ
る
。
教
化
さ
れ
た
る
女
性
と
長
者
、
そ
れ
こ
そ
菩
薩
道 

の
成
立
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
愛
欲
も
名
利
も
空
観
せ
ら
る
れ
ば
美
徳
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
出
家
の
律
法
と
し
て
女
性
と 

長
者
に
親
近
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
出
家
の
律
法
を
以
て
在
家
を
規
制
し
て
は
な 

ら
な
い
。
出
家
に
依
り
て
見
出
さ
れ
た
正
道
は
在
家
に
お
い
て
実
証
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
愛
欲
即
是
道
と
い
う
こ
と
も
説
か
れ
る
こ
と
に 

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
智
度
論
』
に
於
け
る
勝
意
・
善
根
の
二
菩
薩
の
説
話
も
こ
こ
に
思
い
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

三

不

退

転

地

こ
れ
に
依
り
て
大
乗
菩
薩
道
の
意
義
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
正
道
の
発
見
は
出
家
に
よ
り
、
そ
の
実
証
は
在
家
に
お
い
て
せ
ら 

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
菩
薩
道
を
出
家
が
荷
負
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
自
利
利
他
の
道
と
も
い
わ
れ
る
こ
と
に 

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
自
利
を
の
み
願
う
こ
と
に
な
れ
ば' 

い
わ
ゆ
る
声
聞
根
性
と
い
う
も
の
に
な
り
て
正
道
を
見
失 

う
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
利
他
の
名
に
於
て
在
家
に
親
近
す
る
こ
と
も
度
を
過
ぐ
れ
ば' 

仏
法
か
ら
外
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ 

こ
に
退
い
て
は
涅
槃
に
執
え
ら
れ
て
空
寂
に
陥
い
る
こ
と
な
く'

世
間
に
入
り
て
生
死
に
動
乱
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
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そ
れ
は
思
想
し
易
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
実
践
に
は
至
難
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
至
難
の
実
践
こ
そ
菩
薩
道
に
不
退
転
の
精 

進
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
〇

し
か
し
て
そ
の
不
退
転
は
、
や
が
て
不
退
転
「
地
」
を
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
退
転
を
免
れ
ぬ
か
ら
で 

る
。

「
勉
め
て
学
ぶ
も
の
は
好
ん
で
学
ぶ
も
の
に
如
か
ず' 

好
ん
で
学
ぶ
も
の
は
楽
し
ん
で
学
ぶ
も
の
に
如
か
ず
」
と
い
う
こ
と
が
あ 

る
。
そ
の
勉
・
好

・
楽
が
凡
・
賢

・
聖
を
分
っ
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
凡
賢
を
経
な
け
れ
ば
聖
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
違
い
は 

な
い
。
さ
れ
ど
聖
に
達
せ
ざ
れ
ば
学
も
退
転
を
免
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
学
は
学
地
に
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
菩
薩
道
は
不
退
転 

で̂

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
お
い
て
特
に
不
退
転
地
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
い
か
に
し
て
そ
の
不
退
転
地
を
得
る
で
あ
ろ 

う
か
。
こ
の
主
要
問
題
が
龍
樹
の
『
十
住
論
』
に
解
答
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

の

『
十
住
論
』
の

「
阿
惟
越
致(

不
退
転)

品
」
に
は
不
退
転
の
「
行
」
と
し
て㈠

衆
生
に
対
し
て
平
等
心
で
あ
る
こ
と
、㈡

他
の 

利
養
を
嫉
ま
な
い
こ
と
、㈢

法
師
の
過
失
を
説
か
な
い
こ
と
、㈣

深
妙
の
法
を
信
楽
す
る
こ
と
、㈤

恭
敬
を
貪
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ' 

そ 

れ
に
反
す
る
も
の
は
退
転
で
あ
る
と
し' 

そ
し
て
そ
の
退
転
を
「
不
退
転
」
に
立
ち
帰
ら
し
め
る
も
の
は
、㈠

我
を
離
れ
、㈡

衆
生
に
執 

え
ら
れ
ず
、㈢

分
別
説
法
せ
ず' 
㈣

菩
提
に
執
え
ら
れ
ず
、㈤

相
を
以
て
仏
を
見
な
い
、
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ 

即
ち
菩
薩
道
を
不
退
転
で
あ
ら
し
め
る
も
の
は
空,

因
縁
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

6.
ろ
う
。
し
か
る
に
「
易
行
品
」
で
は
そ
れ
を
難
行 

と
し
て
易
行
道
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
易
行
を
求
む
る
心
は
獰
弱
怯
劣
に
し
て
大
心
な
き
も
の
と
し
、
丈
夫
志
幹
の
言 

う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
呵
責
し
つ
つ
、
信
方
便
の
易
行
に
依
り
て
不
退
転
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
道
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
易
行
道
と 

は
十
方
三
世
の
諸
仏
の
名
号
を
称
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
称
仏
名
号
が
不
退
転
地
を
う
る
易
行
で
あ
る
と
開
説
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
仏
・
菩
薩
の
名
は
ど
こ
か
ら
見
出
さ
れ
た
か
は
分
ら 

な
い
。
見
聞
に
依
り
て
覚
知
さ
れ
た
も
の
、
行
徳
と
し
て
内
感
さ
れ
た
も
の
、
す
べ
て
が
仏
名
と
し
て
現
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
れ
ら
の
仏
名
を
称
念
す
る
こ
と
が
不
退
転
地
を
得
る
法
と
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
信
方
便
の
易
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
覚
者
の
存

23



在
を
信
ず
る
こ
と
に
依
り
、
自
身
の
成
道
を
疑
わ
ぬ
‘も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
祢
仏
名
号
が
菩
薩
道
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
般
舟
三
昧
と
の
同
異
で
あ
る
。

「
般
舟
三
昧
の
父
、
 

大
悲
無
生
の
母
、

一
切
の
諸
の
如
来
は' 

こ
の
二
法
よ
り
生
ず
」
と
い
う
。
そ
の
大
悲
無
生
は
空
因
縁
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
般
舟
三 

昧
は
諸
仏
現
前
三
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
念
仏
三
昧
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
て
そ
の
両
者
は
父
母
の
如
く
相
依
相
成
し
て
仏 

道
を
成
就
す
る
も
の
で
茴
る
。
そ
れ
こ
そ
龍
樹
の
仏
教
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
称
名
易
行
と
い
う
も
、
畢
竟
は
般
舟 

三
昧
へ
と
帰
入
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
檸
弱
怯
劣
と
い
う
も
、
丈
夫
志
幹
で
な
い
と
い
う
も
菩
薩
の
道
心
の
反 

省
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
初
め
か
ら
檸
弱
怯
劣
な
る
も
の
は
不
退
転
地
を
求
め
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
丈
夫
志
幹
は
そ
の 

容
色
の
上
に
も
威
徳
が
現
わ
れ
る
。
し
か
れ
ば
祢
名
易
行
と
い
う
も
菩
薩
道
の
他
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

四

如

来

の

家

さ
れ
ど
省
み
れ
ば
丈
夫
志
幹
を
励
ま
し
て
退
転
か
ら
不
退
転
に
立
ち
帰
ら
し
め
た
も
の
は
不
得
我
等
の
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し 

て
偉
弱
怯
劣
を
も
不
退
転
地
に
あ
ら
し
め
る
も
の
は
易
行
念
仏
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
教
化
す
る
者
の
立
場
だ
け
で
は
な
く
、
教
化
を
う
く 

る
者
の
立
場
を
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
説
く
法
の
真
実
は
聞
く
身
と
な
り
て
実
証
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
称
名
念 

仏
も
信
方
便
の
易
行
と
説
く
所
以
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
般
舟
三
昧
に
帰
一
す
る
に
違
い
は
な
い
。
し
か
れ
ば
そ
の
信
方 

便
の
易
行
こ
そ
凡
夫
に
身
証
さ
れ
る
菩
薩
道
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
依
り
て
『
教
行
信
証
』
で

は

「
般
舟
三
昧
の
父
と
大
悲
無
生
の
母
に
依
り
て
如
来
の
家
に
生
る
」
と
い
う
こ
と
は' 

即
ち
光
明 

-

名
号
の
因
縁
に
よ
り
て
無
量
光
明
土
に
至
る
と
い
う
こ
と
と
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
般
舟
三
昧
は
名
号
の
父
で
あ
り
、
大
悲
無
生
は
光
明 

の
母
で
あ
る
。
し
か
し
て
「
如
来
の
家
」
と
い
う
そ
の
如
来
と
は
、
真
実
で
あ
り
涅
槃
で
あ
る
と
い
う
の
が
『
十
住
論
』
の
意
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
如
来
の
家
と
は
生
死
の
帰
依
と
な
る
彼
岸
の
世
界
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
龍
樹
も
有
仏
の
国
土
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へ
願
生
を
説
け
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
「
如
来
の
家
」
と
い
う
表
現
の
語
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
退
転
を
可
能
な
ら
し
め
る
地
で
あ
る
。
 

遠
く
無
限
無
窮
と
期
せ
ら
れ
て
い
る
仏
道
も
近
く
こ
の
身
に
於
て
内
感
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
如
来
の
家
に
生
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
世
間
の
凡
夫
道
を
転
じ
て
出
世
上
道
に
入
る
と
い
う
こ
と
も' 

如
来
の
家
に
生
れ
た
る
も
の
の
身
証
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

「
凡
夫
道
は
究
竟
し
て
涅
槃
に
至
る
こ
と
能
は
ず' 

常
に
生
死
に
往
来
す
」
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
愛
欲
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き 

な
い
在
家
生
活
者
で
あ
る
。
そ
の
凡
夫
が
如
来
の
家
に
生
れ
て
出
世
上
道
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
不
退
転
地
を
得
た
る
も
の
で
あ 

る
。こ

れ
に
依
り
て
「
常
に
諸
仏
と
諸
仏
の
大
法
を
念
ず
れ
ば
」

「
必
定
の
希
有
行
」
で
あ
る
か
ら
「
歓
喜
多
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
意
も 

領
解
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
即
ち
念
仏
三
昧
は
菩
薩
行
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
所
説
に
於
て
特
に
感
銘
の
深
い
も 

の
は
、
無
始
生
死
の
苦
に
於
て
已
に
滅
せ
し
も
の
と
未
だ
滅
せ
ざ
る
も
の
と
を
対
観
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
未
滅
の
苦
海
は
無 

限
の
大
海
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
身
証
さ
れ
た
る
観
喜
の
心
境
に
お
い
て
は
二
三
滞
の
如
く
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば' 

生
死
の
大 

海
は
已
に
尽
さ
れ
た
。
残
れ
る
受
苦
は
二
三
滞
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
歓
喜
地
と
い
う
も
「
如
来
の
家
」
に 

あ
る
こ
と
の
他
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
自
他
共
に
同
一
念
仏
の
他
に
道
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
が
「
如
来
の
家
」
に
生
れ
た
と
い 

う
感
覚
を
成
長
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

身

証

の

智

慧

こ
れ
に
依
り
て
真
宗
第
一
祖
と
し
て
の
龍
樹
の
所
説
は
略
ぼ
領
解
し
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
千
部
の
論
主
と
い
わ
れ 

た
る
龍
樹
の
教
学
を
十
分
に
尺
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

『
中
論
』

『
十
二
門
論
』
は
空-

因
縁
の
道
理
を
説
き
、

『
大
智
度
論
』

『
十 

住
論
』
は
広
く
菩
薩
の
行
法
を
挙
げ
て
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は' 

そ
こ
に
龍
樹
の
豊
富
な
る
知
識
と
説
い
て
倦
ざ
る
こ
と
の 

な
い
教
化
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
し
か
し
て
そ
れ
を
貫
ぬ
く
も
の
は
空
観
の
智
慧
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
智
慧
は
い
う
ま
で
も
な
く
組
織
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や
系
統
づ
け
で
は
な
い
。
恐
ら
く
龍
樹
に
於
て
仏
教
の
組
織
や
系
統
を
求
む
る
こ
と
は
全
く
見
当
違
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
た
が
っ
て
矛
盾
と
い
う
も
の
が
畢
竟
は
一
切
の
仏
教
は
空
観
の
智
慧
に
よ
り
て
身
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で 

あ
る
。
そ
こ
に
は
真
実
の
智
慧
は
体
験
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
菩
薩
道
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
六
波
羅 

蜜
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
の
五
行
は
般
若
に
導
か
れ
て
波
羅
蜜
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
 

し
か
し
そ
の
五
行
な
し
に
は
般
若
も
真
実
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
心
で
道
理
を
知
っ
た
だ
け
で
は
真
実
の
般
若
で
な
い
か
ら 

で
あ
る
。

し
か
れ
ば
そ
の
身
証
の
智
慧
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
は
概
念
的
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
境
地
は
言
い
現
わ
す 

こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
道
断
心
行
所
滅
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
切
の
教
説
も
す
べ
て
は
指
月
の
指
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ 

れ
ど
身
証
の
智
慧
あ
る
も
の
は' 

一
切
の
教
法
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
的
の
表
現
と
し
て
縦
横
に
説
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の 

身
証
こ
そ
単
純
に
し
て
豊
か
な
る
も
の
で
あ
る
。
文
殊
に
し
て
普
賢
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
『
華
厳
経
』
の
境
地
で
あ
る
。
 

今
日
で
は
そ
の
境
地
は
禅
か
念
仏
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
龍
樹
に
あ
り
て
は
、
已
に
説
け
る
よ
う
に
両
者
は
別
な
も
の
で
は 

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
い
づ
れ
を
取
る
に
し
て
も
他
を
排
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
所
詮
は
、
仏
教
は
こ
れ
行
証
の
法
で 

あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章
世 

親

自

覚

無

窮

の

願
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一

個 

性

身
心
は
不
二
で
あ
っ
て
分
っ
こ
と
は
で
き
な
い
。
精
神
と
い
っ
て
も
身
の
精
で
葩
り
、
そ
の
精
が
神
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し 

か
れ
ば
身
の
外
に
心
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
心
は
身
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て 

そ
の
精
神
あ
り
て
身
は
そ
の
作
用
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
だ
一
概
に
身
は
有
限
で
あ
り
心
は
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
も
で
き
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
身
に
作
用
し
て
の
み
そ
の
存
在
の
意
味
を
も
つ
心
は
有
限
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
え
っ
て
ま
た
身
は
心 

の
作
用
を
現
わ
す
こ
と
に
於
て
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
悠
久
無
限
の
法
界
を
感
知
す
る
こ
と
も
、
有
限
の
こ 

の
身
に
於
け
る
精
神
力
の
他
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
有
限
な
る
こ
の
身
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
性
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し 

て
そ
の
個
性
は
人
お
の
お
の
の
心
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
依
り
て
そ
れ
ぞ
れ
の
身
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
の
顔
色 

を
見' 

そ
の
人
の
言
音
を
聞
く'

そ
れ
ぞ
れ
特
殊
で
あ
っ
て
同
じ
も
の
は
な
い
。
医
学
者
の
説
に
依
れ
ば
、
そ
の
特
殊
性
は
人
身
の
内
臓 

に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
衆
生
と
い
っ
て
も' 

一

般
的
知
識
で
は
到
底
了
解
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
か
ら' 

わ
れ
ら
の
世
界
と
い
う
も
の' 

こ
の
個
性
的
な
る
身
の
感
覚
内
容
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
が
思
想
せ
ら
れ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ 

の
世
界
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。
天
上
の
星
も
、
地
上
の
花
も
、
山
河
も
艸
木
も
、
こ
の
身
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
世
界
内
の
も
の
で
あ
る
。
 

あ
る
い
は
人
間
の
交
際
と
い
っ
て
も
結
局
は
他
に
あ
る
己
と
の
結
び
つ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
い
か
に
し
て
も
自
分
の
世
界
の 

外
へ
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
に
遇
う
て
い
る
と
思
う
て
い
る
が
、
実
は
自
分
に
遇
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
と
自
覚
す
れ
ば
、
わ 

れ
ら
は
絶
対
孤
独
で
あ
る
と
感
知
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
れ
ど
そ
の
自
覚
そ
の
も
の
は
普
遍
的
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
人
は
自
身
の
世
界
を
出
る
こ
と
は
で
き
ぬ 

と
い
う
こ
と
も' 

感
知
さ
れ
る
道
理
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
普
遍
な
る
も
の
は' 

人
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
包
容
し
て' 

相
互
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の
了
解
を
も
為
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
孤
独
な
る
個
人
の
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
ゝ
人
間
は
自
他
の
因
縁
に
よ
り
て
生 

き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
覚
は
人
お
の
お
の
を
独
立
せ
し
め
ゝ
そ
れ
に
依
り
て
こ
そ
自
他
の
協
力
と
い
う
こ
と
も
成
立
す
る
こ 

と
を
思
い
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
あ
ら
し
め
る
ゝ
そ
れ
が
自
覚
に
お
け
る
普
遍
的
意
義
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
そ
の
普
遍
の
道
理
を
覚
知
す
る
も
の
は
、 

特
殊
な
る
各
自
で
あ
る
。
自
覚
と
は
各
「
自
」
の

「
覚
」
知
で
あ
る
。
し
か
し
て 

そ
の
各
自
と
は
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
も
つ
衆
生
で
あ
り
、
そ
れ
を
覚
知
す
る
も
の
は
普
遍
の
道
理
を
魂
と
す
る
如
来
で
あ
る
。
し
た
が 

っ
て
自
覚
と
は
衆
生
に
於
け
る
如
来
の
智
慧
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
特
殊
の
衆
生
か
ら
見
れ
ば
普
遍
の
如
来
は
超
越
的
の 

も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
普
遍
の
道
理
よ
り
見
れ
ば
、
如
来
は
衆
生
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
衆
生
を
如
来
蔵
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。

『
仏
性
論
』
に
依
れ
ば
衆
生
と
は
如
来
に
摂
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
と 

は
如
来
衆
生
の
内
に
隠
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
衆
生
に
摂
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り
て
自 

覚
と
い
う
も
の
も
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
そ
の
自
覚
に
お
い
て
自
覚
已
前
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
る
も
の
が
世
親 

の
阿
頼
耶
識
と
い
う
思
想
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
自
覚
の
内
容
と
な
る
も
の
は
自
覚
已
前
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
自
覚 

な
し
に
は
自
覚
の
内
容
も
明
知
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
阿
頼
耶
識
の
深
層
意
識
と
い
わ
れ
て
い
る
所
以
も
あ
る
の
で 

あ
る
。

さ
れ
ど
そ
の
立
場
か
ら
世
親
の
教
学
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
必
要
で
も
な
い
。
た
だ
一
つ
記
し
て
お
き
た
い 

こ
と
は
ゝ
大
乗
教
に
於
て
如
来
と
い
う
は
自
覚
を
成
立
せ
し
め
る
「
普
遍
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
菩
薩
と
い
う
は
自
覚
し
て
ゆ
く
特
殊
の 

衆
生
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ニ

衆

生

と

共

に

し
た
が
っ
て
衆
生
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
者
で
あ
り
つ
つ
、
普
遍
の
意
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
ゝ
そ
の
存
在
が
衆
生
と
共
に
あ
る
か
ら
で
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あ
る
。
人
間
の
生
活
が
衆
生
と
共
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
各
自
が
特
殊
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
と
な
る
の
で 

あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
の
存
在
が
一
般
対
個
人
で
は
な
く
、
普
遍
対
特
殊
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
、
衆
生
と
共
に
の
外
に
自
身
が 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
内
に
し
て
は
独
立
者
で
あ
る
自
身
は
、
こ
れ
を
外
に
し
て
は
衆
生
と
共
に
の
因
縁
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
そ
の
矛
盾
と
も
思
わ
れ
る
こ
と
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
が
「
普
遍
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
菩
薩
道
は
常
に
「
衆
生
と
共
に
」
と
願
わ
れ
て
い
る
所
以
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
他
を
分
つ
我
執
は
、
自
他
を
破
滅
せ
し
め
る
も 

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
自
覚
は
、
覚
他
の
願
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
覚
他
の
意
識
を
も
た
な
い 

も
の
は
自
覚
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
自
覚
を
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ら
し
め
る
も
の
は
普
遍
な
る
如
来
の
智
慧
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
依
り
て
「
衆
生
と
共
に
」
の
願
は
、
即
ち
如
来
の
願
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
道
理
と
し
て
は
如
来
の 

本
願
で
苟
る
も
の
が
事
実
と
し
て
菩
薩
の
願
で
あ
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
れ
ば
如
来
行
と
い
う
も
菩
薩
行
と
い
う
も
別
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
菩
薩
行
と
は
如
来
の
行
を
行
ず
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
行
と 

は
菩
薩
行
と
し
て
現
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
菩
薩
行
と
い
わ
れ
る
時
に
は
、

「
衆
生
と
共
に
」
の
願
は
無
限
無
窮
で 

あ
っ
て
、
永
遠
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
迷
い
の
衆
生
は
尽
く
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
が
如
来
の
願
で
あ
る
時 

に
は
、
常
に
満
足
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
『
華
厳
経
』
に
は
初
発
心
時
便
成
正
覚
と
説
か
れ' 

ま
た
信
満
成
仏
と
も
領 

解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
意
に
依
れ
ば' 

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
菩
薩
道
は
無
限
無
窮
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
龍
樹
の 

求
め
た
る
不
退
転
地
で
あ
る
。

そ
の
如
来
は
『
大
経
』
で
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
菩
薩
は
法
蔵
比
丘
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
常
」

「
法
」
と
し
て
の
経
説
で
あ
る
。
即
ち 

永
遠
な
る
真
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
求
道
者
は
、
す
べ
て
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
法
蔵
精
神
を
体
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
衆
生
と
共
に
」
の
道
を
自
身
の
内
に
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
世
親
に
あ
り
て
は
、
願
生
浄
土
と
い
う
こ 

と
で
あ
っ
た
。
そ

の

『
無
量
寿
経
』
を
優
婆
提
舎
せ
る
『
願
生
偈
』
は
、
世
親
自
身
の
「
我
」
が
願
を
表
白
せ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
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そ
の
内
実
は
普
共
諸
衆
生
と
期
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
願
生
安
楽
国
と
い
う
も
「
衆
生
の
願
楽
す
る
と
こ
ろ' 

一
切
よ
く 

満
足
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
世
親
に
お
け
る
願
生
浄
土
は
即
ち
菩
薩
行
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
世 

親
に
行
証
せ
ら
れ
た
法
蔵
精
神
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
『
無
量
寿
経
』
と

『
浄
土
論
』
と
の
対
応
が
あ
る
。
経
で
は
如
来
浄
土
の
因
果
か
ら
衆
生
往
生
の
因
果
が
展
開
さ
れ
た
。
論
で 

は
衆
生
往
生
の
因
果
に
於
て
如
来
浄
土
の
因
果
を
行
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
偈
」
を
解
釈
せ
る
五
念
門
が
、
お
の
ず
か
ら
法 

蔵
菩
薩
の
永
劫
修
行
の
精
神
に
帰
一
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
願
生
偈
』
の
与
仏
教
相
応
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
荘
厳
浄
土
と
往
生
浄
土

し
か
る
に
法
蔵
に
お
い
て
は' 

そ
の
本
願
は
荘
厳
浄
土
で
あ
り
、
世
親
に
あ
り
て
は
そ
の
願
心
は
往
生
浄
土
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は 

願
と
し
て
別
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
は
「
衆
生
と
共
に
」
で
あ
る
。

「
衆
生
往
生
せ
ず
ば' 

わ
れ
も
正
覚
を
取
ら
な
い
」
と 

い
う
法
蔵
の
精
神
が
世
親
に
於
て
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
と
感
応
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
を
荘
厳
す
る
も
の
は' 

往
生 

人
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
、
世
親
が
「
我
」

一
心
に
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
」
す
る
こ
と
に
依
り 

て' 

そ
の
願
生
安
楽
国
と
「彼
の
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
も
の
な
し
、
よ
く
速
か
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
す
」 

る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
仏
の
本
願
力
に
遇
え
る
も
の
こ
そ
衆
生
の
願
往
生
心
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
に
荘
厳
の
浄
土
と
往
生
と
の
別
な
い
こ
と
が
思
い
知
ら
れ
る
。
そ
の
浄
土
は
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

『
願
生
偈
』
は
そ
の
功
徳
を
歌
嘆
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
二
十
九
種
の
荘
厳
と
い
う
は
畢
竟' 

願
生
感
情
を
表
現
し' 

象
徴
せ
る
も 

の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
衆
生
の
願
楽
を
一
切
よ
く
満
足
せ
し
め
る
功
徳
宝
海
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
の
功
徳
は 

「
願
心
の
荘
厳
」
と
説
か
れ
た
。
そ
の
願
心
と
は
当
面' 

往
生
人
の
願
心
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
世
親
は
浄
土
は
願
心
の
荘
厳 

で
あ
る
か
ら
一
法
句
清
浄
で
あ
り
、
真
実
智
慧
で
あ
り
無
為
法
身
で
あ
る
と
解
釈
し
、
そ
れ
は
如
来
清
浄
の
願
心
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
て
願
生
心
に
「
観
」
ら
れ
る
も
の
は' 

す
べ
て
如
来
の
願
心
を
現
わ
す
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
願
生
心
を
表
白
せ
る
「
偈
」
は

「
長
行
」
に
於
て
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
廻
向
の
五
念
門
と
し
て
解
説
さ
れ
た
。
こ
こ
に 

は
先
づ
以
て
礼
拝
・
讃
嘆
な
し
に
は
作
願
・
観
察
も
真
実
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
こ
と
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
已
に
『
願
生
偈
』 

で
あ
り
「彼
の
安
楽
世
界
を
観'

阿
弥
陀
仏
を
見
て'

彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
う
」
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
『
願
生
偈
』 

の
内
容
は
観
察
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
願
の
心
を
満
足
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
そ
の
観
察
も
「
衆
生
と
共
に
」
安
楽
国
に
生
れ
よ
う
と
す
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
の
他
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
「
一
切 

苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
常
に
作
願
し
廻
向
を
主
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
」
る
心
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の 

大
悲
廻
向
の
心
こ
そ
は
、
根
源
的
に
は
如
来
清
浄
の
願
心
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
れ
ば
如
来
の
本
願
と
い
う
も
畢
竟
は
人
間
の
本
願
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
人
間
に
取
り
て
真
実
の
願
と
な
る
も
の
は
如
来
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。

こ
う
し
て
願
生
の
五
念
門
は
菩
薩
道
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
最
後
に
廻
向
門
に
於
て
如
来
の
本
願
と
し
て
は
最
初
で
あ
る
大
悲
心
へ 

と
帰

せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
親8

は
五
念
門
を
悉
く
如
来
の
廻
向
と
し' 

さ
ら
に
そ
の
菩
薩
行
に
於
て
法
蔵
菩
薩
の
永
劫
修 

行
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
願
生
者
の
還
相
の
徳
と
も
領
解
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鸞
の
択
法
眼
に
違
い
は 

な
い
が' 

世
親
の
本
意
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く'

か
え
っ
て
深
く
そ
の
精
神
に
徹
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
論
』
の
願
生
浄
土 

は
経
の
荘
厳
浄
土
に
相
応
し
、
荘
厳
浄
土
は
願
生
行
者
に
よ
り
て
成
就
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

柔

軟

心

成

就

そ
の
浄
土
の
荘
厳
は
二
十
九
種
の
功
徳
を
成
就
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
国
土
と
仏
と
菩
薩
の
三
種
に
摂
ま
る
。
そ
れ
が
先
に
い
う 

三
種
功
徳
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
清
浄
句
と
い
わ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
は
浄
土
の
名
に
摂
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
浄
土
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は
三
界
を
超
過
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
浄
土
を
観
る
も
の
は
真
実
智
慧
で
あ
り
、
無
為
法
身
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は 

浄
土
も
ま
た
身
心
一
如
に
し
て
感
知
せ
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
二
十
九
種
の
荘
厳
も
依
報
と
正
報
と
の 

二
種
に
摂
ま
る
と
い
う
こ
と
は' 

そ
の
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
開
け
ば
二
十
九
種
と
な
り' 

摂
す
れ
ば
一
法
句
清 

浄
と
な
る
、
そ
れ
が
観
察
に
於
け
る
奢
摩
他(

止)

毗
婆
舎
那(

観)

の

広(

観)

略
(

止)

修
行
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
依
り
て
柔 

軟
心
は
成
就
せ
ら
れ
て' 

衆
生
摂
化
の
善
巧
方
便
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
逆
説
す
れ
ば
、
衆
生
を
摂
化
す
る
も
の
は
柔
軟
心
で
な
け 

れ
ば
な
ら
ず
、
柔
軟
心
で
あ
る
た
め
に
は
浄
土
を
観
る
智
慧
は
広
略
の
修
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

純
一
清
浄
な
る
世
界
で
な
け
れ
ば' 

衆
生
は
救
わ
れ
な
い
。
そ
こ
は
万
人
の
終
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
何
故
に
わ
れ
ら
は 

差
別
に
動
乱
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
業
苦
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
ぞ
れ
の
業
苦
を
救
う
た 

め
に' 

そ
れ
ぞ
れ
の
志
願
を
満
た
す
も
の
と
し
て
浄
土
は
荘
厳
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
ア
ミ
ダ
仏
国
の
普
遍
的
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
浄
土
の
功
徳
と
い
う
も
、
畢
竟
は
「
衆
生
と
共
に
」
願
生
す
る
も
の
の
法
味
楽
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
で
明
知
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
柔
軟
心
と
は
い
か
な
る
も
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
浄
土
論
』
に
繰
返
し
て
説
か
れ
て
い
る' 

智

慧

・
慈

悲

・
方
便
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
智
慧
と
は
我
を
立
て
ぬ
こ
と
で
あ
り' 

慈
悲
と
は
衆
生
の
心
に
な
り
切
る
こ 

と
で
あ
り
、
方
便
と
は
善
処
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
慈
悲
の
な
い
智
慧
は
柔
軟
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
智
慧 

の
な
い
慈
悲
は
善
処
の
道
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
方
便
な
き
智
慧
・
慈
悲
は
柔
軟
心
を
成
就
す
る
こ
と
は
で 

き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
柔
軟
心
を
成
就
せ
ぬ
も
の
は
、
真
実
の
菩
薩
道
と
は
い
え
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
の
柔
軟
心
に
於
て
感
知
せ
ら
れ
る
も
の
は' 

従
の
徳
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

教
化
と
い
い
済
度
と
い
う
も
の
は' 

自
身
を 

「
主
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
救
わ
れ
る
衆
生
の
心
に
な
り
切
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ 

れ
な
れ
ば
こ
そ
衆
生
も
感
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
は' 

『
大
経
』
に
説
く
法
蔵
菩
薩
の
兆
載
永
劫
修
行 

の
文
で
あ
る
。
そ

の

「
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
」
よ
り
、 

「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
功
徳
を
成
就
せ
し
む
」
に
至
る
ま
で
、

ー
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句
と
し
て
柔
軟
心
の
行
で
な
い
も
の
は
な
い
。

こ
れ
に
依
り
て
浄
土
に
感
覚
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
柔
軟
で
あ
る
。

し

か

れ

ば

『
浄
土 

論
』
の
智
慧
，
慈
悲
・
方
便
と
い
う
も' 

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
優
婆
提
舎
の
義
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

五

神

通

応

化

し
か
る
に
世
親
は
柔
軟
心
の
成
就
に
よ
り
て
、
さ
ら
に
妙
楽
勝
真
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
説
き
、
ま
た
五
念
門
に
対
応
し
て
そ
れ
か
ら 

開
け
て
く
る
五
功
徳
門
を
顕
わ
し
て
い
る
。
そ
の
五
功
徳
と
は
、
第
一
に
礼
拝
は
ア
ミ
ダ
仏
国
に
生
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼 

の
安
楽
世
界
に
生
れ
る
こ
と
の
で
き
る
行
で
あ
る
こ
と
に
於
て
近
門
と
い
わ
れ
る
。
第
二
は
讃
嘆
に
よ
り
て
浄
土
の
聖
衆
と
な
る
。
こ
れ 

を
大
会
衆
の
数
に
入
る
功
徳
と
い
う
。
そ
れ
は
仏
徳
讃
嘆
の
背
後
に
は
常
に
大
衆
の
同
讃
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

第
三
は
作
願
に
よ
り
て
蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
蓮
華
蔵
世
界
と
い
う
言
葉
に
は
已
に
い
う
よ
う
に
『
華
厳
経
』 

が
予
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど
直
接
に
は
『
願
生
偈
』
に
歌
わ
れ
た
「
如
来
浄
華
衆,

正
覚
華
化
生
」
を
意
味
す
る
も
の
で 

あ
ろ
う
。
作
願
の
心
に
於
て
如
来
と
い
う
も
菩
薩
と
い
う
も
別
の
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
四
は
観
察
に
よ
り
て
種
々
の
法
味
楽 

を
受
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
已
に
説
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
已
上
の
四
門
は
す
べ
て
「
入
」
の
功
徳
と
い
わ
れ
る
も
の
で 

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
第
五
の
廻
向
に
よ
る
も
の
は
出
の
功
徳
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し 

て
応
化
身
を
示
し
、
生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の
中
に
廻
入
し
て
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
、
本
願
力
の
廻
向
を
以
て
の
故
に
」
と 

い
う
感
銘
の
深
い
言
葉
を
以
て
解
説
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
『
論
註
』
に
依
り
て
妙
楽
勝
真
心
と
神
通
応
化
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
曇
鸞
に
依
れ
ば
楽
に
は
五
識
所
生 

の
外
楽
と
意
識
所
生
の
内
楽
と
仏
の
功
徳
を
愛
す
る
よ
り
起
る
法
楽
楽
と
が
あ
る
。
妙
楽
勝
真
心
は
そ
の
法
楽
楽
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま 

で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
観
察
に
お
け
る
「
種
々
の
法
味
楽
」
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
意
を
留
む
べ
き
は
そ
れ 

が
法
楽
楽
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
は
法
楽
の
世
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
の
功
徳
を
愛
す
る
よ
り
起
る
法
楽
は
即
ち
歌
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嘆
と
な
る
。
し
か
れ
ば
世
親
に
取
り
て
は
そ
の
『
願
生
偈
』
は
そ
の
法
楽
楽
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
与
仏
教
相
応
の
も
の
で
あ 

る
。
そ
の
相
応
と
は
共
鳴
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
あ
る
人
々
を
し
て
驚
嘆
せ
し
め
る
名
文
と
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
仏
慧
功
徳
を
ほ
め 

し
め
て
、
十
方
の
有
縁
に
き
か
し
め
ん
」
そ
れ
よ
り
他
に
菩
薩
の
法
は
な
い
の
で
あ
る
。

神
通
応
化
に
は
観
音
の
普
門
示
現
が
例
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
神
通
と
は
精
神
の
透
れ
る
も
の
で
あ
り
応
化
は
衆
生
の
身
に
な
り
き 

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
煩
悩
の
林
に
遊
ぶ
も
の
で
あ
り' 

生
死
の
園
へ
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
曇
舞
は
「
遊
」
の
字 

に
著
眼
し
た
。
神
通
応
化
は
遊
戯
で
あ
る
。
そ
の
遊
戯
と
は
何
か
。
自
在
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
外
の
何
も
の
に
も
碍
げ 

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
仕
事
に
怠
り
が
あ
っ
て
も
遊
戯
に
は
そ
れ
が
な
い
か
ら
真
剣
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
真
剣
そ
の
ま
ま
に
解
放 

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
自
由
と
異
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り
て
曇̂

は
さ
ら
に
「
度
し
て
度
す
る
と
こ
ろ
な
し
」
が
遊 

戯
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
菩
薩
行
の
無
漏
・
無
作
・
無
相
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。

「
度
し
て
度
す
る
こ
と
な 

し
」
と
は
無
作
の
義
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
の
無
作
で
あ
る
こ
と
に
於
て
無
漏
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が 

無
作
で
あ
る
こ
と
に
於
て
無
相
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
本
願
力
の
無
限
無
窮
な
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ

の

「
本
願
力
と
い
う
は' 

大
菩
薩' 

法
身
の
中
に
於
て
常
に
三
昧
に
あ
り' 

種
々
の
身
、
種
々
の
神
通
、
種
々
の
説
法
を
示
す
」
も 

の
で
あ
る
。
そ

れ

は

「
譬
え
ば
阿
修
羅
の
琴
の
鼓
す
る
も
の
な
し
と
い
え
ど
も
、

音
曲
自
然
な
る
が
如
し
」

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

そ 

の

「
鼓
っ
も
の
な
く
し
て
」
歌
嘆
せ
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
無
漏
・
無
作
・
無
相
の
法
楽
楽
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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