
本
書
は
、
古
代
・
中
世
の
南
都
仏
教
・
説
話
・
国
分
寺
の
研
究
で
知
ら

れ
る
、
追
塩
千
尋
氏
の
論
文
集
で
あ
る
。
著
者
の
既
発
表
論
文
の
う
ち
、

一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九
二
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
南
都
仏
教
に
関
わ

る
一
○
本
の
論
考
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
初
出
論
文
は
本
書
の
各
章
と

対
応
し
て
い
る
。
ま
ず
本
書
の
構
成
お
よ
び
視
点
の
概
略
を
把
握
す
る
た

め
に
、
目
次
を
掲
げ
る
。

序
論
本
書
の
対
象
と
視
角

第
一
部
平
安
期
南
都
仏
教
の
諸
相

追
塩
千
尋
著

『
中
世
の
南
都
仏
教
』

（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）

■■■■■■■

吉
原
健
雄

第
一
章
道
昌
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
二
章
子
島
寺
真
興
の
宗
教
的
環
境

第
三
章
実
範
と
関
係
寺
院

第
四
章
西
大
寺
の
変
遷
と
叡
尊

第
二
部
叡
尊
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
一
章
初
期
叡
尊
の
宗
教
的
環
境

第
二
章
叡
尊
に
お
け
る
密
教
の
意
義

第
三
章
叡
尊
に
お
け
る
鬮
と
教
団
規
律

第
四
章
叡
尊
の
諸
信
仰
と
慈
善
救
済
事
業

第
五
章
叡
尊
の
関
東
下
向

第
六
章
忍
性
の
宗
教
活
動

あ
と
が
き

第
一
部
は
平
安
期
の
南
都
僧
を
、
第
二
部
は
鎌
倉
期
の
叡
尊
・
忍
性
ら

律
僧
を
対
象
と
し
て
い
る
。
本
書
所
収
の
論
文
の
発
表
過
程
か
ら
は
、
第

二
部
の
叡
尊
ら
の
鎌
倉
期
の
革
新
運
動
の
検
討
を
経
た
の
ち
、
第
一
部
で

の
実
範
ら
平
安
期
の
南
都
僧
の
研
究
に
進
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

司古
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本
書
に
お
さ
め
ら
れ
た
諸
論
考
を
通
じ
て
、
著
者
が
主
要
な
課
題
と
し

た
の
は
叡
尊
像
の
再
検
討
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
あ
と
が
き
」

に
あ
る
よ
う
に
、
著
者
の
意
図
は
叡
尊
の
宗
教
活
動
を
通
じ
て
鎌
倉
期
南

都
仏
教
の
革
新
運
動
に
迫
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
著
者
が
戒
律
僧
叡

尊
と
い
う
通
説
的
理
解
へ
の
疑
問
を
出
発
点
と
し
た
こ
と
が
、
本
書
全
体

を
貫
く
基
調
を
な
し
て
い
る
。
戒
律
僧
と
し
て
の
叡
尊
理
解
は
、
『
元
亨

釈
害
』
以
来
、
中
世
・
近
世
の
伝
記
を
経
て
、
和
島
芳
男
『
叡
尊
・
忍
性
』

（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
集
大
成
さ
れ
た
。
こ
の
通
説
の

影
響
力
は
大
き
か
っ
た
が
、
一
九
七
○
年
代
以
降
、
戒
律
以
外
の
諸
要
素

に
光
を
あ
て
る
必
要
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
研
究
史

の
流
れ
の
中
で
、
密
教
や
修
験
、
文
殊
・
太
子
・
行
基
信
仰
に
着
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
豊
か
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
の
が
著
者
追
塩
氏

で
あ
る
。
従
来
の
叡
尊
研
究
が
戒
律
興
隆
運
動
、
も
し
く
は
西
大
寺
復
興

の
側
面
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
著
者
の
視
線
は
、
戒

律
修
学
以
前
も
し
く
は
以
外
の
宗
教
的
要
素
に
注
が
れ
て
い
る
。
仏
教
の

多
様
な
あ
り
か
た
へ
と
視
野
が
広
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
叡
尊
の
イ

メ
ー
ジ
が
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
。

顕
密
仏
教
改
革
派
と
し
て
叡
尊
を
位
置
づ
け
る
視
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

鎌
倉
仏
教
の
祖
師
の
な
か
で
は
、
叡
尊
の
思
想
的
な
価
値
は
重
視
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
著
者
が
設
定
さ
れ
た
よ

う
に
、
慈
善
救
済
の
有
無
ｌ
広
く
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
他
者
と
の
関

係
性
の
構
築
の
し
か
た
Ｉ
を
通
じ
て
当
時
の
世
界
観
の
一
端
を
あ
き
ら

か
に
す
る
と
い
う
視
座
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
中
世
仏
教
研
究
は
、
救

叡
尊
は
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
も
の
の
、
大
部
分
は
先
行
経
典
・

論
疏
の
祖
述
や
講
式
・
願
文
類
で
あ
り
、
現
存
し
な
い
も
の
も
多
数
に
の

ぼ
る
た
め
、
体
系
的
な
思
想
を
つ
か
み
に
く
い
。
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
た
ち

の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
思
想
的
特
徴
が
み
え
に
く
い
人
物
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
こ
う
い
っ
た
人
物
の
救
済
観
念
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
現
実
の
諸
活
動
の
分
析
は
不
可
欠
な
作
業
と
な
っ
て
く
る
。
密
教

や
修
験
、
文
殊
・
太
子
・
行
基
信
仰
な
ど
の
諸
信
仰
に
視
野
を
ひ
ろ
げ
て

多
く
の
事
実
を
包
括
的
に
検
討
す
る
と
い
う
著
者
の
方
法
は
、
叡
尊
に
お

け
る
救
済
活
動
の
総
体
的
な
構
造
を
把
握
す
る
う
え
で
最
善
の
方
法
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
本
書
の
各
章
か
ら
評
者
が
学
ん
だ
こ
と
の
概
要
を
、

叡
尊
の
個
人
史
に
即
し
た
順
序
で
紹
介
し
て
い
こ
う
。

叡
尊
が
三
十
五
歳
で
西
大
寺
に
入
る
前
の
時
期
の
修
学
内
容
に
つ
い
て
、

叡
尊
が
関
わ
り
を
も
っ
た
寺
院
の
性
格
を
通
じ
て
検
討
す
る
。
西
大
寺
に

入
る
以
前
の
叡
尊
が
関
係
し
て
い
た
寺
院
が
、
興
福
寺
・
醍
醐
寺
・
高
野

山
・
長
岳
寺
と
い
っ
た
興
福
寺
修
験
系
の
寺
や
、
醍
醐
寺
安
養
院
・
円
明

房
や
高
野
山
行
人
房
な
ど
、
勧
進
聖
と
関
わ
り
の
あ
る
寺
で
あ
る
こ
と
を

重
視
す
る
。
西
大
寺
に
入
る
以
前
の
時
期
は
、
叡
尊
の
自
伝
『
感
身
学
正

記
』
の
記
述
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
た

済
の
問
題
を
い
か
に
理
解
す
る
の
か
。
叡
尊
ら
の
思
想
を
、
救
済
と
い
う

宗
教
的
課
題
の
視
点
か
ら
い
か
に
と
ら
え
う
る
の
か
。
本
書
は
そ
う
い
っ

た
重
い
問
題
提
起
の
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

｜
’

日本思想史学29(1997> I92



こ
と
は
な
い
。
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
密
教
修
学
期
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
西
大
寺
入
寺
以
前
に
、
太
子
・
観
音
・
龍
神
・
文
殊
信
仰
や
光
明
真

言
・
戒
律
な
ど
、
の
ち
の
活
動
の
な
か
で
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
信
仰

や
行
を
叡
尊
が
受
容
し
て
い
た
と
す
る
（
第
二
部
第
一
章
）
。

西
大
寺
は
南
都
七
大
寺
の
な
か
で
も
東
大
寺
・
興
福
寺
の
よ
う
に
中
世

移
行
期
に
も
寺
勢
を
維
持
・
発
展
さ
せ
た
寺
院
と
は
異
な
り
、
西
大
寺
の

自
力
で
は
興
隆
が
不
可
能
な
ほ
ど
衰
退
し
て
い
た
。
西
大
寺
に
入
っ
た
の

ち
の
叡
尊
は
、
奈
良
時
代
以
来
西
大
寺
に
つ
た
わ
る
伝
統
的
な
鎮
護
国
家

法
を
保
存
し
、
あ
ら
た
に
密
教
修
法
を
加
え
る
こ
と
で
支
配
層
の
関
心
を

つ
な
ぎ
と
め
た
。
同
時
に
、
戒
律
・
光
明
真
言
・
慈
善
救
済
と
い
う
新
し

い
要
素
を
加
え
て
庶
民
層
の
信
仰
を
あ
つ
め
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
こ

こ
に
み
ら
れ
る
密
教
僧
で
あ
り
勧
進
聖
で
も
あ
る
と
い
う
叡
尊
の
二
つ
の

側
面
が
、
西
大
寺
再
興
に
あ
た
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
た
。
こ
う
い
っ

た
変
化
を
、
七
大
寺
と
し
て
の
ラ
ン
ク
・
伽
藍
・
教
学
・
経
済
基
盤
の
視

点
か
ら
あ
と
づ
け
る
（
第
一
部
第
四
章
）
。

こ
れ
ら
の
章
で
は
、
叡
尊
が
西
大
寺
に
関
わ
る
以
前
の
宗
教
的
環
境
に

着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叡
尊
の
置
か
れ
て
い
た
宗
教
的
環
境
や
習
得

し
た
諸
信
仰
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
執
筆
順
序
は
こ
れ
ら
第
二
部
第
一

章
・
第
一
部
第
四
章
に
先
立
つ
が
、
西
大
寺
に
お
け
る
密
教
と
慈
善
救
済

事
業
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
諸
信
仰
を
論
じ
た
第
二
部
第
二
章
・
第
四
章
は
、

西
大
寺
に
お
け
る
叡
尊
の
活
動
を
、
彼
が
学
ん
だ
諸
信
仰
の
位
置
づ
け
を

主
眼
と
し
て
幅
広
く
論
じ
る
こ
と
で
、
著
者
独
自
の
叡
尊
理
解
を
展
開
す

る
中
心
的
な
論
文
と
い
え
よ
う
。

第
二
部
第
二
章
は
最
初
に
発
表
さ
れ
た
叡
尊
論
で
あ
る
が
、
密
教
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
叡
尊
の
生
涯
の
転
機
を
解
釈
す
る
。
第
一
に
十
七
歳
の

醍
醐
寺
に
お
け
る
出
家
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
の
密
教
修
学
時
期
、
第
二
に

三
十
四
歳
の
時
点
で
密
教
上
の
問
題
か
ら
戒
律
へ
の
関
心
が
生
じ
た
時
期
、

第
三
に
光
明
真
言
会
に
よ
る
亡
魂
救
済
を
開
始
し
た
時
期
の
、
三
つ
の
時

期
が
検
討
さ
れ
る
。

第
二
の
、
戒
律
と
の
関
わ
り
は
、
密
教
僧
と
し
て
の
修
学
過
程
で
意
識

さ
れ
た
、
密
教
行
者
の
魔
道
堕
落
の
問
題
か
ら
生
じ
た
。
加
持
祈
祷
の
み

に
専
念
す
る
行
者
が
菩
提
心
を
欠
如
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
魔
道
堕
落
の
原

因
だ
が
、
戒
に
よ
る
自
己
と
衆
生
へ
の
利
益
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
し
、

こ
の
時
期
以
降
修
法
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
の
障
害
が
消
え
た
。
叡
尊

の
後
半
生
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
翌
年
の
西
大
寺
入
寺
は
、
持
斎
僧
と

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
戒
と
菩
提
心
欠
如
と
い
う
密
教
上
の
問
題
を
解
決

す
る
方
法
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
以
降
の
叡
尊
は
、
戒
律
を
通
じ

て
密
教
を
実
践
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
・

第
三
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
六
十
四
歳
以
降
、
西
大
寺
で
光
明
真
言
会
を
始

め
た
こ
と
。
こ
の
光
明
真
言
に
よ
る
亡
魂
救
済
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て

は
、
鎌
倉
で
の
教
化
の
経
験
が
あ
る
。
鎌
倉
で
は
「
邪
義
・
偏
執
」
な
る

念
仏
信
者
を
「
正
法
」
に
よ
っ
て
教
化
し
、
さ
ら
に
精
力
的
に
授
戒
活
動

を
お
こ
な
っ
た
が
、
授
戒
で
き
る
人
数
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、

身
分
・
生
活
上
破
戒
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
武
士
の
救
済
が
課
題
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
課
題
、
す
な
わ
ち
浄
土
教
的
な
来
世
救
済
の
問
題
と
、
授
戒
・

持
戒
に
よ
る
救
済
の
限
界
と
い
う
問
題
が
、
光
明
真
言
に
よ
る
極
楽
性
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生
・
亡
者
追
善
の
功
徳
へ
の
注
目
に
つ
な
が
っ
た
と
す
る
。
「
重
罪
障
消

滅
」
の
功
徳
を
も
つ
光
明
真
言
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
授
戒
・
持
戒
に

よ
る
救
い
の
体
系
か
ら
漏
れ
て
い
た
破
戒
・
無
戒
の
人
々
の
極
楽
往
生
が

可
能
と
な
り
、
幅
広
く
諸
階
層
を
救
済
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
た

だ
し
、
理
論
的
に
は
幅
広
い
救
済
が
可
能
と
な
っ
た
も
の
の
、
現
実
の
救

済
対
象
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
西
大
寺
光
明
真
言
会
の
際
に
作
成
さ
れ
た

規
定
で
は
、
西
大
寺
関
係
の
僧
侶
と
寄
進
者
に
対
象
範
囲
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
範
囲
を
示
す
『
西
大
寺
有
恩
過
去
帳
』
の
分
析
を
通
じ
て
、

没
落
貴
族
・
守
護
・
地
頭
・
有
力
名
主
と
い
っ
た
中
間
的
階
層
以
下
の
、

特
殊
な
職
能
を
も
つ
人
々
や
遊
女
も
救
済
対
象
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
だ
が
、
上
級
貴
族
や
上
級
武
士
、
出
家
五
衆
は
す
ぐ
な
く
、

非
人
層
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
西
大
寺
へ
の
寄
進
者
が
対
象
と
な
る
と
い

う
光
明
真
言
会
の
原
則
か
ら
み
て
、
乞
食
を
生
計
の
中
心
と
す
る
非
人
は

救
済
対
象
か
ら
は
ず
れ
る
、
と
い
う
指
摘
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

叡
尊
の
慈
善
救
済
事
業
を
論
じ
た
第
二
部
第
四
章
は
、
事
業
に
関
わ
る

具
体
的
事
実
と
、
そ
の
事
業
を
支
え
た
文
殊
・
太
子
・
行
基
信
仰
の
関
わ

り
を
説
明
す
る
。

叡
尊
以
前
の
南
都
で
は
、
伝
統
的
に
慈
悲
を
強
調
し
た
貧
者
救
済
・
交

通
路
整
備
な
ど
の
社
会
事
業
に
あ
た
っ
て
、
文
殊
・
行
基
・
太
子
の
三
者

へ
の
信
仰
が
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
密
教
・

浄
土
教
に
よ
る
性
格
づ
け
は
な
い
。

叡
尊
は
、
密
教
修
学
の
過
程
で
は
悟
り
へ
の
導
き
手
と
し
て
文
殊
・
太

子
を
信
仰
し
て
い
た
。
社
会
事
業
に
お
い
て
は
、
一
転
し
て
救
済
者
と
し

て
の
文
殊
・
太
子
が
現
れ
る
。
そ
の
初
例
が
忍
性
に
よ
る
亡
母
追
善
の
た

め
の
七
宿
文
殊
供
養
を
記
述
し
た
『
感
身
学
正
記
』
延
応
元
年
九
月
八
日

条
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
忍
性
の
亡
母
の
た
め
の
追
善

供
養
と
い
う
来
世
信
仰
的
要
素
よ
り
も
、
現
世
で
病
気
な
ど
に
苦
し
む

人
々
を
救
う
信
仰
と
し
て
文
殊
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
史
料
で
は
文
殊
へ
の
信
仰
は
、
忍
性
の
意
図
と
し
て
は
死
者
の
来

世
救
済
の
目
的
で
な
さ
れ
て
い
る
。
宿
の
文
殊
供
養
と
い
う
場
で
な
さ
れ

る
非
人
へ
の
物
質
給
付
は
、
死
者
救
済
の
た
め
に
廻
向
さ
れ
る
宗
教
的
善

行
で
あ
っ
て
、
非
人
へ
の
慈
善
救
済
が
文
殊
信
仰
の
目
的
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
非
人
は
、
彼
ら
自
身
が
救
済
対
象
と
し

て
目
的
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
死
者
救
済
の
目
的
の
た
め
の
手
段

視
さ
れ
て
い
る
。
細
川
涼
一
氏
が
叡
尊
・
忍
性
と
非
人
の
関
わ
り
方
に
み

ら
れ
る
意
識
の
歪
み
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
史
料
に
の
こ
る
こ
う
し
た
叡

尊
ら
の
意
識
と
、
手
段
視
さ
れ
た
非
人
ら
の
意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
非
人
の
現
世
の
苦
悩
を
救
済
す
る
こ
と

が
死
者
追
善
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
た
と
す
る
著
者
の
説
に
つ
い
て
は
、

あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
て
み
た
い
。

文
殊
供
養
に
際
し
て
、
斎
粥
や
衣
類
・
傘
な
ど
の
衣
食
が
「
貧
窮
・
孤

独
・
乞
甸
・
折
癩
」
と
形
容
さ
れ
る
非
人
に
与
え
ら
れ
た
。
衣
食
を
与
え

る
と
い
う
慈
善
救
済
は
、
生
計
の
面
で
自
立
で
き
ず
に
物
質
的
・
肉
体
的

苦
し
み
を
受
け
て
い
る
者
、
具
体
的
に
は
非
人
を
対
象
に
し
て
い
る
。

「
叡
尊
は
自
立
で
き
る
者
は
慈
善
救
済
の
対
象
か
ら
除
き
、
自
立
で

き
ず
に
現
実
に
物
質
的
・
肉
体
的
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
者
に
衣
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鷲
・
日
蓮
ら
の
選
掴

存
在
し
た
と
す
る
。

食
・
薬
な
ど
を
与
え
て
救
済
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
恩
恵
を
蒙
る
人
々
こ
そ
「
非
人
」
の
中
核
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
非
人
に
は
持
斎
を
さ
せ
て
そ
の
後
密
教

に
導
こ
う
と
す
る
道
を
示
し
て
は
い
る
が
、
光
明
真
言
に
よ
る
非
人

救
済
は
考
え
て
い
な
い
。
非
人
に
は
あ
く
ま
で
諸
信
仰
に
根
ざ
し
た

慈
善
救
済
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」

（
二
四
六
頁
）

「
一
般
庶
民
か
ら
中
間
階
層
に
つ
い
て
は
光
明
真
言
、
非
人
に
は
諸

信
仰
に
よ
る
慈
善
救
済
と
い
う
よ
う
に
、
各
階
層
の
機
根
に
応
じ
て

救
済
方
法
を
使
い
分
け
、
そ
の
よ
う
に
極
細
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
漏
れ
る
こ
と
な
く
真
に
衆
生
全
体
を
利
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
の
が
叡
尊
の
救
済
観
の
特
質
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

か
ら
各
階
層
の
機
根
を
越
え
た
救
済
方
法
は
と
ら
な
い
し
、
ま
た
不

特
定
多
数
の
階
層
を
相
手
に
し
た
救
済
方
法
も
と
ら
な
い
」
（
二
四

八
頁
）

こ
こ
に
集
約
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
章
で
み
た
戒
律
と
密

教
（
光
明
真
言
）
に
よ
る
救
済
や
、
本
章
が
扱
う
光
明
真
言
と
慈
善
事
業

に
よ
る
救
済
と
い
う
よ
う
に
、
階
層
ご
と
の
機
根
に
対
応
し
た
救
済
方
法

の
多
様
化
・
使
い
分
け
が
、
本
書
の
叡
尊
論
の
主
眼
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

文
殊
信
仰
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
学
解
的
な
文
殊
信
仰
と
救
済
主
体
と
し

て
の
文
殊
信
仰
が
叡
尊
に
お
い
て
は
並
存
す
る
。
叡
尊
に
は
、
法
然
・
親

鷲
・
日
蓮
ら
の
選
択
の
教
理
と
は
異
質
な
か
た
ち
で
、
多
様
な
救
済
論
が

第
二
部
第
五
章
は
、
叡
尊
の
救
済
方
法
の
多
様
化
の
契
機
と
な
っ
た
関

東
下
向
の
意
義
を
論
じ
る
。
施
薬
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

「
儲
茶
」
や
、
途
次
滞
在
し
た
宿
に
お
け
る
遊
女
・
非
人
へ
の
ま
な
ざ
し
、

長
母
寺
で
の
事
跡
と
の
ち
の
住
持
で
あ
る
無
住
と
の
関
わ
り
、
戒
律
に
よ

っ
て
は
救
済
さ
れ
な
い
破
戒
・
無
戒
者
の
問
題
な
ど
、
大
枠
で
は
修
験
・

遊
行
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
こ
の
旅
が
、
今
後
追
究
す
べ
き
多
く
の
問
題

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
部
第
三
章
で
は
、
叡
尊
の
語
録
か
ら
「
探
・
鬮
」
の
も
つ
意
義
を

検
討
し
、
公
平
・
公
正
で
客
観
的
な
「
鬮
」
の
集
団
規
律
と
し
て
の
意
義
・

有
効
性
と
、
そ
の
時
期
的
変
化
を
描
く
。
明
惠
を
視
野
に
含
め
た
、
個
人

的
・
主
観
的
な
性
質
を
も
つ
夢
と
客
観
性
を
も
つ
「
鬮
」
の
比
較
も
興
味

深
い
。第

二
部
第
五
章
の
忍
性
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
も
、
叡
尊
の
場
合

と
同
様
に
、
関
係
を
も
っ
た
寺
院
の
性
格
か
ら
思
想
・
行
動
を
あ
と
づ
け

る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
叡
尊
と
出
会
う
以
前
に
、
信
貴
山
・

額
安
寺
・
阿
部
寺
・
竹
林
寺
な
ど
で
、
太
子
・
文
殊
・
毘
沙
門
天
信
仰
を

も
つ
修
験
者
的
性
格
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
特
に
竹
林
寺
で
は
勧
進
聖
的

性
格
を
身
に
つ
け
、
そ
の
関
わ
り
か
ら
西
大
寺
に
入
っ
た
の
ち
、
関
東
で

教
化
し
た
。
戒
律
弘
通
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
、
関
東
で
活
躍
す
る
忍
性

に
は
、
修
験
者
・
勧
進
聖
と
し
て
の
性
格
が
見
え
、
浄
土
信
仰
の
存
在
も

注
目
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
、
著
者
の
叡
尊
理
解
を
中
心
に
、
評
者
が
本
書
か
ら
学
ん
だ
こ
と

を
紹
介
し
た
。
著
者
追
塩
氏
は
本
書
に
お
い
て
、
従
来
の
戒
律
僧
叡
尊
と

い
う
固
定
的
視
点
を
脱
し
、
多
様
な
信
仰
・
行
法
を
も
つ
叡
尊
像
を
提
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
の
意
義
は
、
叡
尊
に
か
か
わ
る
成
果
だ
け
で
は

な
い
・
南
都
系
寺
院
と
の
接
点
を
重
視
す
る
と
い
う
特
徴
的
な
方
法
、
そ

し
て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
信
仰
・
行
法
の
幅
広
さ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
中

世
の
思
想
・
信
仰
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
思
想
家
ら
の
ふ
ま
え
て
い

た
精
神
的
基
盤
の
豊
か
さ
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
を
教
え
ら
れ
る
で
あ
る

、
《
ノ
○

著
者
が
多
く
の
根
拠
を
あ
げ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
信
仰
が
提
示
さ
れ
、
多
様
な
生
活
条
件
を
も
つ
諸
階
層
を
救
済
し
う
る

条
件
が
整
備
さ
れ
た
と
い
う
結
論
に
評
者
も
同
意
す
る
。
た
だ
、
気
に
な

る
の
は
「
救
済
」
の
内
容
で
あ
る
。
著
者
は
非
人
救
済
を
位
置
づ
け
る
に

あ
た
っ
て
、
物
質
給
付
に
よ
る
生
活
苦
の
解
消
に
関
心
を
は
ら
う
一
方
で
、

い
か
な
る
宗
教
的
救
済
が
用
意
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
検

討
し
て
い
な
い
。
授
戒
・
持
戒
と
い
う
現
世
に
お
け
る
生
活
の
宗
教
化
、

光
明
真
言
に
よ
る
死
後
の
追
善
、
さ
ら
に
非
人
へ
の
物
質
給
付
に
よ
る
生

活
苦
の
解
消
は
、
同
じ
く
「
救
済
」
の
手
段
と
位
置
づ
け
う
る
と
し
て
も
、

非
人
に
対
し
て
は
物
質
給
付
の
ほ
か
に
宗
教
的
救
済
を
お
こ
な
っ
た
か
否

か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

評
者
が
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
も
つ
の
は
、
非
人
へ
の
物
質
給
付
の
場
で

一
一
一

は
、
宗
教
的
救
済
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
非
人
救
済
の
理

念
を
示
し
た
『
般
若
寺
文
殊
菩
薩
像
造
立
願
文
』
（
文
永
五
年
・
一
二
六
八
）

に
よ
れ
ば
、
物
質
給
付
は
非
人
の
「
折
癩
孤
独
之
飢
苦
」
を
癒
し
「
各
々

之
追
求
」
を
抑
え
る
た
め
で
あ
り
、
施
与
さ
れ
る
非
人
は
衣
食
を
求
め
て

や
む
こ
と
が
な
い
日
常
の
欲
心
か
ら
離
れ
、
宗
教
的
向
上
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
物
質
給
付
は
手
段
で
あ
り
、
本
質
的
な
目

的
は
仏
道
に
心
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
レ
ト
リ
ッ

ク
で
は
な
い
。
非
人
の
生
活
の
宗
教
化
は
、
八
斎
戒
の
授
戒
・
持
戒
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
般
若
寺
に
お
け
る
非
人
施
行
は
『
中
臣
祐
賢

記
』
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
三
月
二
五
日
条
に
詳
し
い
が
、
非
人
に
斎

戒
を
た
も
た
せ
た
こ
と
が
見
え
る
。
非
人
へ
の
八
斎
戒
授
戒
に
着
目
す
る

と
、
そ
も
そ
も
の
文
殊
供
養
の
初
例
で
あ
る
額
安
寺
文
殊
供
養
に
つ
い
て
、

叡
尊
は
物
質
給
付
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
が
、
八
斎
戒
授
戒
を
記
録
し

て
い
る
（
『
感
身
学
正
記
』
仁
治
元
年
・
一
二
四
○
条
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

非
人
救
済
事
業
に
お
い
て
は
、
物
質
給
付
で
は
な
く
八
斎
戒
に
よ
る
宗
教

的
救
済
が
本
質
視
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
視
点
を
変
え
て
み
よ
う
。
非
人
へ
の
八
斎
戒
授
戒
は
仁
治
元
年

（
一
二
四
○
）
を
初
例
と
す
る
が
、
一
般
民
衆
へ
の
十
重
戒
・
梵
網
戒
授

戒
は
そ
の
二
年
後
の
仁
治
三
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
非
人
へ
の
授
戒

は
、
一
般
民
衆
へ
の
授
戒
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
。
開
始
時
期
に
着
目
す

る
な
ら
ば
、
授
戒
・
持
戒
に
よ
る
民
衆
救
済
は
、
非
人
救
済
Ⅱ
非
人
授
戒

を
契
機
と
し
て
発
想
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
は
、

非
人
は
授
戒
・
持
戒
に
よ
る
救
済
の
枠
外
で
あ
っ
た
、
と
い
う
著
者
の
論
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点
と
は
逆
に
、
非
人
に
も
授
戒
が
な
さ
れ
、
持
戒
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
非
人
へ
の
授
戒
が
多
様
な
戒
に
よ
る
全
階
層
の
救
済
と
い
う
叡
尊
教

団
に
特
徴
的
な
活
動
を
導
き
出
し
た
、
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
う
る
の

で
は
な
い
か
。
各
階
層
の
生
活
条
件
に
即
し
た
、
比
丘
戒
か
ら
八
斎
戒
に

い
た
る
多
様
な
戒
が
、
全
階
層
に
一
貫
す
る
救
済
方
法
と
し
て
想
定
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
側
面
が
、
「
七
衆
」
教
団
の
形
成
（
『
感

身
学
正
記
』
建
長
元
年
・
一
二
四
九
条
お
よ
び
『
元
亨
釈
書
』
西
大
寺
叡
尊
伝
）

と
し
て
記
録
さ
れ
る
叡
尊
の
宗
教
活
動
の
主
眼
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

戒
律
以
外
の
多
様
な
信
仰
・
行
法
の
把
握
と
い
う
著
者
の
方
針
と
は
逆

に
、
授
戒
活
動
の
視
点
か
ら
の
読
後
感
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
評
者
は
、

筆
者
が
本
書
第
一
部
で
検
討
さ
れ
た
叡
尊
以
前
の
南
都
仏
教
研
究
の
必
要

と
同
じ
く
、
伝
統
と
変
化
を
追
う
と
い
う
意
味
で
、
戒
律
活
動
も
含
め
て

叡
尊
・
忍
性
以
降
の
教
団
の
展
開
を
追
跡
す
る
必
要
を
感
じ
る
。
第
二
部

第
六
章
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
叡
尊
と
そ
の
後
継
者
忍
性
は
異
質
な
性

格
を
も
つ
し
、
叡
尊
没
後
の
教
団
指
導
者
に
つ
い
て
も
、
鎌
倉
の
忍
性
だ

け
で
は
な
く
、
叡
尊
を
継
い
だ
西
大
寺
二
世
長
老
信
空
を
視
野
に
入
れ
て

論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
祖
師
た
ち
の
世
代
以
降
の
鎌
倉
仏
教
の
展
開

を
、
著
者
が
本
書
で
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
幅
広
い
信
仰
世
界
を
ふ
ま
え
て

記
述
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
次
の
課
題
で
あ
る

壷
フ
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

本
書
は
、
前
田
勉
氏
が
こ
れ
ま
で
意
欲
的
に
進
め
て
き
た
近
世
日
本
思

想
史
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
多
く
の

生
産
的
知
見
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
学
界
を
碑
益
す
る
こ
と
大
な
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
わ
た
く
し
自
身
、
本
書
所
収
の
多
く
の
論
文

を
発
表
当
時
に
拝
読
し
て
多
大
な
刺
激
を
う
け
た
。
こ
の
た
び
こ
の
よ
う

な
形
で
公
刊
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
「
目
次
」
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
。

序
章
近
世
日
本
思
想
史
の
対
立
軸
と
し
て
の
兵
学
と
朱
子
学

第
一
節
朱
子
学
不
適
合
説
の
問
題

第
二
節
兵
営
国
家
と
兵
学

第
三
節
近
世
日
本
の
朱
子
学
の
可
能
性

第
四
節
兵
学
と
朱
子
学
の
対
立
点

第
一
章
林
家
の
朱
子
学

第
一
節
林
羅
山
の
挫
折

第
二
節
林
読
耕
斎
の
隠
逸
願
望

前
田
勉
著

『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』

（
ペ
リ
か
ん
社
・
一
九
九
六
年
）

ー

高
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