
仏
教
に
は
広
く
八
万
四
千
の
法
門
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
畢
寛
す
る
に
そ

れ
は
転
迷
開
悟
、
転
凡
入
聖
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
と
こ
ろ
が
如
来
蔵
思
想

に
基
づ
く
一
乗
仏
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
一
切
衆
生
は
悉
く
仏
性
を
有
し
、

本
来
、
如
来
の
智
慧
徳
相
を
具
有
し
て
お
り
、
凡
夫
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
る
と

い
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
修
行
証
果
の
意
義
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
道
元
が
叡
山
参
学
中
に
逢
着
し
た
疑
問
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
修
と
証
の
八
あ
い
だ
Ｖ
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
中
国
へ

入
宋
参
学
し
、
帰
朝
の
後
に
、
自
ら
参
究
体
得
し
た
仏
法
を
「
正
伝
の
仏
法
」

と
し
て
著
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
を
鐇
く
と
き
、
そ
こ
に
は
修
証
論
、
面
授
嗣
法

論
、
生
死
の
問
題
、
時
間
論
、
禅
戒
論
、
清
規
論
等
、
重
要
な
諸
説
が
披
瀝
さ

れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
特
に
重
要
な
の
は
、
彼
の
独
創
的
な
修
証
観
、
す
な

わ
ち
「
本
証
妙
修
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
証
悟
を
未
来
に
想
定
す
る
如
き

禅
で
は
な
く
、
「
修
証
一
等
」
、
つ
ま
り
修
の
外
に
証
を
見
な
い
「
証
上
の
修
」

と
し
て
の
端
坐
参
禅
に
釈
尊
よ
り
歴
代
の
仏
祖
へ
嫡
々
相
承
さ
れ
て
き
た
「
正

法
眼
蔵
浬
藥
妙
心
」
の
命
脈
を
見
た
の
で
あ
る
。

修
と
証
の
八
あ

■■■■■■■■

ｌ
道
元
の
修
証
観
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

い

だ
Ｖ

坐
、
す
な
は
ち
仏
行
な
り
。
坐
即
不
為
也
。
是
、
即
、
自
己
の
正
躰
也
。

も
と
む
く
き
な

此
外
、
別
に
仏
法
の
可
し
求
無
き
也
。
（
「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
只
管
打
坐
」
を
標
傍
し
、
修
行
を
証
悟
を
得
る
た
め

の
手
段
と
す
る
「
待
悟
禅
」
を
徹
底
的
に
排
撃
し
て
い
る
。

こ
の
坐
禅
や
、
仏
仏
祖
伝
し
、
祖
祖
直
指
し
て
、
独
り
嫡
嗣
な
る
も
の
な

り
。
余
者
は
そ
の
名
を
聞
く
と
い
え
ど
も
、
仏
祖
の
坐
禅
に
同
じ
か
ら
ず
。

い
か
ん

の
り

所
以
は
何
と
な
れ
ば
、
諸
宗
の
坐
禅
は
、
悟
り
を
待
つ
を
則
と
な
す
。
書
え

わ
た

お
も

わ
た

ぱ
船
筏
を
仮
り
て
大
海
を
度
る
が
ご
と
し
、
将
謂
え
ら
く
、
海
を
度
り
て
船

な
げ
う

を
鋤
つ
く
し
と
。
吾
が
仏
祖
の
坐
禅
は
然
ら
ず
、
こ
れ
乃
ち
仏
行
な
り
。
（
『
永

平
広
録
』
第
八
）

す
な
わ
ち
端
坐
参
禅
は
ど
こ
ま
で
も
仏
性
・
本
証
の
全
体
を
即
今
当
処
に
摂
め

尽
く
し
た
究
尽
の
一
行
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
証
悟
へ
向
か
う
修
行
の
階
梯
な

ど
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
、
修
・
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
へ
る
、
す
な
は
ち
外
道
の
見

な
り
。
仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
。
い
ま
も
証
上
の
修
な
る
ゆ
え
に
、

初
心
の
辨
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
修
行
の
用
心

を
さ
づ
く
る
に
も
、
修
の
ほ
か
に
証
を
ま
つ
お
も
ひ
な
か
れ
、
と
を
し
ふ
。

井
上
克
人

■ 一
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じ
き
し

直
指
の
本
証
な
る
が
ゆ
え
な
る
べ
し
。
（
『
辨
道
話
』
）

「
証
上
の
修
」
と
は
ど
こ
ま
で
も
本
証
そ
の
も
の
か
ら
催
さ
れ
た
坐
禅
で
あ
り
、

そ
の
打
坐
の
一
行
に
本
証
自
ら
開
顕
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
「
坐
禅
は
こ

れ
悟
来
の
儀
な
り
。
」
（
『
永
平
広
録
』
第
四
）
と
言
わ
れ
る
の
も
そ
う
し
た
理

由
に
よ
る
。
ま
さ
に
「
妙
修
」
と
も
言
う
べ
き
こ
の
よ
う
な
坐
禅
に
は
初
め
も

な
け
れ
ば
終
わ
り
も
な
い
。

す
で
に
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ

か
し
よ
う
じ
ゆ

め
な
し
。
こ
こ
を
も
て
、
釈
迦
如
来
・
迦
葉
尊
者
、
と
も
に
証
上
の
修
に
受

ゆ
う

い
ん
で
ん

用
せ
ら
れ
、
達
磨
大
師
・
大
鑑
高
祖
、
お
な
じ
く
証
上
の
修
に
引
転
せ
ら

る
。
仏
法
住
持
の
あ
と
、
み
な
か
く
の
ご
と
し
。
す
で
に
証
を
は
な
れ
ぬ
修

あ
り
、
わ
れ
ら
さ
い
は
ひ
に
一
分
の
妙
修
を
単
伝
せ
る
、
初
心
の
辨
道
す
な

は
ち
一
分
の
本
証
を
無
為
の
地
に
う
る
な
り
。
（
『
辨
道
話
』
）

こ
う
し
た
本
証
妙
修
、
無
始
無
終
の
坐
禅
は
『
正
法
眼
蔵
』
「
行
持
」
の
巻
で

は
「
行
持
道
環
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

仏
祖
の
大
道
、
か
な
ら
ず
無
上
の
行
持
あ
り
、
道
環
し
て
断
絶
せ
ず
、
発

か
ん
げ
き

心
・
修
行
・
菩
提
・
浬
藥
、
し
ば
ら
く
の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
。

か
く
し
て
本
証
の
自
受
法
楽
と
し
て
の
坐
禅
観
に
立
つ
道
元
に
あ
っ
て
、
転

迷
開
悟
と
い
っ
た
修
証
両
段
の
始
覚
門
的
修
証
観
は
修
証
の
許
す
べ
か
ら
ざ
る

ぜ
ん
な

、
、
、
、
、

染
汚
（
冒
濱
）
に
他
な
ら
ず
、
坐
禅
は
ど
こ
ま
で
も
本
証
不
染
汚
の
坐
禅
と
し

て
、
「
本
来
本
法
性
、
天
然
自
性
身
」
の
原
事
実
を
無
限
に
護
持
相
続
さ
せ
、

い
き
い
き
と
淀
永
な
く
は
た
ら
か
し
め
て
い
く
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
「
わ
ず
か
に
一
人
一
時
の
坐
禅
な
り
と

め
い

い
へ
ど
も
、
諸
法
と
あ
ひ
冥
し
、
諸
時
と
ま
ど
か
に
通
ず
る
が
ゆ
え
に
、
無
尽

法
界
の
な
か
に
、
去
・
来
・
現
に
、
常
恒
の
仏
化
道
持
を
な
す
」
（
『
辨
道
話
』
）

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
本
証
不
染
汚
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
の
上
に
立
っ

て
の
坐
禅
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
自
受
用
の
境
界
な
る
を
も
て
、
一
塵
を
う
ご
か
さ

ず
、
一
相
を
や
ぶ
ら
ず
、
広
大
の
仏
事
、
甚
深
微
妙
の
仏
化
を
な
す
」
（
『
同
書
』
）

の
で
あ
っ
て
、
逆
に
云
え
ば
、
本
よ
り
染
汚
せ
ざ
る
本
証
を
そ
の
ま
ま
に
受
用

し
、
そ
れ
を
護
念
相
続
さ
せ
て
ゆ
く
以
外
に
、
歴
代
仏
祖
の
正
伝
す
る
実
践
は

あ
り
え
な
い
。

道
元
は
云
う
、

し
る
べ
し
、
修
を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
仏
祖
、

し
き
り
に
修
行
の
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
。
（
『
同
書
」
）

あ
る
い
は
ま
た
「
た
だ
仏
法
の
た
め
に
仏
法
を
修
す
る
乃
ち
こ
れ
道
な
り
。
」

（
『
学
道
用
心
集
』
）
と
も
語
っ
て
い
る
。
い
か
な
る
代
償
を
も
求
め
ぬ
不
染
汚

し
ば
ら

ひ
そ

の
修
証
は
「
た
だ
暫
く
吾
我
を
忘
れ
て
潜
か
に
修
す
」
（
同
書
）
べ
き
も
の
で

、
、
、

、
、

あ
っ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
仏
祖
道
の
真
実
を
信
受
し
、
い
わ
ば
こ
れ
に
殉
ず
べ

き
も
の
な
の
で
あ
る
。

仏
道
を
修
行
す
る
者
は
、
ま
ず
須
ら
く
仏
道
を
信
ず
べ
し
。
仏
道
を
信
ず

も
と

る
者
は
、
須
ら
く
自
己
本
道
中
に
在
っ
て
、
迷
惑
せ
ず
、
妄
想
せ
ず
、
顛
倒

せ
ず
、
増
減
な
く
、
慢
謬
な
き
こ
と
を
信
ず
べ
し
。
か
く
の
如
き
の
信
を
生

じ
、
か
く
の
如
き
の
道
を
明
ら
め
、
依
り
て
こ
れ
を
行
ず
。
乃
ち
学
道
の
本

基
な
り
。
（
同
書
）

そ
こ
で
は
自
己
に
向
け
ら
れ
る
如
何
な
る
「
た
め
」
か
ら
も
自
由
で
あ
り
、
「
行

ず
れ
ば
乃
ち
証
そ
の
中
に
在
り
」
（
同
書
）
、
し
か
も
そ
の
行
は
「
た
だ
、
わ
が

身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
仏
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ

り
お
こ
な
わ
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
ひ
も
て
ゆ
く
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
生
死
」、

、

巻
）
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
云
う
な
れ
ば
、
吾
我
的
・
人
間
的
な
る
も
の
以
前

一
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と
こ
ろ
で
道
元
は
「
不
染
汚
の
修
証
」
に
ど
こ
ま
で
も
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
。

宋
よ
り
帰
朝
後
の
嘉
禄
三
年
、
道
元
最
初
の
撰
述
で
あ
る
『
普
勧
坐
禅
儀
」
（
但

し
、
流
布
本
）
に
も
「
修
証
自
不
染
汚
」
の
語
が
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、

修
を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
た
め
に
修
行
を
ゆ
る
く
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
と
し
て
強
調
し
た
こ
と
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
抑
々
こ
の
「
不
染
汚
の
修
証
」
に
、
彼
は
い
っ
た
い
何
を
看

て
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
元
が
「
正
法
眼
蔵
』
や
『
永
平
広
録
』
等
で
好
ん
で
よ
く
引
用
す
る
の
は

、
、
、
、
、

の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
仏
に
行
ぜ
し
め
ら
れ
、
本
証
に
引
転
せ
ら
れ
て
の
仏
行

ご
一
う
い

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
自
己
自
ら
の
「
強
為
」
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、

う
ん
い

ど
こ
ま
で
も
法
自
ら
の
お
の
ず
か
ら
な
る
「
云
為
」
な
の
で
あ
る
。
坐
禅
は
た

も
よ
お
し

だ
法
性
か
ら
の
「
施
為
」
に
ひ
た
す
ら
随
順
す
る
ほ
か
は
な
い
。

仏
法
は
、
人
の
知
る
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
こ
の
故
に
昔
し
よ
り
、
凡
夫
と

ひ
と

し
て
仏
法
を
悟
る
な
し
、
二
乗
と
し
て
仏
法
を
き
は
む
る
な
し
、
独
り
仏
に

ゆ
い
ぶ
つ
よ
ぶ
つ
な
い
の
う
ぐ
う
じ
ん

さ
と
ら
る
る
故
に
、
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽
、
と
云
ふ
。
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
唯

仏
与
仏
」
巻
）

と
説
か
れ
る
如
く
、
端
坐
参
禅
は
「
た
だ
ほ
と
け
、
仏
に
さ
づ
け
て
よ
こ
し
ま

な
る
こ
と
な
き
」
「
自
受
用
三
昧
」
を
そ
の
「
標
準
」
と
し
て
実
修
さ
れ
る
べ

き
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
『
辨
道
話
』
）

然
あ
れ
ば
則
ち
空
劫
已
前
の
修
証
な
り
、
現
成
に
拘
わ
る
こ
と
な
し
。
朕

兆
已
前
の
公
案
な
り
、
い
ま
だ
大
悟
を
待
た
ず
。
（
『
永
平
清
規
』
「
辨
道
法
」
）

こ
れ
が
道
元
の
標
傍
す
る
坐
禅
で
あ
っ
た
。

二

六
祖
慧
能
と
南
嶽
懐
譲
と
の
次
の
よ
う
な
商
量
で
あ
る
。
彼
の
真
字
『
正
法
眼

蔵
』
三
百
則
中
巻
の
第
一
段
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
引
い
て
承
よ
う
。

出
典
は
『
天
聖
広
燈
録
八
』
お
よ
び
「
景
徳
伝
燈
録
五
』
で
あ
る
。

南
嶽
山
大
慧
禅
師
八
曹
渓
に
嗣
ぐ
、
諄
は
懐
譲
Ｖ
、
六
祖
に
参
ず
。
祖
日

く
、
「
什
塵
の
処
よ
り
来
た
る
・
」
師
曰
く
、
「
嵩
山
安
国
師
の
処
よ
り
来
た

な
に
も
の
い
ん
も

な

る
。
」
祖
曰
く
、
「
こ
れ
什
塵
物
か
億
座
に
来
た
る
・
」
師
、
措
く
こ
と
間
し
。

は
じ

こ
こ
に
お
い
て
執
侍
す
る
こ
と
八
年
に
し
て
、
方
め
て
前
話
を
省
す
。
乃
ち

そ
の
か
み

祖
に
告
げ
て
云
く
、
「
懐
讓
、
会
得
せ
り
、
当
初
、
来
た
り
し
時
、
和
尚
、

某
甲
を
接
す
、
『
こ
れ
什
塵
物
か
億
厘
に
来
た
る
・
』
と
。
」
祖
云
く
、
「
祢
、

あ
た

作
塵
生
か
会
す
。
」
師
曰
く
、
．
物
を
説
似
す
る
に
即
ち
中
ら
ず
。
」
祖
日

ば

く
、
「
還
た
修
証
を
仮
る
や
・
」
師
曰
く
、
「
修
証
は
即
ち
無
き
に
あ
ら
ず
、

染
汚
は
即
ち
得
ず
。
」
祖
曰
く
、
「
た
だ
こ
の
不
染
汚
、
こ
れ
諸
仏
の
護
念
し

た
も
う
所
な
り
。
汝
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
、
吾
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
、

乃
至
、
西
天
の
諸
祖
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
」
（
原
漢
文
）

私
見
に
よ
れ
ば
、
「
是
什
塵
物
悠
塵
来
」
の
語
は
、
道
元
の
仏
性
観
、
ひ
い
て

は
仮
字
『
正
法
眼
蔵
』
の
根
本
思
想
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
言
葉
で

あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
疑
問
文
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
じ
つ
は
、

こ
れ
と
い
っ
て
何
と
も
限
定
で
き
な
い
（
説
似
一
物
即
不
中
）
宇
宙
と
一
つ
ら

な
り
の
尽
一
切
自
己
の
正
体
を
ズ
バ
リ
と
表
詮
し
た
語
で
あ
り
、
し
か
も
ま
さ

に
こ
の
「
是
什
塵
物
悠
塵
来
」
こ
そ
が
道
元
の
強
調
し
て
や
ま
な
い
「
只
管
打

坐
」
の
幽
遼
な
る
姿
に
他
な
ら
な
い
。
が
し
か
し
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、

「
修
証
即
不
無
、
染
汚
即
不
得
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
叡
山
参
学

な
ん

中
に
抱
い
た
「
本
来
本
法
性
、
天
然
自
性
身
。
諸
仏
甚
塵
と
し
て
か
更
に
発
心

し
て
、
三
菩
提
の
道
を
修
行
し
た
ま
ふ
」
（
『
建
揃
記
』
）
と
い
う
疑
問
と
も
関

一
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わ
っ
て
く
る
。
自
己
の
正
体
は
本
来
、
迷
悟
超
越
、
自
体
清
浄
な
る
も
の
で
あ

い
ず

っ
て
、
六
祖
の
有
名
な
偏
に
も
「
本
来
無
一
物
、
何
れ
の
処
に
か
塵
挨
を
惹
か

ん
・
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
清
浄
な
る
も
の
を
何
を
今
更
払
拭
す
る
必
要
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
慧
能
が
南
嶽
に
向
か
っ
て
更
に
こ
う
問
い
つ

め
る
。
「
還
た
修
証
を
仮
る
や
・
」
と
。
自
体
清
浄
な
ら
ば
発
心
修
行
は
ど
う
考

え
れ
ば
よ
い
の
か
、
不
要
な
も
の
と
な
り
は
せ
ぬ
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
間
に
対
す
る
南
嶽
の
答
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
「
修
証
は
無
き
に
あ
ら
ず
、
染

汚
す
る
こ
と
は
得
ず
。
」
つ
ま
り
修
行
は
無
用
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ

修
と
証
、
浄
と
不
浄
を
対
時
さ
せ
、
修
行
が
証
悟
を
め
ざ
し
て
心
塵
を
払
拭
し

て
ゆ
く
手
段
と
な
っ
て
は
、
仏
法
の
冒
濱
（
染
汚
）
に
な
ろ
う
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
従
っ
て
転
迷
開
悟
と
い
っ
た
始
覚
門
的
修
証
観
は
こ
こ
で
は
意
味
を
な

さ
な
い
。
あ
る
の
は
迷
悟
・
浄
不
浄
等
の
一
切
の
相
待
を
絶
し
た
本
証
不
染
汚

の
修
証
の
み
で
あ
る
。
人
間
を
含
む
森
羅
万
象
は
自
体
清
浄
、
不
染
汚
な
る
法

性
の
自
発
自
展
せ
る
姿
に
他
な
ら
ず
、
宇
宙
万
有
の
各
々
が
自
ら
の
法
位
に
住

し
て
重
々
無
尽
、
お
の
ず
か
ら
有
る
が
ま
ま
に
現
成
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を

ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
容
し
護
持
し
て
ゆ
く
こ
と
が

嫡
々
相
承
さ
れ
て
き
た
「
正
伝
の
仏
法
」
で
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
六
祖
は

こ
の
「
染
汚
不
得
」
こ
そ
が
仏
祖
正
伝
の
修
証
観
で
あ
る
と
し
て
、
南
嶽
を
称

揚
し
、
「
た
だ
こ
の
不
染
汚
、
こ
れ
諸
仏
の
護
念
し
た
も
う
所
な
り
。
汝
も
ま

た
か
く
の
ご
と
し
、
吾
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
、
乃
至
、
西
天
の
諸
祖
も
ま
た

か
く
の
ご
と
し
。
」
と
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
不
染
汚
の
修
証
」
と
は
宇
宙
万
有
の
自
体
清
浄
な
る
こ
と
を
前

提
と
す
る
修
行
で
あ
り
、
本
来
清
浄
に
し
て
お
の
ず
か
ら
染
汚
せ
ざ
る
修
証
を

更
に
浄
化
し
て
ゆ
く
無
限
の
功
夫
弁
道
な
の
で
あ
る
。
道
元
は
『
洗
浄
』
の
巻

に
於
い
て
、
今
述
べ
た
六
祖
と
南
嶽
の
商
量
を
引
き
、
続
け
て

邑
卜
０
ハ

大
比
丘
三
千
威
儀
経
二
云
ク
、
浄
身
者
、
洗
。
大
小
便
罰
剪
子
リ
十
指
ノ
爪
司

し
か
あ
れ
ば
、
身
心
こ
れ
不
染
汚
な
れ
ど
も
、
浄
身
の
法
あ
り
、
心
法
あ
り
。

た
だ
身
心
を
き
よ
む
る
の
承
に
あ
ら
ず
、
国
士
・
樹
下
を
も
き
よ
む
る
な
り
。

じ
ん
え

国
土
い
ま
だ
か
っ
て
塵
稜
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
き
よ
む
る
は
諸
仏
之
所
護
念
な

り
。
仏
果
に
い
た
り
て
な
ほ
退
せ
ず
、
廃
せ
ざ
る
な
り
。

と
語
っ
て
い
る
。
彼
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
こ
の
「
不
染
汚
の
修
証
」
を
強
調
す

る
。
「
行
持
』
の
巻
に
は
「
不
曾
染
汚
の
行
持
な
り
」
、
『
坐
禅
儀
』
の
巻
に
は

「
修
証
自
ら
不
染
汚
」
、
更
に
『
坐
禅
筬
』
で
は

曾
て
染
汚
無
き
の
親
、
其
の
親
、
委
す
る
こ
と
無
う
し
て
脱
落
す
。
曾
て

ば
か

正
偏
無
き
の
証
、
其
の
証
、
図
る
こ
と
無
う
し
て
功
夫
す
。

と
あ
る
。
そ
の
他
に
も
『
永
平
広
録
』
そ
の
他
の
撰
述
書
の
中
で
「
不
染
汚
の

修
証
」
は
頻
繁
に
力
説
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
今
挙
げ
た
「
其
の
証
、
図
る
こ
と
無
う
し
て
功
夫
す
。
」
と
い
う

修
証
の
的
確
な
表
現
は
、
ま
た
「
非
思
量
」
と
い
う
絶
妙
な
言
葉
で
以
て
説
か

れ
て
い
る
。

「
非
思
量
」
と
い
う
語
は
、
道
元
が
推
頌
措
か
ざ
る
薬
山
惟
億
（
七
五
一
～

八
三
四
）
の
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
多
繁
に
亘
っ
て
示
衆
高
揚
さ
れ
て
い

る
。
前
に
触
れ
た
道
元
最
初
の
撰
述
書
『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
天
福
年
間
に
浄
書

さ
れ
、
そ
れ
が
現
在
道
元
の
自
筆
本
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
に

修
訂
推
敲
さ
れ
て
現
在
見
ら
れ
る
流
布
本
と
な
る
が
、
そ
の
修
訂
に
よ
る
重
要

な
相
違
点
は
、
自
筆
本
（
天
福
本
）
に
は
な
か
っ
た
「
薬
山
非
思
量
の
話
」
を

■■■■■
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採
り
上
げ
、
そ
れ
を
「
坐
禅
の
要
術
」
と
し
て
推
称
し
、
不
染
汚
の
坐
禅
を
浮

き
彫
り
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
真
字
「
正
法
眼
蔵
』
中
巻
二
十
九
段
か
ら

引
い
て
み
よ
う
。
出
典
は
「
景
徳
伝
燈
録
』
巻
十
四
、
お
よ
び
『
宗
門
統
要
集
』

巻
七
で
あ
る
。

つ
い
で

ご
つ
ご
つ
ち
な
に

薬
山
和
尚
、
坐
す
る
次
、
僧
あ
り
て
問
う
、
「
兀
兀
地
に
什
塵
を
か
思
量い

す
。
」
師
云
く
、
「
箇
の
不
思
量
底
を
思
量
す
。
」
僧
曰
く
、
「
不
思
量
底
、
如

か
ん何

が
思
量
せ
ん
・
」
師
云
く
、
「
非
思
量
。
」
（
原
漢
文
）

、
、

「
思
量
箇
不
思
量
底
」
の
思
量
は
、
意
志
や
意
欲
な
ど
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
は
か

、
、
、
、
、

い
の
ち
い
と
な
み

ら
い
以
前
の
端
的
な
自
然
の
生
命
の
営
為
で
あ
り
、
「
非
思
量
」
も
、
「
思
量
に

非
ず
」
で
は
な
く
、
「
非
の
思
量
」
、
す
な
わ
ち
思
量
自
体
が
思
量
を
棚
上
げ
し
、

も
よ
お
し

思
量
を
超
越
し
て
い
る
状
態
、
つ
ま
り
思
量
が
法
の
施
為
（
「
法
性
』
巻
）
と

し
て
、
い
わ
ば
仏
の
お
ん
い
の
ち
に
貫
か
れ
た
真
実
絶
待
な
る
生
命
活
動
と
し

て
の
思
量
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
消
息
を
道
元
は
次
の
よ
う
な
彫
琢
さ
れ
た
美
し
い
文
章
で
綴
っ
て
い

る
。

れ
い
ろ
う

い
は
ゆ
る
非
思
量
を
使
用
す
る
こ
と
玲
瀧
な
り
と
い
へ
ど
も
、
不
思
量
底

を
思
量
す
る
に
は
、
か
な
ら
ず
非
思
量
を
も
ち
い
る
な
り
。
非
思
量
に
た
れ

ぼ
う
に
ん

あ
り
、
た
れ
、
我
を
保
任
す
。
云
々
。
（
「
坐
禅
筬
』
巻
）

兀
兀
と
打
坐
す
る
こ
と
の
な
か
に
、
思
量
・
不
思
量
を
超
え
た
思
量
以
前
の

い
の
ち

生
命
そ
の
も
の
の
は
た
ら
き
（
非
思
量
）
が
、
〃
た
れ
〃
と
し
て
冥
々
裡
に
坐

禅
人
た
る
我
を
確
爾
と
し
て
身
心
脱
落
さ
せ
、
仏
性
（
本
証
）
自
ら
の
自
受
用

い
と
な
み

三
昧
の
開
演
の
な
か
に
摂
受
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
本
具
仏
性
の
お

の
ず
か
ら
な
る
開
顕
に
い
わ
ば
参
与
随
順
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
が
坐
禅
功
夫

の
要
術
た
る
「
非
思
量
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
「
天
真
の
仏
法
に
証
会

し
」
（
「
辨
道
話
』
）
、
「
仏
法
の
究
尽
と
同
生
し
同
参
す
る
」
（
『
現
成
公
案
』
巻
）

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
非
思
量
の
坐
禅
を
称
揚
し
た
も
の
に
道
元
自
ら
撰
し
た
「
坐

わ
ん
し
し
よ
う
か
く

禅
筬
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
彼
の
推
頌
す
る
宏
智
正
覚
（
一
○
九
一
～

二
五
七
）
の
そ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
人
の
「
坐
禅
筬
」
を
対
照

し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

八
宏
智
坐
禅
筬
Ｖ

じ

仏
仏
の
要
機
、
祖
祖
の
機
要
。
事
に
触
れ
ず
し
て
知
り
、
縁
に
対
せ
ず
し
て

お
の
ず
か
び

照
ら
す
。
事
に
触
れ
ず
し
て
知
る
、
其
の
知
、
自
ら
微
な
り
。
縁
に
対
せ
ず

し
て
照
ら
す
、
其
の
照
自
ら
妙
な
り
。
其
の
知
、
自
ら
微
な
る
は
、
曾
て
分

》
言
う
こ
つ

別
の
思
い
無
し
。
其
の
照
、
自
ら
妙
な
る
は
、
曾
て
毫
忽
の
兆
無
け
れ
ば
な

り
。
曾
て
分
別
の
思
い
無
く
、
其
の
知
、
偶
す
る
こ
と
無
う
し
て
奇
な
り
。

き
よ

曾
て
毫
忽
の
兆
無
く
、
其
の
照
取
る
こ
と
無
う
し
て
了
な
り
。
水
清
う
し
て

と
お

ち
ち

く
う
ひ
ろ

か
ぎ

よ
う

底
に
徹
り
、
魚
行
い
て
遅
遅
た
り
。
空
闇
う
し
て
涯
り
な
く
、
烏
飛
ん
で
杳

よ
う杳

た
り
。

八
道
元
坐
禅
筬
Ｖ

ふ
え
ご
じ
よ
う

仏
仏
の
要
機
、
祖
祖
の
機
要
。
不
思
量
に
し
て
現
じ
、
不
回
互
に
し
て
成
ず
。

不
思
量
に
し
て
現
ず
、
其
の
現
自
ず
か
ら
親
し
し
。
不
回
互
に
し
て
成
ず
、

ぜ
ん
な

其
の
成
、
自
ず
か
ら
証
な
り
。
其
の
現
、
自
ず
か
ら
親
し
し
、
曾
て
染
汚
無

し
よ
う
へ
ん

し
。
其
の
成
自
ず
か
ら
証
な
り
、
曾
て
正
偏
無
し
。
曾
て
染
汚
無
き
の
親
、

い

其
の
親
、
委
す
る
こ
と
無
う
し
て
脱
落
す
。
曾
て
正
偏
無
き
の
証
、
其
の
証
、

ゆ

図
る
こ
と
無
う
し
て
功
夫
す
。
水
清
う
し
て
地
に
徹
す
、
魚
行
い
て
魚
に
似

た
り
。
空
闇
う
し
て
天
に
透
る
、
烏
飛
ん
で
烏
の
如
し
。
（
と
も
に
原
漢
文
）

さ
て
こ
の
二
つ
を
比
較
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
宏
智
の
「
坐
禅
蔵
」
が
無

六
五



分
別
知
、
不
照
の
照
を
微
に
し
て
妙
な
り
と
称
揚
す
る
の
に
対
し
、
道
元
の
そ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
不
染
汚
の
実
修
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宏
智
の

云
う
「
不
触
事
而
知
」
や
「
不
対
縁
而
照
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
そ
の
淵
源
を

か
た
く
じ
ん
ね

遡
る
と
、
慧
能
を
「
六
祖
」
と
し
て
宣
揚
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
荷
沢
神
会
（
六

八
○
～
七
六
二
）
が
「
知
」
を
「
明
鏡
」
に
な
ぞ
ら
え
、
物
に
対
さ
ぬ
前
の
鏡

こ
そ
鏡
本
来
の
優
れ
た
働
き
を
発
揮
す
る
（
萬
像
不
現
其
中
、
此
将
為
妙
）
と

し
て
「
知
」
を
「
自
性
照
」
と
捉
え
た
発
想
（
『
神
会
録
』
、
胡
適
校
『
神
会
和

尚
遣
集
』
所
収
）
に
至
り
つ
く
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
神
会
の
禅
を
受
け
た
華

厳
の
澄
観
（
七
三
八
～
八
三
九
）
の
「
無
住
心
体
霊
智
不
味
」
（
「
心
要
』
「
景

徳
伝
燈
録
』
巻
三
十
所
収
）
、
更
に
は
そ
の
澄
観
の
弟
子
で
あ
っ
た
圭
峯
宗
密

（
七
八
○
～
八
四
一
）
が
、
神
会
の
「
本
知
」
の
立
場
を
継
承
し
、
も
っ
ぱ
ら

対
象
に
関
わ
る
「
随
縁
応
用
」
と
区
別
さ
れ
そ
れ
以
前
に
働
く
「
自
性
本
用
」

を
挙
揚
し
、
「
知
之
一
字
衆
妙
之
門
」
と
唱
え
た
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

因
み
に
、
や
は
り
『
伝
燈
録
』
巻
三
十
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
牛
頭
山
初
祖
融

禅
師
心
銘
」
の
中
の
「
霊
知
自
照
」
と
い
う
言
葉
も
無
視
で
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
踏
ま
え
た
宏
智
の
「
坐
禅
筬
」
は
、
道
元
自
身
古

代
か
ら
伝
わ
る
幾
多
の
坐
禅
儀
、
坐
禅
銘
、
坐
禅
筬
の
中
で
も
最
も
勝
れ
た
も

の
と
し
て
絶
賛
推
称
し
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
詩
趣
に
富
み
、
そ
の
格
調
の
高

さ
は
他
の
追
随
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
道
元
が
、
宏
智
の
「
坐
禅
筬
」
を
絶
賛
し
な
が
ら
も
「
そ
れ
道
未
是

に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
さ
ら
に
か
く
の
ご
と
く
道
取
す
べ
き
な
り
。
お
ほ
よ
そ
仏

祖
の
児
孫
、
か
な
ら
ず
坐
禅
を
一
大
事
な
り
と
参
学
す
べ
し
。
こ
れ
単
伝
の
正

印
な
り
。
」
と
し
て
自
ら
の
「
坐
禅
筬
」
を
あ
え
て
撰
し
た
こ
と
は
、
「
知
照
」

の
「
微
妙
」
な
る
こ
と
を
称
揚
す
る
こ
と
よ
り
も
、
「
図
る
こ
と
無
き
功
夫
」

さ
て
こ
れ
ま
で
繧
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
道
元
の
説
く
坐
禅
観
が
、
証
を
図

る
こ
と
な
き
不
染
汚
の
功
夫
で
あ
り
、
「
非
思
量
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
、
も
は
や
「
修
証
不
二
」
な
ど
と
敢
え
て
説
く
必
要
も

無
い
ほ
ど
に
修
を
修
と
し
、
修
に
徹
し
ぬ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
只

管
打
坐
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
道
元
が
ど
こ
ま
で
も
修
に
こ
だ
わ
る
と
い

う
こ
と
の
裏
に
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
意
味
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
の
修
証
観
を
問
題
と
す
る
と
き
、
我
々
が
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

其
処
で
あ
る
。
先
回
り
し
て
云
え
ば
、
道
元
が
修
証
の
一
如
な
る
こ
と
を
説
き
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

修
と
証
の
同
時
性
を
語
る
そ
の
言
葉
の
裏
に
、
じ
つ
は
修
と
証
と
を
隔
て
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
或
る
問
題
的
な
八
距
離
Ｖ
を
目
撃
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

修
に
徹
し
、
修
に
な
り
き
る
こ
と
が
証
の
全
体
を
摂
す
る
究
尽
の
一
行
と
も

な
り
、
ま
た
そ
う
し
た
行
の
絶
対
性
の
中
に
こ
そ
本
証
の
自
己
開
顕
、
自
己
展

開
が
あ
る
の
だ
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
と
し
て
も
、
「
修
証

一
如
」
と
い
う
こ
と
で
、
修
行
の
一
刻
一
刻
が
本
証
の
中
に
一
方
的
に
吸
収
さ

れ
、
ま
っ
た
く
無
差
別
に
一
致
融
合
さ
れ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

と
、
や
は
り
精
確
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
で
に
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ

を
無
限
に
行
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
証
の
揺
る
ぎ
な
い
絶
対
の
真
実
を

そ
の
ま
ま
に
全
現
せ
し
め
、
「
一
法
究
尽
」
た
る
坐
禅
弁
道
を
本
証
の
道
環
せ

る
絶
対
的
展
相
と
し
て
唯
修
唯
証
し
て
ゆ
く
こ
と
が
「
非
思
量
」
た
る
「
只
管

打
坐
」
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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め
な
し
。
（
『
辨
道
話
』
）

と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
証
は
「
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
」

（
同
巻
）
、
無
限
な
る
修
の
徹
底
行
に
自
ら
を
顕
わ
に
す
る
以
上
、
証
は
ど
こ

ま
で
も
〃
修
上
の
証
〃
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
証
に
き
は
な
く
」
、

に
ん

そ
の
自
己
展
開
に
は
終
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
修
行
も
す
で
に
「
人

に
ん人

の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
わ
れ
る
」
（
同
巻
）
法
の
自
己
開
顕
に
裏
づ
け
ら

れ
た
〃
証
上
の
修
〃
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
修
に
は
じ
め
な
く
、
絶
え
ず
道
環
し
て

断
絶
し
な
い
「
行
持
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
道
は
ど
こ
ま
で

も
無
窮
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
極
め
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
〃
証
″
と
、
初
め
も
終
わ
り
も

な
い
〃
修
″
と
の
間
に
、
道
元
は
、
或
る
存
在
論
的
な
八
乖
離
Ｖ
を
は
っ
き
り

と
看
て
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
修
証
不
二
、
修
証
一
如

と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
で
、
修
が
証
に
吸
収
さ
れ
溌
無
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
修
の
徹
底
性
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
修
が
強
調

、
、
、

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
た
と
え
ば
「
悟
来
の
儀
」
と
か
「
証
上
の
修
」
、

、
、
、
、
、
、

或
い
は
「
法
性
の
施
為
」
と
表
詮
さ
れ
る
如
き
証
の
絶
対
的
先
行
性
が
緩
和
さ

れ
て
し
ま
う
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
修
と
証
の
八
あ
い
だ
Ｖ
に
は
絶
対
に

揺
る
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
論
的
な
距
離
が
伏
在
す
る
の
で
あ
る
。
「
修

を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
仏
祖
、
し
き
り
に
修
行
の

ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
・
」
（
『
辨
道
話
』
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
本

来
清
浄
な
る
本
証
を
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
徹
頭
徹
尾
信
受
し
、
信

奉
し
、
随
順
し
て
ゆ
く
こ
と
が
「
妙
修
」
に
外
な
ら
な
い
以
上
、
本
証
は
ど
こ

ま
で
も
修
に
対
し
て
絶
対
的
先
行
性
を
有
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
修
を
修
と
し
、
修
に
徹
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
こ

う
し
た
証
の
絶
対
的
先
行
性
に
ど
こ
ま
で
も
踏
み
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
修
と
証
と
の
間
に
介
在
す
る
絶

対
的
な
距
離
を
距
離
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
相
続
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
修
に
徹
す
る
こ
と
（
唯
修
）
が
、
逆
に
証
を
証
た
ら
し
め
る
（
唯
証
）

の
で
あ
る
。
証
を
図
ら
ざ
る
功
夫
が
証
の
お
の
ず
か
ら
な
る
開
演
を
実
現
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
「
不
染
汚
の
修
証
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
本
証
妙
修
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
修
に
於

、
、
、
、
、

け
る
証
の
内
在
的
超
越
と
い
う
事
態
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、

修
に
対
す
る
証
の
超
越
性
と
い
う
事
態
は
、
更
に
敷
桁
し
て
云
え
ば
、
本
証
の

自
同
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
自
ら
の
内
に
絶
対
的
自
己

同
一
と
し
て
静
止
凝
寂
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
或
る
根
源
的
な
は

た
ら
き
を
有
し
、
し
か
も
そ
の
は
た
ら
き
に
は
、
こ
れ
こ
そ
が
重
要
な
点
な
の

だ
が
、
妙
修
へ
と
自
発
自
展
し
て
ゆ
く
方
向
と
、
本
証
が
本
証
自
身
へ
と
遡
及

的
に
自
己
還
帰
し
、
自
ら
を
隠
蔽
し
て
ゆ
く
方
向
と
の
二
段
構
え
の
動
き
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

う
ち

妙
修
を
放
下
す
れ
ば
、
本
証
、
手
の
中
に
み
て
り
、
本
証
を
出
身
す
れ
ば
、

妙
修
、
通
身
に
お
こ
な
は
れ
る
。
（
『
辨
道
話
』
）

と
い
う
難
解
な
説
示
も
、
本
証
と
妙
修
と
が
そ
れ
ぞ
れ
親
密
一
如
で
あ
り
な
が

ら
も
同
時
に
各
々
独
立
自
全
た
る
消
息
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
証
の
自

己
展
開
に
他
な
ら
な
い
妙
修
か
ら
眼
を
転
じ
て
本
証
そ
れ
自
体
の
動
き
を
そ
の

自
性
に
即
し
て
看
る
な
ら
ば
、
「
本
証
、
手
の
中
に
み
て
り
」
、
つ
ま
り
本
証
は

本
証
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ず
に
、
自
体
清
浄
、
不
染
汚
の
ま
ま
自
ら
の
自
受
用

三
昧
・
自
受
法
楽
を
開
演
し
て
お
り
、
次
に
本
証
の
こ
の
自
同
性
の
動
き
か
ら

眼
を
転
じ
て
、
本
証
の
妙
修
へ
の
自
己
開
顕
に
注
目
す
る
と
、
本
証
は
「
図
ら
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れ
ざ
る
も
の
」
と
し
て
妙
修
の
中
に
身
を
隠
し
、
妙
修
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ

て
い
る
。
有
る
の
は
た
だ
妙
修
ば
か
り
、
「
妙
修
、
通
身
に
お
こ
な
は
れ
る
」

と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
証
は
妙
修
に
な
り
き
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
ら
を
閉
ざ
し
、
自
己
自
身
の
内
へ
と
遡

源
的
に
引
き
こ
も
る
の
で
あ
っ
て
、
本
証
と
は
そ
れ
自
体
、
ど
こ
ま
で
も
〃
絶

対
的
覆
蔵
態
″
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
「
本
証
妙
修
」
や
「
証
上
の
修
」
を
、
或
い
は
本
証
か
ら
の
催
し

と
し
て
、
或
い
は
本
証
の
自
己
展
開
と
し
て
繧
説
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
単
純

に
本
証
の
一
方
的
な
純
粋
活
動
だ
け
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
妙

修
へ
の
自
己
展
開
の
動
向
と
一
つ
に
、
本
証
の
本
証
自
身
へ
の
引
き
こ
も
り
が

、
、
、
、
、
、
、

同
時
的
な
仕
方
で
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
、
本
証
の
自
同
性
に
は
自
己
開
顕
と
自
己
隠
蔽
の
二
重
化
の
動
き
が
、
い

わ
ば
渦
動
旋
回
す
る
よ
う
な
仕
方
で
開
演
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本

証
の
遡
源
的
自
己
隠
蔽
の
動
き
こ
そ
が
証
を
〃
本
〃
証
た
ら
し
め
、
無
窮
な
る

も
の
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
受
用
三
昧
」
と
は
、
法
性

・
本
証
が
絶
え
ず
ソ
コ
か
ら
ソ
コ
ヘ
と
同
時
的
絶
対
現
在
の
場
で
繰
り
広
げ
る

秘
匿
的
自
己
顕
現
の
動
き
に
他
な
ら
な
い
・
本
証
は
自
ら
を
「
出
身
」
し
て
「
妙

、
、
、

修
、
通
身
に
お
こ
な
は
れ
る
」
べ
く
そ
こ
に
内
在
化
し
つ
つ
も
、
「
法
も
し
身

心
に
充
足
す
れ
ば
、
ひ
と
か
た
は
た
ら
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
」
（
『
現
成
公
案
』
巻
）

程
に
無
窮
な
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
隠
蔽
す
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も

、
、
、

超
越
的
で
あ
る
。

じ
じ
つ
道
元
は
、
こ
の
よ
う
な
法
性
・
本
証
の
超
越
性
、
つ
ま
り
絶
対
的
覆

蔵
性
を
は
っ
き
り
と
明
示
し
て
い
る
。

得
処
か
な
ら
ず
自
己
の
知
見
と
な
り
て
、
慮
知
に
し
ら
れ
ん
ず
る
と
な
ら

ふ
こ
と
な
か
れ
。
証
究
す
み
や
か
に
現
成
す
と
い
へ
ど
も
、
密
有
か
な
ら
ず

か
ひ
つ

し
も
見
成
に
あ
ら
ず
。
見
成
こ
れ
何
必
な
り
。
（
『
現
成
公
案
』
巻
）

至
愚
に
し
て
お
も
ふ
こ
と
な
か
れ
、
ゑ
づ
か
ら
に
具
足
す
る
法
は
、
ゑ
づ

い
ん
も

か
ら
か
な
ら
ず
し
る
べ
し
と
、
ゑ
る
く
し
と
。
億
座
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
自

ち
・

う

己
の
知
す
る
法
、
か
な
ら
ず
し
も
自
己
の
有
に
あ
ら
ず
。
自
己
の
有
、
か
な

ら
ず
し
も
自
己
の
み
る
と
こ
ろ
な
ら
ず
、
自
己
の
し
る
と
こ
ろ
な
ら
ず
。
し

か
あ
れ
ば
、
い
ま
の
知
見
思
量
分
に
あ
た
は
ざ
れ
ば
自
己
に
あ
る
べ
か
ら
ず
、

ぎ
じ
や
く

と
疑
著
す
る
こ
と
な
か
れ
。
（
『
授
記
』
巻
）

仏
法
は
、
人
の
知
る
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
こ
の
故
に
昔
し
よ
り
、
凡
夫
と

し
て
仏
法
を
悟
る
な
し
、
二
乗
と
し
て
仏
法
を
き
は
む
る
な
し
。
独
り
仏
に

さ
と
ら
る
る
故
に
、
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽
、
と
云
ふ
。

其
れ
を
き
は
め
悟
る
時
、
わ
れ
な
が
ら
も
、
か
ね
て
よ
り
、
悟
る
と
は
か
く

た
と

こ
そ
あ
ら
め
、
と
お
も
は
る
る
事
は
な
き
な
り
。
縦
ひ
お
ぽ
ゆ
れ
ど
も
、
そ

の
お
ぼ
ゆ
る
に
た
が
は
ぬ
悟
に
て
な
き
な
り
。

（
『
唯
仏
与
仏
』
巻
）

こ
の
最
後
の
段
は
、
や
は
り
『
現
成
公
案
』
の
巻
の
、

諸
仏
の
ま
さ
し
く
諸
仏
な
る
と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
覚
知
す
る
こ

と
を
も
ち
い
ず
。
し
か
あ
れ
ど
も
証
仏
な
り
、
仏
を
証
し
も
て
ゆ
く
。

と
い
う
言
葉
に
も
通
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
性
・
法
性
が
知
覚
の
能
知
所
知
を
絶
す
る
絶
対
の
隠
蔽
態

で
あ
る
と
い
う
消
息
を
陳
べ
た
個
処
は
枚
挙
に
暹
が
な
い
。
た
し
か
に
修
証
隔

別
に
見
る
待
悟
の
禅
法
を
否
定
排
撃
す
る
立
場
に
立
つ
以
上
、
修
と
証
と
の
間

に
は
両
者
を
隔
て
る
形
而
上
学
的
な
意
味
で
の
距
離
は
存
在
し
な
い
。
証
を
離

れ
て
修
な
く
、
修
を
離
れ
て
証
は
な
い
。
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に
ん
に
ん

こ
の
法
は
、
人
人
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま

’
し
ゆ

だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
。
（
「
辨
道

話
』
）

と
い
う
道
元
の
言
葉
も
、
一
見
す
る
と
修
証
を
両
段
に
み
る
〃
待
悟
″
の
禅
法

を
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
が
、
ま
さ
に
修
証
一
等
、
証
上
の
修
を
標

傍
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
克
明
に
読
め
ば
誰
に
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
同
時
に
こ
の
文
章
に
も
法
の
超
越
的
覆
蔵
性
が
「
証
上
の
修
」
の
推
称

の
か
げ
に
ひ
っ
そ
り
と
開
陳
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
修
証
が
一
如
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
も
は
や
証
を
待
つ
思
い

、
、
、
、

げ
ん
め
つ

無
く
修
が
修
に
徹
し
、
修
に
な
り
き
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
証
が
証
に
〃
還
滅
〃

す
る
、
す
な
わ
ち
証
が
証
で
あ
り
え
て
い
る
と
い
う
二
重
構
造
が
伏
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
修
と
証
は
ど
こ
ま
で
も
独
立
自
全
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
た
し
か
に
〃
不
可
分
〃
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
不
可
分

と
い
う
こ
と
が
同
時
に
〃
不
可
同
″
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的
区
別
が
厳
然
た

る
事
実
と
し
て
あ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
敷
術
し
て
云
え

も
よ
お
し

ば
、
修
は
本
証
か
ら
の
施
為
で
あ
り
「
悟
来
の
儀
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着

目
す
る
と
き
、
既
述
の
如
く
、
修
に
対
す
る
証
の
絶
対
的
先
行
性
は
紛
う
か
た

な
き
事
実
で
あ
っ
て
、
決
し
て
修
と
証
の
先
後
の
順
序
を
逆
に
す
る
こ
と
は
で

、
、
、
、

き
な
い
。
す
な
わ
ち
両
者
の
〃
不
可
同
〃
な
る
構
造
の
な
か
に
は
、
不
可
逆
的

な
関
係
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
「
修
証
不
二
」
な
ど
と
敢
え
て
言

う
必
要
も
な
い
程
に
修
に
徹
し
、
修
に
な
り
き
っ
た
そ
の
す
ぐ
裏
側
に
は
、
こ

れ
と
絶
対
に
不
可
逆
的
に
一
で
あ
る
仕
方
で
、
「
逆
対
応
的
」
に
本
証
の
本
証

、
、
、
、

自
身
に
於
け
る
本
証
自
身
の
自
受
用
三
昧
が
冥
々
裡
に
、
し
か
も
生
き
生
き
と

開
演
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
本
証
の
自
受
用
三
昧
の
上

に
只
管
打
坐
の
徹
底
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

み
ん
ぜ
つ

か
く
し
て
、
本
証
は
修
の
一
行
の
中
に
〃
浪
絶
〃
す
る
仕
方
で
内
在
化
し
つ

、

つ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
本
証
と
し
て
あ
り
続
け
る
べ
く
、
本
証

自
ら
に
〃
還
滅
″
し
、
修
に
於
け
る
絶
対
的
覆
蔵
態
と
し
て
自
ら
を
隠
蔽
す
る

ゆ
え
に
、
そ
れ
は
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
無
底
の
深
さ
を
湛
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
説
く
坐
禅
が
幽
遼
で
あ
る
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
道
元
は
彼
独
自
の
本
覚
門
的
修
証
観
か
ら
、
修
証

を
両
段
に
み
る
始
覚
門
的
待
悟
禅
を
徹
底
し
て
批
判
す
る
。
そ
の
批
判
の
的
と

だ
い
え
そ
う
こ
う

な
っ
た
の
は
大
慧
宗
杲
（
一
○
八
九
～
二
六
三
）
に
代
表
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ

る
宋
朝
禅
で
あ
っ
た
。
禅
宗
は
南
宋
（
二
二
七
）
以
後
、
禅
林
の
貴
族
化
、

官
僚
化
の
傾
向
が
進
承
、
宋
の
国
家
権
力
の
援
護
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
、
教
義

内
容
も
儒
・
仏
・
道
の
三
教
一
致
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
禅
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
正
伝
仏
法
の
純
粋
性
は
失
わ
れ
、
ま
す
ま
す
歪
曲
さ

れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
道
元
が
『
坐
禅
蔵
』
や
『
自
証
三
昧
』
、
「
説
心
説
性
』

を
中
心
と
す
る
各
巻
で
口
を
極
め
て
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
そ
の
顕
著
な

点
を
二
、
三
挙
げ
る
と
、
宋
朝
禅
の
特
色
は
、
ま
ず
第
一
に
、
「
不
立
文
字
、

か
ん
な

教
外
別
伝
」
を
標
傍
し
、
も
っ
ぱ
ら
古
則
公
案
の
工
夫
に
よ
る
看
話
見
性
を
重

視
す
る
待
悟
禅
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
自
証
自
悟
を
尊
重
す
る
余
り
、
参

師
聞
法
を
軽
ん
じ
る
傾
向
を
も
ち
、
し
か
も
大
悟
見
性
を
優
先
す
る
た
め
、
身

学
道
が
疎
か
に
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
そ
の
坐
禅
観
も
、

心
性
の
常
住
・
澄
湛
寂
静
な
る
こ
と
を
説
き
、
「
還
源
返
本
、
息
盧
凝
寂
、
胸

襟
無
事
」
を
極
則
と
す
る
も
の
で
積
極
性
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

五

六
九



要
す
る
に
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
生
活
実
践
の
現
場
で
不
断
に
実
修
し
て
ゆ
く
べ

き
坐
禅
弁
道
の
積
極
的
な
意
味
を
理
解
せ
ず
、
転
迷
開
悟
す
れ
ば
そ
れ
で
万
事

了
畢
せ
り
と
す
る
増
上
慢
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
道
元
に
し
て
み
れ
ば
そ
れ
は

正
伝
仏
法
を
汚
す
も
の
で
あ
り
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
し
る

べ
し
、
修
を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
仏
祖
し
き
り
に

修
行
の
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
」
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
釈
尊
以

来
嫡
々
相
承
さ
れ
て
き
た
「
正
法
眼
蔵
浬
藥
妙
心
」
を
決
し
て
汚
す
こ
と
な
く
、

不
断
に
仏
道
に
励
ん
で
ゆ
く
こ
と
こ
そ
道
元
の
信
条
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

そ
の
よ
う
な
彼
に
と
っ
て
、
看
話
禅
が
提
唱
す
る
「
見
性
」
は
最
も
疎
ま
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
は
っ
き
り
と
こ
う
断
言
し
て
い
る
。

仏
法
、
い
ま
だ
そ
の
要
、
見
性
に
あ
ら
ず
。
西
天
二
十
八
祖
・
七
仏
、
い

づ
れ
の
処
に
か
仏
法
の
、
た
だ
見
性
の
み
な
り
と
あ
る
。
（
『
四
禅
比
丘
』
巻
）

ど
ん

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
け
て
「
六
祖
壇
経
に
、
見
性
の
言
あ
り
、
か
の
書
、
こ
れ

偽
書
な
り
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
道
元
に
し
て
み
れ
ば
「
法
も
し
身
心

に
充
足
す
れ
ば
、
ひ
と
か
た
は
た
ら
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
」
（
「
現
成
公
案
』
巻
）
の

シ
フ
つ
つ

が
実
状
で
あ
る
の
に
、
と
か
く
「
見
性
」
に
現
を
抜
か
す
人
々
は
、
「
法
す
で

に
た
れ
り
」
と
思
い
込
み
、
即
心
即
仏
、
平
常
心
是
道
な
ど
と
鰯
い
て
障
ら
ず
、

ひ
い
て
は
修
行
の
無
用
を
も
標
傍
し
か
ね
な
い
増
上
慢
の
輩
で
あ
る
。
道
元
は

こ
う
し
た
立
場
を
「
帥
燃
州
践
」
と
看
倣
し
、
た
と
え
ば
『
身
心
学
道
』
の
巻

で
は
百
丈
懐
海
（
七
二
○
～
八
一
四
）
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
援
用
し
て
絶
賛

し
て
い
る
。

若
し
本
よ
り
清
浄
・
本
よ
り
解
脱
に
し
て
お
の
ず
か
ら
是
れ
仏
、
お
の
ず

か
ら
是
れ
禅
道
の
解
を
執
せ
ば
、
即
ち
自
然
外
道
に
属
す
。

、
、
、

要
す
る
に
、
彼
が
忌
象
嫌
う
と
こ
ろ
の
「
見
性
禅
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
本
覚
思

、想
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
本
覚
思
想
に
対
す

る
疑
念
は
、
既
に
彼
が
叡
山
参
学
中
に
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
宝
慶
記
』
に
よ
れ
ば
、
道
元
は
入
宋
後
し

ば
ら
く
し
て
師
の
如
浄
に
、
自
知
が
す
な
わ
ち
正
覚
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
問

い
詰
め
て
い
る
。
如
浄
は
道
元
の
真
筆
で
し
か
も
委
曲
を
尽
く
し
た
問
い
に
対

し
て
こ
う
答
え
て
い
る
。

若
シ
、
一
切
衆
生
本
ト
ョ
リ
是
レ
仏
ナ
リ
、
卜
言
ハ
バ
、
還
タ
自
然
外
道

ガ
ガ
シ
ョ

オ
モ

ニ
同
ジ
。
我
我
所
ヲ
以
テ
諸
仏
二
比
ス
、
未
得
ヲ
得
ト
謂
イ
、
未
証
ヲ
証
卜

謂
ウ
ヲ
免
ル
、
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
者
ナ
リ
。
（
原
漢
文
）

道
元
は
確
か
に
公
案
工
夫
に
よ
っ
て
見
性
を
期
待
す
る
始
覚
門
的
待
悟
禅
を
厳

し
く
批
判
す
る
が
、
公
案
集
、
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
三
百
則
を
自
ら
撰
し
、
ま

た
『
永
平
広
録
』
な
ど
道
元
自
ら
古
則
公
案
を
彼
独
自
の
視
座
か
ら
枯
弄
提
唱

し
た
記
録
が
あ
る
事
実
を
鑑
み
れ
ば
、
彼
の
批
判
の
矛
先
は
古
則
公
案
の
工
夫

・
拍
提
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
見
性
」
を
称
揚
す
る
始
覚
門
徒
が
、

、
、

本
覚
思
想
に
足
を
掬
わ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
も
こ
こ
で
特
に
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
謂
う
と
こ
ろ
の
「
看
話
禅
」

、
、

は
漸
悟
に
対
す
る
頓
悟
を
宣
揚
す
る
立
場
で
あ
り
、
悟
り
を
外
に
見
て
そ
れ
を

目
ざ
す
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
待
悟
」
の
姿
勢
を
徹
底
し
て
批
判
し
排
撃
す
る
立

場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
古
則
公
案
は
そ
の
い
ず
れ

、
、

、
、
、
、
、

も
が
、
悟
り
が
つ
ね
に
脚
下
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
絶
対
現
在
性
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
公
案
の
工
夫
も
証
悟
を
未
来
に
想
定
し
な
い
、

す
な
わ
ち
作
仏
を
図
ら
な
い
工
夫
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
殺
仏
殺
祖
」
と

い
う
表
詮
が
何
よ
り
も
そ
の
こ
と
を
証
拠
だ
て
て
い
よ
う
。
決
し
て
そ
れ
は
悟

七
○



り
を
未
来
に
期
待
す
る
と
い
っ
た
間
延
び
し
た
禅
法
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
古
則
公
案
の
説
示
す
る
と
こ
ろ
は
ま
さ
し
く
「
現
成
公
案
」
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
問
題
は
、
や
は
り
「
還
た
修
証
を

仮
る
や
」
と
い
う
六
祖
の
問
い
に
帰
着
す
る
。
つ
ま
り
道
元
が
口
を
極
め
て
批

判
し
た
の
は
、
看
話
見
性
を
旨
と
す
る
人
々
が
緑
に
坐
禅
弁
道
も
せ
ず
、
自
己

即
仏
と
い
う
一
知
半
解
の
観
念
悟
り
に
胡
座
を
か
き
、
悟
道
得
法
の
禅
者
よ
ろ

し
く
、
徒
に
払
拳
棒
喝
を
弄
す
「
野
狐
禅
」
の
増
上
慢
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

我
が
大
師
釈
尊
の
法
、
い
ま
だ
二
乗
・
外
道
等
の
野
狐
の
精
に
は
、
お
な

じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
秘
密
正
法
眼
蔵
』
所
収
「
心
不
可
得
」
巻
）

或
い
は
ま
た
、

つ
れ
び
ゃ
く
れ
き
た
だ
ち
に

無
孔
の
鉄
槌
亙
に
震
震
す
。
当
時
撃
破
す
野
狐
の
禅
。
（
「
永
平
広
録
』
第

四
・
二
九
八
）

と
い
う
言
葉
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

道
元
は
飽
く
ま
で
修
行
に
固
執
す
る
。

さ
と
り

‐
レ
ン
」
ぞ
、

や
む
る

学
道
の
人
、
若
し
悟
を
得
て
も
、
今
は
至
極
と
思
て
、
行
道
を
罷
こ
と
な

な
お

か
れ
。
道
は
無
窮
な
り
。
さ
と
り
て
も
、
猶
行
道
す
べ
し
。
（
『
正
法
眼
蔵
随

聞
記
』
長
円
寺
本
、
一
の
５
）

こ
の
『
随
聞
記
』
は
、
親
し
く
道
元
に
随
侍
し
、
後
に
永
平
二
世
を
嗣
い
だ
孤

え
じ
よ
う

雲
懐
弊
二
一
九
八
～
一
二
八
○
）
が
、
道
元
帰
朝
後
数
年
を
経
た
嘉
禎
年
間

（
一
二
三
五
～
一
二
三
八
）
に
、
山
城
深
草
の
興
聖
寺
で
弟
子
の
養
成
を
始
め

た
頃
の
道
元
の
折
り
折
り
の
説
示
を
書
き
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
初
の

弟
子
た
ち
は
、
懐
弊
を
初
め
、
そ
の
多
く
が
、
当
時
一
世
を
風
廃
し
て
い
た
日

本
達
磨
宗
出
身
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
大
日
房
能
忍
を
祖

と
す
る
日
本
達
磨
宗
は
、
叡
山
の
入
唐
求
法
の
祖
師
達
が
伝
え
た
初
期
禅
宗
の

語
録
に
基
づ
き
、
「
本
よ
り
煩
悩
無
く
、
元
よ
り
こ
れ
菩
提
な
り
」
（
出
典
は
圭

峯
宗
密
『
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
』
に
あ
る
二
祖
慧
可
の
言
葉
）
と
い

う
般
若
皆
空
の
立
場
に
立
脚
し
て
極
端
な
戒
律
否
定
と
修
行
の
無
用
を
宣
揚
す

る
宗
派
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
明
確
に
伝
え
る
文
献
と
し
て
、
栄
西
（
三
四
一

～
一
二
一
五
）
の
「
興
禅
護
国
論
』
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

詮
だ
り

間
う
て
曰
く
、
「
或
る
人
、
妄
に
禅
宗
を
称
し
て
名
づ
け
て
達
磨
宗
と
日

ふ
。
し
か
し
て
ゑ
づ
か
ら
云
く
、
行
無
く
修
無
し
、
本
よ
り
煩
悩
無
く
、
元

よ
り
こ
れ
菩
提
な
り
。
こ
の
故
に
事
戒
を
用
ひ
ず
、
事
行
を
用
ひ
ず
、
只
だ

ま
さ
え
ん
が

し
や
り
く
ち
よ
う
さ
い
せ
つ
じ
き

応
に
堰
臥
を
用
ふ
く
し
。
何
ぞ
念
仏
を
修
し
、
舎
利
を
供
し
、
長
斎
節
食
す

る
こ
と
を
労
せ
ん
や
、
と
云
云
と
。
こ
の
義
、
如
何
」
。

持
戒
を
重
視
す
る
栄
西
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
達
磨
宗
を
造
悪
無
腰
を
標
傍

す
る
空
見
の
徒
と
し
て
退
け
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
道
元
は
む
し

ろ
彼
ら
を
す
す
ん
で
包
容
し
、
ひ
た
す
ら
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
な
る
こ
と
を

説
き
、
坐
禅
弁
道
を
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
頓
悟
を
旨
と
す
る
看
話
禅
の
陥
り
や
す
い
更
に
も
う
一
つ
の
点
は
、

あ
ら
ゆ
る
事
象
が
「
正
覚
」
の
一
元
の
も
と
に
溌
無
さ
れ
、
そ
こ
に
帰
一
さ
れ

て
し
ま
う
か
の
如
き
念
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
を
含
む
一
切
の
現

象
が
「
正
覚
」
に
貫
か
れ
、
す
べ
て
が
「
覚
」
の
一
元
論
、
言
い
換
え
れ
ば
「
即

の
論
理
」
で
以
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
道
元
が
最
も
批
判
し

た
か
っ
た
の
は
こ
の
「
即
の
論
理
」
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に

彼
は
修
証
一
等
と
言
い
、
修
証
の
一
如
な
る
こ
と
を
説
く
が
、
既
に
述
べ
た
よ

う
に
、
そ
れ
は
単
に
修
と
証
が
一
致
融
合
し
、
悟
り
と
坐
禅
が
一
体
だ
な
ど
と
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※
道
元
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
左
記
の
も
の
に
依
っ
た
。

「
道
元
禅
師
全
集
』
全
七
巻
、
酒
井
得
元
・
鏡
島
元
隆
・
桜
井
秀
雄
監
修
、

春
秋
社
。

単
純
に
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
体
清
浄
な
る
仏
性
を
染
汚
せ
ざ

ら
し
め
ん
が
た
め
に
更
に
無
限
に
浄
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
道
元
の
仏
道
に
寄
せ

る
姿
勢
は
多
分
に
倫
理
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
裏
に
は
、
修

と
証
が
ど
こ
ま
で
も
「
逆
対
応
」
の
関
係
に
あ
っ
て
、
各
々
が
一
如
で
あ
り
な

が
ら
も
独
立
自
全
、
不
可
同
に
し
て
不
可
逆
で
あ
る
と
い
う
消
息
を
は
っ
き
り

と
看
て
取
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
道
元
の
修
証
観
の
特
色
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

八
参
考
文
献
Ｖ

『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』
西
有
穆
山
（
榑
林
皓
堂
編
）
、
大
法
輪
閣
。

『
正
法
眼
蔵
序
説
」
衞
藤
即
應
、
岩
波
書
店
。

『
道
元
禅
の
思
想
的
研
究
』
榑
林
皓
堂
編
、
春
秋
社
。

『
道
元
』
日
本
名
僧
論
集
第
八
巻
、
河
村
孝
道
・
石
川
力
山
編
、
吉
川
弘
文

館
0『

講
座
道
元
』
全
七
巻
、
鏡
島
元
隆
・
玉
城
康
四
郎
編
、
春
秋
社
。

「
道
元
禅
師
全
集
』
全
三
冊
、
大
久
保
道
舟
編
、
臨
川
書
店
。

（
関
西
大
学
教
授
）

七
二


