




33

阪
）
は
、
こ
の
た
び
同
寺
と
し
て
は
八
度
目
の
復
興
が
成
っ
た
。
伽
藍
の
復
興
は
、
も
と
よ
り
困
難
と
は
い
え
、
な
お
財
力
と
資
材
次
第

（
ワ
母
）

で
ど
う
に
か
な
る
。
真
に
求
め
ら
れ
る
の
は
「
人
間
」
の
復
興
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
な
、
四
天
王
寺
再
建
が
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
に

な
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
以
上
に
、
現
代
と
し
て
は
人
間
的
形
成
の
問
題
自
体
が
最
も
大
き
な
歴
史
的
現
実
的
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
し

ば
ら
く
、
そ
の
問
題
を
、
こ
の
大
乗
仏
教
経
典
の
一
つ
が
説
い
た
理
論
に
参
照
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

過
去
百
年
間
に
お
け
る
わ
が
国
、
仏
教
の
近
代
化
の
あ
ゆ
み
に
お
い
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
ひ
と
が
少
く
と
も
ふ
た
り
あ
る
。
ひ

と
り
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
う
ま
れ
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
死
ん
だ
村
上
專
精
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
り
は
天
保
十
三
年
（
一
八

四
二
）
に
う
ま
れ
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
没
し
た
石
川
舜
台
で
あ
る
。
村
上
は
明
治
二
十
三
年
、
四
十
才
の
と
ぎ
『
日
本
仏
教
一
貫

論
』
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た
同
年
東
京
帝
国
大
学
印
度
哲
学
科
講
師
と
な
っ
た
。
『
一
貫
論
』
は
、
の
ち
『
仏
教
統
一
論
』
（
大
綱
論
Ｉ

明
剖
、
原
理
論
ｌ
明
稲
、
仏
陀
論
ｌ
明
朗
、
実
践
論
’
昭
２
）
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
の
基
礎
で
、
は
じ
め
そ
の
範
囲
を
わ
が
国
の
仏
教
、

こ
と
に
鎌
倉
仏
教
に
か
ぎ
っ
た
も
の
が
、
の
ち
研
究
の
進
む
と
と
も
に
全
仏
教
へ
と
ひ
ろ
が
り
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
。
村
上
の
．
貫

、
、
、
、
、
、

」
と
か
「
統
ご
と
か
い
う
考
え
か
た
の
根
底
に
は
仏
教
の
近
代
化
へ
の
動
き
を
示
す
も
の
が
ハ
ッ
キ
リ
存
し
た
。
”
こ
れ
は
内
容
的
に
は

次
節
の
問
題
に
属
す
る
け
れ
ど
も
、
便
宜
こ
こ
で
説
明
す
る
と
、
同
一
仏
教
内
に
「
浄
土
宗
」
あ
り
「
浄
土
真
宗
」
あ
り
「
禅
宗
」
あ

り
、
あ
る
い
は
「
日
蓮
宗
」
が
あ
っ
て
、
相
互
に
張
り
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
各
宗
の
歴
史
的
由
来
を
た
ず
ね
る
と
、
み
な
こ

れ
同
一
釈
尊
の
仏
教
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
小
乗
」
「
大
乗
」
の
対
立
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
み
な
お
な
じ
仏
教
内
の
も
の
と
し
て

本
来
、
統
一
的
に
理
解
し
把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
仏
教
は
そ
の
本
来
性
に
お
い
て
ひ
と
つ
で
あ
る
。
村
上
は
そ
う
言
っ
た
の
で
あ

り
、
単
に
そ
う
言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
全
く
常
識
化
し
た
こ
の
こ
と
が
、
当
時
と
し
て
は
い
か
に
危
険
な
思
想
と
し

て
見
ら
れ
た
か
は
、
彼
が
『
統
一
論
』
第
一
編
の
「
大
綱
論
」
を
出
し
た
明
治
三
十
一
年
に
、
己
れ
が
所
属
す
る
真
宗
大
谷
派
本
山
の
忌

１
仏
教
近
代
化
と
人
間
性
へ
の
探
究
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諄
に
触
れ
た
か
ら
、
つ
い
に
自
ら
僧
籍
を
脱
し
て
難
を
免
れ
た
一
事
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
つ
ぎ
に
第
二
の
人
物
、
石
川

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は
慶
応
二
年
、
二
十
五
才
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
四
年
間
在
学
し
た
京
都
高
倉
学
寮
か
ら
郷
里
金
沢
に
帰
り
、
三

年
後
に
は
自
坊
に
慎
憲
塾
を
開
い
た
。
そ
し
て
明
治
五
年
、
大
谷
派
管
長
大
谷
光
螢
が
時
の
政
府
の
文
教
審
議
委
員
（
教
部
省
出
仕
）
で

上
京
す
る
の
に
随
行
し
、
今
後
の
教
学
は
東
京
に
そ
の
中
心
が
移
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
察
知
し
た
。
こ
れ
が
の
ち
に
真
宗
大
学
（
大
谷
大

学
の
前
身
）
が
明
治
三
十
四
’
四
十
四
年
の
前
後
十
一
年
間
、
東
京
巣
鴨
に
移
居
さ
れ
た
根
本
事
情
で
あ
る
。
同
じ
明
治
五
年
に
石
川

は
松
本
白
華
、
成
島
柳
北
等
と
共
に
大
谷
光
螢
に
随
い
、
欧
米
視
察
の
途
に
の
ぼ
り
翌
年
帰
朝
し
た
が
、
旅
行
先
の
フ
ラ
ン
ス
で
梵
文
経

典
を
見
て
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
研
究
は
原
文
研
究
に
よ
る
べ
き
こ
と
と
し
、
程
な
く
慎
憲
塾
生
の
笠
原
研
寿
（
当
時
型
才
）
と
本
願
寺
録

事
（
掌
儀
）
南
条
文
雄
（
当
時
〃
才
）
の
二
人
を
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
じ
つ
に
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
こ
と
で
あ

る
。
両
人
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
博
士
の
も
と
で
英
語
や
梵
語
を
学
習
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
笠
原
は
病
気

（
３
）

の
た
め
不
幸
、
中
途
で
帰
国
し
明
治
十
六
年
三
十
二
才
の
若
さ
で
没
し
た
。
た
だ
南
条
は
在
英
八
年
、
有
名
な
『
南
条
目
録
』
（
大
明
三

蔵
聖
教
目
録
）
な
る
偉
大
な
成
果
を
し
と
げ
て
帰
国
し
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
没
す
る
ま
で
、
生
涯
に
著
大
な
学
問
的
業
績
を
あ

（
β
詮
）

げ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
源
が
み
な
石
川
の
大
き
な
願
に
負
う
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
村
上
に
し
て
も
石
川
に
し
て
も
、
そ
の
他
、
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
’
一
九
○
三
）
は
じ
め
仏
教
近
代
化
の
線
に
う
か
び
あ
が
っ

て
く
る
ひ
と
び
と
の
動
き
の
背
景
に
は
、
や
は
り
日
本
民
族
自
体
の
近
代
的
社
会
的
変
革
の
あ
ゆ
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
制
度
的
に

示
す
も
の
は
、
明
治
五
年
頒
布
の
「
学
制
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
教
育
法
制
で
あ
っ
た
・
し
か
も
前
述
の
ご
と
く
、
こ
の
当
初
の
学
制
制

定
に
は
、
当
時
の
宗
教
人
、
教
団
人
自
体
が
参
画
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
由
来
、
義
務
教
育
は
国
民
の
文
教
度
推
進
の

た
め
近
代
国
家
が
き
そ
っ
て
実
施
し
て
き
た
方
策
で
あ
る
。
い
ま
や
わ
が
国
の
学
童
の
就
学
率
は
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
て
そ
の
率
は

世
界
最
高
で
あ
る
と
も
聞
く
。
し
か
し
、
就
学
率
の
高
さ
だ
け
で
た
だ
ち
に
民
度
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
が
あ
げ
ら
れ
た
と
す
る

こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
時
の
政
府
は
「
人
造
り
」
を
標
傍
し
、
そ
の
実
現
に
努
力
し
て
い
る
が
、
本
来
「
人
造
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仏
教
は
本
来
、
人
間
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
終
始
、
そ
れ
は
人
間
の
問
題
で
一
貫
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
な
、
現

に
、
そ
し
て
厳
密
に
そ
れ
で
も
っ
て
一
貫
さ
れ
、
充
実
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
忌
偉
な
く
言
っ
て
、
な
ぜ
現
情
と
し
て

そ
れ
が
現
代
人
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
仏
教
の
側
の
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を

学
ぼ
う
と
し
な
い
者
の
側
の
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
近
代
化
へ
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
も
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
や
は

り
そ
れ
を
普
遍
的
真
理
と
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
《
聖
徳
太
子
の
と
き
以
来
、
「
大
乗
」
（
冒
四
冨
蜀
目
）

の
仏
教
一
本
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
な
が
く
こ
れ
と
対
立
す
る
「
小
乗
」
（
言
ご
囚
冨
邑
“
）
を
も
っ
て
ほ
と
ん
ど
顧
み
る
に
あ
た
い
し
な

い
も
の
で
あ
る
か
の
ど
と
く
に
さ
え
取
扱
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
本
来
の
す
が
た
へ
も
ど
し
て
、
小
乗
に
は
小
乗
な
り
に
宗
教
的

意
義
が
あ
り
、
思
想
的
価
値
が
あ
る
と
し
た
の
が
明
治
仏
教
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
後
に
お
け
る
仏
教
研
究
の
た
し
か
な
あ
ゆ
み
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
「
阿
含
経
」
（
南
伝
で
は
ご
弄
署
四
）
は
明
治
以
前
の
仏
教
で
は
、
ほ
と
ん
ど
一
手
に
小
乗
仏
教
を
代
表
す
る
も
の
か

の
ど
と
く
考
え
ら
れ
も
し
、
扱
わ
れ
も
し
て
、
こ
れ
を
中
心
に
全
仏
教
を
反
省
し
て
み
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
皆
無
で
あ
っ
た
と
し
て
よ

り
」
は
国
家
百
年
の
大
計
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
人
造
り
」
の
基
底
は
、
や
は
り
国
民
道
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
道
徳

は
さ
ら
に
よ
り
ふ
か
い
普
遍
的
な
人
間
性
の
探
究
に
も
と
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
稿
で
問
題
に
す
る
「
勝
鬘
経
」

は
、
イ
ン
ド
で
の
そ
の
成
立
は
約
千
五
百
年
ま
え
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
所
論
の
奥
底
に
ひ
そ
め
た
も
の
に
は
、
あ

た
か
も
グ
プ
タ
王
朝
ａ
§
冨
身
冒
営
三
一
三
○
’
五
一
○
）
に
お
け
る
国
家
統
一
と
国
民
教
育
の
実
際
を
反
映
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
仏
教
の
宗
教
的
理
念
に
も
と
づ
け
ら
れ
た
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
の
人
間
像
舎
巨
日
四
国
丘
の
巴
）
に
は
、
現
代
の
合
理
的
人
間
の
概

念
に
対
し
て
は
、
一
見
、
大
き
な
へ
だ
た
り
を
も
つ
も
の
か
の
ど
と
く
お
も
わ
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
こ
そ
現
代
的
理
性
の
立
場
か
ら
は
、（

Ｆ
⑨
）

か
え
っ
て
謙
虚
に
し
た
が
い
見
る
べ
き
宗
教
的
普
遍
の
理
想
像
で
あ
り
、
人
間
的
形
成
へ
の
基
本
論
で
あ
る
と
称
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

２
根
本
仏
教
と
大
乗
仏
教

蕊
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い
。
そ
れ
が
明
治
仏
教
で
は
西
洋
学
も
し
く
は
世
界
学
の
広
い
視
野
に
ひ
き
立
て
ら
れ
つ
つ
次
第
に
正
当
な
歴
史
的
地
位
と
思
想
的
評
価

と
を
賦
与
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ぎ
の
村
上
の
ヨ
貫
論
』
や
『
統
一
論
』
で
は
、
未
だ
方
法
論
的
、
も
し
く
は
概
論
的
に
し
か

「
阿
含
」
部
の
こ
と
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
た
姉
崎
正
治
（
一
八
七
三
’
一
九
四
九
）
は
、
明
治
三
十
七
年
（
一

九
○
四
）
に
『
現
身
仏
と
法
身
仏
』
を
著
し
、
同
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
に
は
『
根
本
仏
教
』
を
出
す
に
い
た
っ
た
。
両
書
は
い
ず
れ
も

阿
含
部
と
こ
れ
に
対
応
す
る
南
伝
ニ
カ
ー
ャ
（
パ
ー
リ
語
文
）
と
の
対
比
と
綜
合
の
研
究
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
学
的
成
果
で
あ
っ
た
と
共

に
、
そ
こ
に
提
挙
さ
れ
た
「
根
本
仏
教
」
と
い
う
用
語
に
は
、
単
に
「
発
達
仏
教
」
に
対
し
た
と
き
の
「
原
始
仏
教
」
と
い
う
意
味
以
上

に
、
全
仏
教
を
み
ち
び
く
「
も
と
の
す
が
た
」
と
し
て
の
理
念
的
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
現
身
仏
」
と
し
て
の
釈
尊
と
と
も
に
久

遠
実
成
の
「
法
身
仏
」
を
考
え
た
か
ぎ
り
、
当
然
に
帰
結
さ
れ
て
く
る
思
想
的
立
場
で
も
あ
っ
た
。
村
上
を
つ
い
だ
宇
井
博
士
（
昭
和
胡

（
企
⑥
）

年
７
月
魁
日
逝
去
）
は
、
釈
尊
の
在
世
中
と
そ
の
滅
後
三
十
年
間
ほ
ど
の
あ
い
だ
は
仏
教
の
命
脈
が
純
正
に
保
た
れ
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
同

じ
く
こ
れ
を
「
根
本
仏
教
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
姉
崎
博
士
の
も
の
と
は
多
少
の
ち
が
い
を
も
つ
・
か
り
に
姉
崎
博
士
の
も
の
を
理
論
的
と

よ
べ
ば
、
宇
井
博
士
の
も
の
は
歴
史
的
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
宗
教
的
意
味
の
実
際
か
ら
す
れ
ば
、
理
論
に
か
た
よ
っ
て
も
な

ら
ず
、
歴
史
に
か
た
よ
っ
て
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
論
や
歴
史
は
人
間
の
知
識
、
す
な
わ
ち
理
性
的
判
断
に
属
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
宗
教
的
信
仰
は
知
識
を
超
え
た
知
識
、
つ
ま
り
智
慧
（
頁
且
園
自
画
）
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
「
大
乗
仏
教
」
と
「
根
本
仏
教
」
と
の
関
係
の
問
題
に
し
て
も
、
「
根
本
仏
教
」
か
ら
発
出
す
る
も
の
に
大
乗
仏
教
の
意
味
が
あ

り
、
「
大
乗
仏
教
」
の
淵
源
し
た
と
こ
ろ
に
根
本
仏
教
が
存
す
る
意
味
が
あ
る
。
大
乗
仏
教
は
、
直
接
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
は
「
大
乗

仏
教
」
の
名
に
負
う
「
経
典
」
の
形
式
を
と
っ
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
一
方
、
歴
史
的
所
産
で
あ
る
と
共
に
、
他

方
、
理
論
的
実
義
に
お
い
て
根
本
仏
教
と
離
れ
な
い
、
い
な
根
本
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
意
味
を
に
な
う
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
す
れ
ば
、

歴
史
的
に
「
原
始
仏
教
」
の
も
の
と
さ
れ
る
阿
含
経
（
ニ
カ
ー
ヤ
）
の
う
え
に
も
理
と
し
て
大
乗
仏
教
の
趣
意
が
う
か
が
え
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
・
で
こ
こ
に
も
主
題
た
る
「
勝
鬘
経
」
の
性
格
と
成
立
背
景
を
あ
ら
か
じ
め
な
が
め
て
お
こ
う
。
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勝
鬘
経
に
登
場
す
る
釈
尊
は
、
じ
つ
は
「
影
嶽
の
釈
迦
」
（
聖
徳
太
子
司
勝
鬘
疏
Ｌ
総
序
）
と
て
、
歴
史
的
実
在
の
シ
ャ
ヵ
ム
’
一
で
は
な

い
。
勝
鬘
夫
人
に
対
し
夫
人
の
両
親
（
〆
○
囲
置
国
王
野
陥
自
画
＆
と
そ
の
妃
富
里
匡
冨
）
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
「
信
書
」
が
縁
由
と
な

り
、
夫
人
に
よ
っ
て
感
見
さ
れ
た
仏
身
で
あ
る
。
こ
の
「
信
書
」
、
つ
ま
り
両
親
か
ら
の
「
遺
書
」
が
因
縁
で
夫
人
に
お
け
る
仏
身
の
感

、
、
、
、
、
、

得
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
義
の
秘
訣
を
さ
ぐ
る
意
味
で
重
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
経
本
文
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
信
書

を
奉
ず
る
使
者
が
「
内
人
」
の
「
術
陀
羅
」
（
茜
邑
冨
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
経
の
出
来
た
頃
の
王
宮
に
お
け
る
実
際
を

知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
ぶ
か
い
。
が
、
ま
た
「
勝
鬘
」
開
経
の
一
機
縁
と
し
て
こ
の
使
人
を
お
さ
え
た
所
に
は
経
原
作
者
の
す
る
ど

い
時
代
感
覚
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
さ
て
経
説
の
場
所
を
コ
ー
サ
ラ
（
言
の
里
巴
国
の
首
都
「
舎
衛
城
」
（
弩
働
く
煙
巽
閏
）
外
「
祇
園
精

舎
」
（
帝
冨
‐
ぐ
画
邑
？
急
富
国
）
と
し
、
そ
こ
か
ら
釈
尊
が
影
現
さ
れ
た
の
は
ア
ョ
ー
ジ
ャ
（
シ
昌
呂
彦
急
阿
蹄
闇
）
国
の
王
宮
内
で
あ
る

と
し
て
い
る
が
、
前
者
に
は
釈
尊
ご
在
世
の
と
き
の
ま
ま
を
現
わ
そ
う
と
し
、
後
者
に
は
反
対
に
勝
鬘
経
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
西
暦

四
世
紀
ご
ろ
の
同
地
方
に
お
け
る
仏
教
発
達
の
実
際
を
反
映
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ョ
ー
ジ
ャ
国
（
今
の
○
巨
含
市
辺

と
い
わ
れ
る
）
は
中
イ
ン
ド
の
古
国
で
、
古
代
文
明
の
一
大
中
心
地
と
し
て
繁
栄
を
極
め
た
こ
と
が
、
『
ラ
ー
マ
ー
ャ
ナ
』
（
宛
幽
冒
ご
四
国
四
）

に
も
見
え
る
が
、
仏
教
史
上
に
は
、
大
乗
・
小
乗
共
に
行
わ
れ
、
室
利
溌
多
・
無
著
・
世
親
等
の
大
乗
学
匠
が
出
た
土
地
と
し
て
有
名
で

あ
っ
て
（
西
域
記
、
第
五
参
照
）
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
教
学
的
発
達
と
教
会
史
的
発
展
と
の
結
合
や
結
実
が
勝
鬘
経
の
成
立
で
あ
っ
た
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
大
乗
経
典
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
歴
史
的
現
実
の
地
点
に
は
立
ち
な
が
ら
、
つ
ね
に
「
根
本
仏

教
」
を
志
向
す
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
現
に
、
勝
鬘
経
が
題
材
と
し
て
い
る
「
三
宝
」
に
し
て
も
「
四
謡
」
に
し
て

も
、
あ
る
い
は
「
仏
身
」
観
に
し
て
も
、
み
な
初
転
法
輪
（
最
初
説
法
）
と
の
縁
由
に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
も

、
、

、
、

と
も
と
釈
尊
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
「
四
大
霊
地
」
は
、
生
誕
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
（
Ｆ
色
目
三
日
）
、
成
道
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
（
国
巨
邑
ご
淫
冨
）
、

、
、
、

、
、

初
説
法
の
ム
リ
ガ
ダ
ー
ヴ
（
冨
侭
且
弩
四
鹿
野
苑
）
お
よ
び
入
滅
の
ク
シ
ナ
ガ
ラ
（
宍
易
言
侭
胃
巴
の
四
地
で
あ
る
。
こ
の
四
大
仏
事

を
か
ぞ
え
る
の
が
主
と
し
て
南
伝
仏
教
（
小
泉
）
で
あ
る
に
対
し
、
北
伝
仏
教
（
大
乗
）
で
は
他
に
四
事
を
く
わ
え
て
八
事
と
し
、
こ
れ
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を
「
八
相
成
道
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
新
た
に
く
わ
え
た
四
事
と
は
、
①
降
兜
率
（
下
天
）
、
②
托
胎
（
入
胎
）
、
③
途
城
（
出
家
）
、

④
降
魔
の
四
を
さ
し
、
さ
き
の
四
霊
場
を
背
景
と
す
る
四
事
は
、
こ
の
う
ち
托
胎
と
途
城
の
間
に
生
誕
（
降
誕
、
生
誕
ま
た
は
出
胎
）
の

一
事
を
は
さ
ん
で
他
の
三
事
は
降
魔
以
後
の
も
の
に
属
す
る
。
あ
る
い
は
八
事
の
う
ち
、
降
魔
を
や
め
て
住
胎
を
托
胎
の
つ
ぎ
に
か
ぞ
え

た
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
生
誕
前
後
、
ま
た
は
生
誕
以
前
を
さ
ら
に
細
か
に
見
た
と
こ
ろ
に
北
伝
の
か
ぞ
え
か
た
の
特
色
が

あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
南
伝
が
「
現
身
仏
」
（
釈
尊
）
本
位
で
あ
っ
た
に
対
し
、
北
伝
は
努
力
し
て
そ
の
現
身
仏
そ
の
も

の
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ｌ
つ
ま
り
、
現
身
仏
の
理
想
化
を
は
か
り
、
や
が
て
は
「
法
身
仏
」
の
観
念
に
達
す
べ
き
意
味

合
い
を
示
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
現
身
仏
（
釈
尊
）
と
法
身
仏
と
の
つ
な
が
り
と
分
れ
目
と
が
じ
つ
は
、
成
道

と
初
説
法
（
初
転
法
輪
）
と
の
間
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
成
道
」
の
釈
尊
は
、
理
と
し
て
は
「
法
身
」
ａ
昏
胃
冒
牢
穴
ご
巴

の
仏
た
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
測
っ
て
い
え
ば
、
生
誕
直
後
の
釈
尊
が
、
「
天
上
天
下
、
唯
我
独
尊
」
と
さ
け
ん
だ
と
い
う
こ
と

も
、
理
論
的
に
は
こ
の
法
身
、
ま
た
は
法
性
ａ
ご
門
日
胃
巴
の
自
覚
、
自
証
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
要
す
る
に
、
成
道
の
名
で

語
ら
る
べ
き
も
の
は
、
ま
さ
に
智
慧
（
貢
旦
ョ
ご
Ｐ
般
若
）
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
悪
魔
の
誘
惑
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た

は
自
ら
の
不
図
し
た
迷
い
（
不
説
法
の
決
意
）
を
超
え
て
「
初
説
法
」
に
ふ
み
切
ら
れ
た
こ
と
こ
そ
、
考
え
か
た
に
よ
っ
て
は
、
ポ
ダ
イ

樹
下
、
金
剛
宝
座
上
の
「
正
等
覚
」
成
就
以
上
に
重
要
な
こ
の
世
的
意
味
を
お
び
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
ま
さ
に
慈
悲

（
ヨ
巴
言
亀
巴
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
勝
鬘
経
は
、
経
典
と
し
て
の
文
学
的
構
成
の
う
え
で
「
初
転
法
輪
」
（
小
乗
）
へ
の
着
想

を
い
ち
じ
る
し
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
五
比
丘
を
対
告
衆
と
し
て
説
く
釈
尊
と
い
う
か
た
ち
（
初
転
法
輪
経
）
か
ら
、
む
し

ろ
対
告
衆
の
一
人
と
し
て
そ
の
如
実
説
法
へ
の
領
解
告
白
の
形
式
へ
の
転
換
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
主
題
が
四
聖
諦
で
あ
る
あ
た
り
、
大
乗
仏

教
の
立
場
に
は
あ
り
な
が
ら
題
材
を
「
小
乗
」
に
求
め
た
形
跡
の
顕
著
で
あ
る
の
が
「
勝
鬘
」
一
経
の
文
学
的
お
よ
び
思
想
的
特
色
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ま
し
て
勝
鬘
急
国
日
堅
巴
夫
人
そ
の
ひ
と
が
嫁
し
て
間
も
な
い
在
俗
の
信
者
、
う
ら
若
い
青
年
王
者
「
友
称
」

（
冨
詳
国
冨
再
ｅ
の
新
妻
で
あ
っ
た
と
い
う
所
に
は
、
か
ぎ
り
な
い
地
上
的
経
営
の
意
欲
が
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
諦

t
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１
大
乗
経
典
史
に
お
け
る
地
位

勝
鬘
経
、
具
に
「
勝
鬘
師
子
呪
一
乗
大
方
便
方
広
経
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
経
の
漢
訳
に
三
本
あ
る
う
ち
、
最
も
ひ
ろ
く
お
こ
な

わ
れ
た
第
二
訳
の
経
題
に
よ
る
も
の
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
は
《
腎
割
日
倒
面
‐
巴
ヨ
宮
‐
目
含
‐
の
ョ
目
．
で
あ
る
。
し
か
し
、
梵
本
は

い
ま
欠
け
て
存
し
な
い
。
他
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
（
蔵
名
《
与
四
‐
日
○
号
巴
‐
昌
昌
‐
四
の
①
苧
‐
照
冨
の
四
四
壱
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
チ
ベ

ッ
ト
で
も
こ
の
経
の
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
て
、
漢
訳
三
本
中
、
最
初
に
出
さ
れ
た
の
は
北
凉
、
曇
無
識
ｅ
冨
冒
“
国
富
四

三
八
五
’
四
三
三
、
中
印
の
人
ｙ
玄
始
元
年
造
画
中
国
に
来
る
）
訳
に
か
か
る
「
勝
鬘
師
子
呪
一
乗
大
方
便
経
」
、
ま
た
第
三
に
出
さ
れ
た
の
は

唐
、
菩
提
流
志
ａ
ｏ
号
言
。
》
北
印
の
人
、
永
平
元
年
ｇ
の
中
国
に
来
る
）
訳
に
か
か
る
「
勝
鬘
夫
人
会
」
で
、
こ
れ
は
「
大
宝
積
経
」
（
大
正
蔵

第
ｎ
巻
ｚ
＆
ご
所
収
）
の
第
四
十
八
会
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
第
二
訳
訳
者
は
劉
宋
、
求
那
践
陀
羅
ａ
匡
急
呂
昌
愚
三
九
四
’
四
六
八
、
中
印
の

に
有
作
・
有
量
・
有
辺
の
「
小
乗
」
（
阿
羅
漢
・
辞
支
仏
の
二
乗
）
の
そ
れ
と
、
無
作
・
無
量
・
無
辺
の
「
大
乗
」
（
ポ
サ
ッ
乗
、
仏
乗
）

の
そ
れ
と
を
分
け
、
あ
わ
せ
て
八
諦
（
八
聖
諦
）
と
す
る
と
共
に
、
無
作
の
一
滅
諦
こ
そ
究
寛
・
一
依
の
真
実
謡
で
あ
り
、
そ
れ
が
．

乗
」
（
①
言
怠
ご
画
）
の
原
理
、
ま
た
「
如
来
蔵
」
（
菌
讐
摺
四
画
‐
窪
ご
言
）
の
起
源
で
あ
る
と
す
る
勝
鬘
経
の
中
心
義
は
「
初
転
法

○

○

輪
」
の
大
乗
的
発
展
で
こ
そ
あ
る
と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
初
転
法
輪
は
、
ま
さ
に
恒
転
法
輪
と
し
て
の
も
の
に
転
成
し

得
た
の
で
あ
っ
た
。
「
大
乗
」
（
己
号
ご
凹
国
摩
訶
術
）
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
小
乗
に
対
す
る
と
い
う
だ
け
の
意
味
の
も
の
か

ら
、
こ
れ
を
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
一
切
を
つ
く
す
と
い
う
意
味
の
も
の
に
拡
充
さ
れ
た
。
歴
史
的
、
思
想
史
的
に
は
そ
う
い
う
「
拡
充
」

（
の
ご
‐
置
彊
の
日
①
三
）
の
意
味
の
も
の
が
、
理
論
的
ま
た
は
論
理
的
に
は
「
帰
還
」
ま
た
は
「
帰
元
」
の
実
際
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
大
乗

経
典
の
秘
義
が
存
し
よ
う
。
大
乗
が
大
乗
と
し
て
固
定
し
た
の
で
あ
っ
て
は
、
な
お
そ
の
相
対
化
で
あ
る
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
こ
れ
絶
対

の
一
乗
と
し
て
勝
鬘
経
が
標
傍
す
る
も
の
こ
そ
、
人
間
形
成
の
普
遍
的
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

二
勝
鬘
経
と
そ
の
研
究
の
歩
承
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人
、
元
嘉
十
二
年
宝
、
中
国
に
来
る
）
で
、
彼
が
中
国
に
来
た
翌
年
八
月
、
揚
州
で
業
を
終
え
た
も
の
で
大
正
蔵
は
第
岨
巻
ｚ
ｏ
鼬
認
の
所
収

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
こ
の
経
が
イ
ン
ド
で
は
中
部
・
北
部
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
そ
の
成
立
が
四
世
紀
後
半
ご
ろ
で
あ
っ
こ

と
が
推
知
さ
れ
る
。
分
量
的
に
は
漢
訳
本
が
い
ず
れ
も
一
巻
に
お
さ
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
決
し
て
長
部
の
も
の
で
は
な

い
。
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
は
前
来
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
大
乗
仏
教
の
教
理
的
発
展
の
極
を
示
す
趣
意
の
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
最
も
注
意
す
べ
く
、
ま
た
重
ん
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
現
に
イ
ン
ド
で
は
、
世
親
Ｑ
四
目
ｇ
己
言
五
世
紀
ご
ろ
）
が
す
で
に
こ
の
経
の
釈

論
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
諸
経
論
、
す
な
わ
ち
①
「
入
桜
伽
経
」
第
七
、
仏
性
品
、
②
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
第
五
、
③
「
仏
性
論
」

第
二
・
第
四
、
④
「
究
寛
一
乗
宝
性
論
」
第
二
、
⑤
「
大
乗
宝
要
義
論
」
第
六
、
⑤
「
大
乗
集
菩
薩
学
論
」
（
笥
三
昼
①
ぐ
四
あ
房
掛
‐

の
四
冒
巨
の
呈
四
）
第
四
、
護
持
正
法
戒
品
、
⑥
「
金
剛
仙
論
」
第
七
・
第
八
等
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
仏
書
が
、
五
世
紀
か
ら

八
・
九
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
ら
に
与
え
た
勝
鬘
経
の
影
響
の
す
こ
ぶ

る
大
き
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
勝
鬘
経
自
体
は
、
教
理
内
容
的
に
は
「
般
若
」
・
「
維
摩
」
・
「
法
華
」
、
も
く
は

「
華
厳
」
、
こ
と
に
「
浬
藥
」
・
「
深
密
」
の
諸
経
と
思
想
的
に
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
、
他
面
「
浄
土
」
系
統
の
諸
経
論
と
も
深

い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
経
の
教
理
思
想
史
的
解
明
の
た
め
に
は
、
将
来
一
層
た
ち
入
っ
た
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
い
ま
は
、
本
稿
そ
の
も
の
が
研
究
序
論
的
意
味
の
も
の
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
こ
こ
で
節
を
改
め
こ
の
経
に
対
す
る
中
国
お
よ
び
日

本
で
の
研
究
の
あ
と
を
か
え
り
み
、
つ
づ
い
て
の
経
の
思
想
的
特
色
の
考
察
へ
進
む
こ
と
の
準
備
と
し
た
い
。

２
中
国
・
日
本
に
お
け
る
研
究
略
史

イ
ン
ド
に
お
け
る
勝
鬘
経
の
成
立
を
、
前
述
の
よ
う
に
四
世
紀
後
半
ご
ろ
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ほ
ど
な
く
中
国
に
伝
わ
っ
て
以

後
、
漢
訳
勝
鬘
経
を
中
心
と
し
て
、
中
国
は
も
と
よ
り
朝
鮮
・
日
本
で
ひ
ろ
く
お
こ
な
わ
れ
た
現
在
に
至
る
ま
で
前
後
千
五
百
年
以
上
に

わ
た
っ
た
長
期
間
の
流
伝
中
、
こ
れ
が
東
洋
の
思
想
や
社
会
に
あ
た
え
た
影
響
は
、
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

ば
ら
く
こ
の
経
に
対
し
て
諸
家
が
作
っ
た
研
究
註
釈
書
の
類
を
な
が
め
て
、
そ
の
盛
況
を
推
測
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
中
国
で
は
、
ま
ず
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劉
宋
の
慧
観
（
’
四
五
三
）
が
「
勝
鬘
経
序
」
（
出
三
蔵
記
集
、
第
九
に
収
む
。
以
下
に
は
経
名
を
略
す
）
を
作
っ
て
お
り
、
つ
ぎ
に
道
依
（
ま

た
は
道
猷
）
が
「
注
解
」
五
巻
、
法
慈
が
「
要
解
」
二
巻
、
な
ら
び
に
「
序
」
（
出
三
蔵
記
集
、
第
九
に
収
む
）
を
作
り
、
ま
た
梁
の
慧
超
は

「
注
」
若
干
巻
、
僧
馥
は
「
注
」
二
巻
、
僧
轤
は
「
文
旨
」
、
法
珍
は
「
義
疏
」
、
法
瑳
は
「
注
」
、
慧
通
は
「
義
疏
」
両
林
法
師
は

「
疏
」
、
梁
の
武
帝
は
「
義
疏
」
を
各
若
干
巻
い
だ
す
等
、
す
こ
ぶ
る
さ
か
ん
で
あ
り
、
ま
た
曇
斌
・
慧
基
・
僧
宗
・
宝
亮
・
宝
誌
・
法

雲
（
光
宅
寺
、
四
六
七
’
五
一
一
九
）
・
法
進
等
は
み
な
こ
の
経
を
講
習
・
読
謂
し
て
お
り
（
以
上
南
地
）
、
さ
ら
に
北
地
で
は
、
道
弁
が
「
注
」
、

慧
光
が
「
注
釈
」
、
僧
範
が
「
疏
記
」
、
曇
延
お
よ
び
霊
祐
が
「
疏
」
を
各
若
千
巻
い
だ
し
、
ま
た
道
登
、
法
上
・
曇
遵
・
曇
術
等
、
み

な
こ
れ
を
講
習
・
読
謂
し
て
お
る
。
つ
づ
く
階
・
唐
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
、
慧
遠
（
五
二
三
’
五
九
二
）
は
「
義
記
」
三
巻
を
、
吉
蔵

（
五
四
九
’
六
二
三
）
は
「
宝
窟
」
三
巻
、
朝
鮮
の
元
暁
（
六
一
七
’
六
八
六
）
は
「
疏
」
二
巻
、
遁
倫
は
「
疏
」
二
巻
、
窺
基
（
六
三
二
’

六
八
二
）
は
「
述
記
」
二
巻
、
靖
遇
は
「
疏
」
一
巻
、
筆
法
師
は
「
義
記
」
一
巻
、
ま
た
明
空
は
「
私
紗
」
六
巻
を
成
す
等
、
そ
の
研

究
・
講
讃
、
ま
こ
と
に
盛
大
を
き
わ
め
て
い
た
。
こ
こ
に
列
挙
し
た
も
の
の
う
ち
、
最
後
の
唐
の
明
空
作
「
私
紗
」
が
、
わ
が
聖
徳
太
子

（
五
七
四
’
六
二
二
）
の
「
勝
鬘
経
義
疏
」
一
巻
に
対
す
る
末
註
で
あ
っ
た
以
外
は
、
み
な
直
接
漢
訳
勝
鬘
経
、
そ
れ
も
共
通
し
て
求
那
賊

陀
羅
（
劉
宋
）
訳
本
に
拠
る
研
究
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
遺
憾
な
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
す
で
に
失
せ
て
、
現
在
の
こ
っ
て

い
る
の
は
、
慧
遠
「
義
記
」
上
、
中
、
下
三
巻
の
う
ち
上
・
下
二
巻
と
吉
蔵
「
宝
窟
」
・
窺
基
「
述
記
」
の
ほ
か
は
、
明
空
の
（
太
子
疏
）

「
私
紗
」
だ
け
で
あ
る
。
他
に
、
敦
煙
出
土
に
か
か
る
①
北
魏
正
始
元
年
（
五
○
四
）
写
の
「
義
記
」
（
高
昌
）
、
②
同
延
昌
四
年
（
五
一
五
）

写
、
照
法
師
の
「
疏
」
、
③
「
挾
註
疏
」
の
各
一
巻
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
勝
鬘
研
究
の
ひ
ろ
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら

中
国
で
で
き
た
勝
鬘
経
に
対
す
る
諸
註
釈
書
の
う
ち
、
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
嘉
祥
大
師
吉
蔵
の
「
勝
鬘
宝
窟
」
（
大
正

蔵
、
訂
、
経
疏
部
五
、
Ｚ
。
、
葛
篭
）
で
あ
る
。
吉
蔵
は
「
宝
窟
」
の
総
序
で
、
「
此
の
経
は
言
約
に
し
て
義
富
み
、
事
遠
く
し
て
理
深
し
。

○
○
０
０
○

豈
た
だ
（
止
）
勝
鬘
の
一
経
の
み
な
ら
ん
や
、
乃
ち
総
じ
て
方
等
の
宗
要
な
り
・
余
、
翫
味
す
で
に
重
ね
、
錨
鎖
と
し
（
年
）
を
累
ぬ
。

古
今
を
捷
拾
し
、
経
論
を
捜
検
し
て
そ
の
文
玄
を
撰
び
、
勒
し
て
三
軸
と
成
す
。
若
し
少
し
も
聖
旨
に
参
ぜ
ば
、
則
ち
福
は
群
生
に
施
さ
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ん
。
如
し
そ
れ
差
あ
ら
ば
、
請
う
、
冥
に
加
授
し
た
ま
え
」
（
同
上
、
一
頁
）
と
の
べ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
彼
以
前
の
約
二
百
年
に
わ

た
っ
た
勝
鬘
研
究
を
総
決
算
す
る
意
気
込
み
で
か
か
っ
た
熱
意
あ
る
書
で
あ
る
。
自
身
は
三
論
の
宗
義
に
立
ち
い
わ
ゆ
る
八
不
中
道
を
主

と
し
た
か
ら
、
そ
の
否
定
の
論
法
に
よ
っ
て
前
来
の
諸
説
を
よ
く
批
判
す
る
と
共
に
、
ま
た
よ
く
そ
れ
ら
に
新
た
な
思
想
的
根
拠
を
与
え

○
０
０
Ｏ
○

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
疏
中
し
ば
し
ば
、
「
此
れ
一
句
の
経
な
り
と
錐
も
、
乃
ち
仏
法
の
大
事
な
り
。
心
を
留
め
ず
ん
ぱ
あ
る
べ
か

ら
ず
」
（
上
末
）
と
い
う
類
の
評
言
を
な
し
た
の
は
総
序
に
「
方
等
の
宗
要
」
と
言
っ
た
の
と
同
趣
意
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
「
勝
鬘

宗
」
と
い
う
一
宗
こ
そ
成
立
し
な
か
っ
た
が
、
後
述
す
る
ご
と
き
．
乗
」
や
「
如
来
蔵
」
の
教
理
思
想
は
、
た
だ
に
三
論
宗
ば
か
り
で

な
く
、
天
台
・
華
厳
・
真
言
・
浄
土
・
禅
等
、
大
乗
仏
教
の
各
宗
で
ふ
か
く
依
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
宝
窟
」
で
は
ま
た
浬
藥
・

法
華
・
維
摩
等
の
諸
経
が
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
関
連
的
引
証
の
そ
の
こ
と
自
体
、
大
乗
経
典
と
し
て
の
勝
鬘

経
に
普
遍
的
特
色
の
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
示
し
た
と
言
え
よ
う
。

転
じ
て
わ
が
国
に
お
け
る
勝
鬘
経
普
及
の
実
際
を
見
る
に
、
最
初
に
あ
ぐ
べ
き
は
聖
徳
太
子
に
よ
る
推
古
天
皇
の
御
前
に
お
け
る
こ
の

経
講
讃
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
皇
十
四
年
（
六
○
六
）
七
月
の
こ
と
で
、
つ
づ
い
て
太
子
は
法
華
経
を
も
講
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
一
途
に
勝
鬘
経
講
讃
の
成
果
既
に
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
幸
い
講
讃
の
あ
と
は
改
め
て
「
勝
鬘
経
義
疏
」

一
巻
の
製
作
と
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
現
代
に
ま
で
残
り
得
て
、
不
朽
の
光
輝
を
放
ち
つ
つ
あ
る
。
奈
良
時
代
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
中
国
に

も
た
ら
さ
れ
、
彼
土
の
学
僧
の
注
目
ま
で
浴
び
て
そ
の
末
註
の
で
き
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
鎌
倉
の
三
経
学

士
凝
然
（
三
一
四
○
’
一
三
一
二
）
が
す
で
に
大
部
の
「
勝
鬘
経
疏
詳
玄
記
」
十
八
巻
（
う
ち
初
五
巻
を
欠
く
）
な
る
末
註
を
著
わ
し
、
江
戸

時
代
の
普
寂
（
一
七
○
七
’
一
七
八
一
）
は
ま
た
、
主
と
し
て
「
宝
窟
」
と
太
子
「
勝
鬘
疏
」
と
の
対
比
に
お
い
て
「
顕
宗
紗
」
三
巻
を
著

わ
し
た
。
「
顕
宗
紗
」
に
は
、
①
慧
遠
の
疏
、
②
吉
蔵
の
疏
、
③
太
子
の
疏
の
「
三
家
の
判
ず
る
と
こ
ろ
、
各
、
理
あ
り
と
錐
も
、
上
宮

（
太
子
）
の
判
ず
る
と
こ
ろ
、
深
く
経
の
旨
を
得
た
り
」
と
し
て
、
特
に
太
子
疏
を
推
賞
し
て
い
る
が
、
ま
た
こ
の
疏
の
実
を
得
た
も
の

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
わ
が
国
で
は
太
子
勝
鬘
疏
を
中
心
に
、
各
時
代
に
わ
た
り
勝
鬘
経
が
研
究
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ





一＝ノ可宇一一言語-『_－－，．‐．．凹聴

一

44

よ
び
そ
の
教
理
的
特
色
の
二
三
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
文
学
的
構
成
勝
鬘
夫
人
ｌ
信
書
の
秘
蹟
１
１
仏
と
の
懇
遁

ま
ず
勝
鬘
経
の
形
態
的
特
質
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
経
は
唐
訳
が
「
勝
鬘
夫
人
会
」
と
題
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
確
な
よ
う

に
、
勝
鬘
夫
人
と
い
う
一
女
性
の
信
仰
告
白
、
ま
た
は
宗
教
的
絶
唱
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
仏
典
に
婦
人
の
登
場
す
る
こ
と
は
諸
長
老

尼
（
吾
の
国
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
に
決
し
て
類
例
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
経
の
よ
う
に
在
俗
の
婦
人
が
、
し
か

も
ワ
キ
役
で
も
端
役
で
も
な
く
、
れ
っ
き
と
し
た
主
人
公
（
シ
｝
乙
役
を
つ
と
め
て
現
わ
れ
た
経
典
は
、
大
小
乗
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
無

類
な
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
女
の
念
力
に
応
じ
て
「
影
脅
の
釈
迦
」
は
、
そ
の
姿
を
現
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
釈
尊
の
応
現
と
允

可
。
述
成
の
も
と
に
あ
っ
て
の
み
経
説
は
く
り
の
べ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
権
威
を
保
た
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
「
勝
鬘
師
子
呪
」
と
題
す
る

意
味
は
、
ど
こ
ま
で
も
勝
鬘
夫
人
の
実
説
で
あ
る
と
す
る
所
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
経
初
に
、
夫
人
の
両
親
が
彼
女
に
信
書
を
遣
わ
し
た
こ

と
が
動
機
と
も
機
縁
と
も
な
っ
て
、
こ
の
経
の
世
界
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
信
書
の
も
つ
宗
教
的
生
活
的
秘
義

を
開
示
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
点
で
も
こ
の
経
の
文
学
的
特
色
と
共
に
実
存
哲
学
的
な
密
意
が
う
か
が
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と

に
、
人
間
が
如
来
に
避
遁
す
る
（
出
会
う
）
こ
と
こ
そ
信
仏
・
見
仏
・
歎
仏
の
大
因
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勝
鬘
経
の
全
十
四
段
、
す

な
わ
ち
①
歎
仏
真
実
功
徳
、
②
十
大
受
、
③
三
大
願
、
④
摂
受
正
法
、
⑤
一
乗
、
⑥
無
辺
聖
諦
、
⑦
如
来
蔵
、
⑧
法
身
、
⑨
空
義
隠
覆
、

⑳
一
諦
、
⑪
一
依
、
⑫
顛
倒
真
実
、
⑬
自
性
清
浄
、
⑭
真
子
の
各
章
は
、
教
理
思
想
的
に
は
発
達
し
た
大
乗
仏
教
の
深
義
を
盛
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
形
式
上
は
一
個
の
人
間
が
宗
教
的
自
覚
を
得
、
且
こ
れ
を
進
め
て
い
く
経
路
を
心
理
的
、
社
会
的
と
同
時
に
、
最
も
理
論
的

に
叙
述
し
た
す
ぐ
れ
た
宗
教
文
学
の
書
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
現
代
的
思
惟
に
も
十
分
た
え
得
る
哲
学
の
書
で
あ
る
と
評
し
た
い
。
’

２
教
理
思
想
一
乗
（
の
冨
急
国
“
）
の
道
と
徳
１
１
如
来
蔵
言
夢
侭
蝕
冨
‐
彊
吾
宮
）
の
理
説

『
国
訳
一
切
経
』
中
で
勝
鬘
経
を
国
語
に
訳
さ
れ
た
蓮
沢
成
淳
氏
は
、
そ
れ
に
付
し
た
経
「
解
題
」
に
お
い
て
、
同
経
の
歴
史
的
地
位
に
関

、
、
、
、

、
、

し
、
「
係
っ
て
思
ふ
に
、
本
経
の
如
き
は
、
所
謂
小
乗
に
対
す
る
大
乗
運
動
が
、
再
転
し
て
大
小
二
乗
の
相
即
相
入
を
認
む
る
大
理
想
を
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同
時
に
、
勝
鬘
経
の
特
色
は
、
か
え
っ
て
こ
の
最
後
の
実
修
面
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
経
は
右
に
つ
づ

く
最
後
の
一
章
を
「
真
子
」
、
す
な
わ
ち
如
実
な
る
一
乗
道
の
行
人
の
名
で
標
し
て
お
り
、
太
子
疏
は
、
こ
れ
を
「
御
乗
の
人
」
を
明
か
す

一
段
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
辺
は
、
日
中
国
慧
遠
の
科
段
が
（
慧
遠
は
一
経
十
五
章
と
し
た
）
、
前
十
四
を
「
自
利
の
行
」
、
後
一

（
太
子
疏
で
は
流
通
段
に
当
る
）
を
「
利
他
の
行
」
と
し
、
そ
の
「
自
利
」
十
四
の
う
ち
前
十
三
は
．
乗
の
体
」
を
顕
わ
し
、
第
十
四

（
真
子
）
章
は
「
信
順
の
益
」
を
示
す
と
し
た
こ
と
や
、
㈲
同
じ
く
吉
蔵
の
科
段
が
（
吉
蔵
は
一
経
十
六
名
あ
る
う
ち
、
前
十
五
に
つ
い

て
の
み
章
段
を
分
つ
く
し
と
す
る
）
、
前
十
三
章
を
「
正
説
法
」
、
後
二
章
を
「
勧
信
護
法
」
と
し
、
そ
の
前
十
三
中
、
初
三
（
太
子
疏

の
明
乗
体
中
の
自
分
行
に
当
る
）
は
「
起
説
の
方
便
」
、
後
十
（
太
子
疏
の
明
乗
体
中
の
他
分
行
と
明
乗
境
の
全
体
に
当
る
）
は
「
正

説
」
と
し
て
、
真
子
章
を
「
勧
信
護
法
」
中
に
入
れ
た
の
に
比
し
、
い
か
に
太
子
の
疏
に
お
け
る
科
段
が
明
快
、
且
実
際
的
で
あ
る
か
が

ハ
ツ
キ
リ
す
る
の
で
あ
る
。
教
理
思
想
の
中
心
は
、
有
作
・
有
量
（
有
限
）
の
四
諦
と
無
作
・
無
量
（
無
限
）
の
四
諦
に
共
通
す
る
「
減
」

（
己
【
忌
浸
浬
藥
）
の
一
諦
こ
そ
．
乗
」
道
に
ほ
か
な
ら
ず
、
阿
羅
漢
（
声
聞
）
・
辞
支
仏
（
縁
覚
、
独
覚
）
の
二
乗
も
大
力
の
ボ

サ
ッ
（
大
乗
）
も
（
以
上
出
世
間
）
人
・
天
二
乗
の
世
間
も
、
帰
依
仏
の
一
行
を
介
し
て
入
法
界
し
、
法
身
の
実
徳
を
証
示
す
る
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
い
わ
ば
仏
の
真
実
が
衆
生
（
人
間
）
の
真
根
底
た
る
べ
き
趣
意
の
表
明
と
し
て
の
「
如
来
蔵
」
（
菌
吾
倒
彊
冨
‐
寝
ご
言
）

の
理
説
こ
そ
が
こ
の
経
最
大
の
思
想
的
特
色
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

３
宗
教
的
実
修
摂
受
正
法
ｌ
人
間
的
形
成

勝
鬘
経
は
、
教
理
思
想
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
一
個
の
級
密
な
、
し
か
も
最
高
度
に
発
展
し
た
と
称
す
べ
き
「
大
乗
仏
教
概
論
」
の
書

で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
単
な
る
教
理
的
級
密
や
概
念
的
発
達
と
い
う
以
上
に
、
宗
教
的
実
修
の
精
神
が
真
根
底
に
な
っ
て
い
る
ｐ

い
ず
れ
の
仏
典
に
も
ま
し
て
勝
鬘
経
が
全
巻
に
横
溢
さ
せ
た
の
は
、
「
生
死
」
と
「
煩
悩
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
真
剣
な
と
り
く
み
の
あ

と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
ら
か
ら
の
あ
ぶ
な
げ
な
い
理
性
的
脱
却
の
表
明
で
あ
り
、
さ
ら
に
真
に
宗
教
的
風
光
に
接
し
得
た
も
の
の
み
の

示
す
清
純
に
し
て
気
高
い
実
践
へ
の
意
志
力
で
あ
る
。
さ
き
に
遣
害
の
秘
蹟
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、
宗
教
的
信
仰
の
実
際
か
ら
い
え
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え
る
が
、
究
寛
は
一
滅
諦
に
あ
る
。
浬
藥
地
は
第
一
蘇
息
処
で
、
そ
こ
で
は
生
死
の
恐
怖
を
離
れ
、
生
死
の
苦
を
受
け
な
い
。
つ
づ
い
て

経
に
は
「
声
聞
・
縁
覚
乗
、
皆
入
大
乗
。
大
乗
者
、
即
是
仏
乗
。
是
故
、
三
乗
即
是
一
乗
。
得
一
乗
者
、
得
阿
縛
多
羅
三
競
三
菩
提
。
阿

褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
者
、
即
是
浬
藥
界
。
浬
藥
界
者
、
即
晶
如
来
法
身
」
（
一
乗
章
第
五
）
と
言
い
、
究
寛
の
法
身
を
得
る
こ
と
が
究
寛

の
一
乗
た
る
も
の
で
、
「
異
の
如
来
な
く
、
異
の
法
身
な
し
、
如
来
即
ち
こ
れ
法
身
。
…
究
寛
と
は
、
即
ち
こ
れ
無
辺
。
不
断
な
り
」

（
同
上
）
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
‐
そ
の
如
来
が
尽
未
来
際
、
存
す
る
理
で
あ
れ
ば
、
「
大
悲
も
亦
、
限
斉
あ
る
こ
と
な
く
世
間
を

安
慰
し
た
ま
う
」
（
同
上
）
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
如
来
（
菌
昏
倒
程
冨
）
の
意
味
で
あ
る
。
世
間
に
と
っ
て
常
住
の
帰
依
た
る
こ
と
が
仏

・
如
来
の
実
義
で
あ
る
。
法
た
る
一
乗
道
と
僧
た
る
二
一
乗
衆
と
は
、
仏
・
如
来
か
ら
発
生
し
流
露
し
た
も
の
と
し
て
究
寛
の
帰
依
た
る
も

の
で
な
い
、
少
分
の
帰
依
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
衆
生
を
調
伏
し
次
第
に
帰
依
仏
の
一
法
に
開
導
・
誘
引
し
て
い
く
こ
と
が
、
ま

さ
に
「
師
子
呪
」
の
正
義
で
あ
る
と
い
う
（
以
上
、
一
乗
章
第
五
の
趣
意
）
。
以
下
、
経
は
、
そ
う
し
た
如
来
の
功
徳
界
に
衆
生
を
帰
入
さ

せ
る
為
の
善
行
の
観
念
実
修
に
つ
い
て
内
容
的
に
詳
論
、
細
説
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
意
は
、
聖
徳
太
子
が
『
勝
鬘
疏
』
に
お
い

て
、
「
行
善
の
義
、
も
と
（
本
）
帰
依
に
あ
り
」
と
表
明
さ
れ
た
こ
と
に
尽
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
の
四
聖
諦
は
、
甚
深
の
義
を
説

く
も
の
で
、
「
微
細
、
難
知
、
非
思
量
境
界
。
是
智
者
所
知
、
一
切
世
間
所
不
能
信
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
「
甚
深
如
来
之
蔵
」
を
説
く

も
の
と
す
る
。
こ
の
如
来
蔵
処
に
お
い
て
聖
諦
の
義
を
説
く
の
で
あ
る
（
以
上
、
無
辺
聖
諦
章
第
六
）
。
こ
の
如
来
蔵
は
煩
悩
蔵
を
離
れ
な

い
。
そ
れ
で
い
て
煩
悩
に
染
せ
ら
れ
ず
、
自
性
清
浄
で
あ
る
。
故
に
、
衆
生
の
、
仏
語
を
信
じ
て
、
常
・
楽
・
我
・
浄
の
想
を
起
す
の
は

顛
倒
で
は
な
く
、
ま
さ
に
正
見
で
あ
る
。
こ
の
常
・
楽
・
我
・
浄
の
四
波
羅
蜜
以
外
に
如
来
法
身
は
な
く
、
こ
の
仏
法
身
に
か
か
る
正
見

を
な
し
得
た
も
の
こ
そ
「
仏
の
宣
く
子
」
、
す
な
わ
ち
ま
た
、
真
の
仏
子
で
あ
る
（
以
上
一
諦
章
第
十
）
。
勝
鬘
経
は
こ
の
よ
う
に
、
人
間

（
衆
生
）
に
お
け
る
超
人
間
的
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
如
来
蔵
（
仏
性
）
の
普
遍
的
存
在
を
説
き
、
そ
れ
が
煩
悩
に
ま
と
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
染
せ
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
煩
悩
を
縁
じ
て
菩
提
（
言
・
冨
覚
）
を
成
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
が
真
に
あ
る
べ
き

其
の
す
が
た
に
ま
で
形
成
さ
れ
て
い
く
次
第
を
、
「
生
死
は
如
来
蔵
に
依
る
」
と
も
、
「
如
来
蔵
あ
る
が
故
に
、
生
死
を
説
く
」
と
も
、
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げ
ふ
ぐ

「
生
と
死
と
、
こ
の
二
法
は
、
こ
れ
如
来
蔵
な
り
」
と
も
称
し
、
ま
た
「
も
し
如
来
蔵
な
く
ば
、
苦
を
厭
い
、
浬
藥
を
楽
求
す
る
こ
と
を

得
ざ
ら
ん
」
（
以
上
、
各
、
顛
倒
真
実
章
第
士
一
）
と
極
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
宗
教
的
実
修
の
究
極
が
、
如
来
と
一
枚
に
な
り
切

っ
た
人
間
の
正
見
・
正
思
惟
、
乃
至
、
正
念
・
正
定
の
道
法
で
あ
り
、
禅
も
念
仏
も
一
途
に
か
か
る
帰
依
仏
の
大
根
本
か
ら
開
導
し
啓
示

さ
れ
て
く
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
仏
教
の
近
代
化
か
ら
説
き
お
こ
し
、
近
代
学
が
明
ら
か
に
し
た
仏
教
的
教
説
の
帰
趨
と
し
て
、
「
大
乗
」
（
日
号
ご
習
巴
と

い
う
そ
の
発
展
の
方
向
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
内
実
に
は
つ
ね
に
か
わ
ら
な
い
「
根
本
仏
教
」
（
昌
巳
四
宮
屋
宮
門
目
四
）
の
理
法
が
ひ
そ

ん
で
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
．
乗
」
（
①
冨
鼠
国
四
基
な
る
こ
と
こ
そ
が
、
全
仏
教
の
根
本
理
念
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
真
理
の
実
証
に

た
ち
、
そ
の
趣
意
を
大
乗
仏
教
経
典
と
し
て
は
般
若
・
維
摩
・
法
華
・
華
厳
・
浄
土
の
諸
経
以
下
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
的
趣
向
と
構

想
の
う
え
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
と
す
る
と
共
に
、
と
り
わ
け
や
や
お
く
れ
て
出
た
浬
藥
経
一
連
の
諸
経
中
、
「
勝
鬘
」
の
国
昌
堅
巴

の
一
経
が
「
根
本
仏
教
」
に
対
応
す
る
意
味
を
最
も
明
確
に
す
る
も
の
と
し
て
、
一
方
で
は
こ
の
経
の
成
立
と
そ
れ
以
後
の
研
究
の
あ
ゆ

み
を
た
ど
り
、
他
方
で
は
こ
の
経
の
構
成
や
そ
の
思
想
的
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
、
と
く
に
そ
の
宗
教
的
意
味
や
現
代
的
視
点
か
ら
す
る

中
心
問
題
の
押
え
か
た
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
試
論
を
か
さ
ね
て
き
た
。
興
味
あ
る
こ
と
は
、
研
究
史
の
面
で
は
イ
ン
ド
な
ら
び
に
中
国
で

は
、
勝
鬘
経
の
包
蔵
す
る
教
理
思
想
と
し
て
の
「
如
来
蔵
」
（
言
芸
凋
四
画
‐
淫
３
富
）
に
関
す
る
理
説
が
主
と
な
っ
て
こ
の
経
の
研
究

解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
た
に
対
し
、
日
本
で
は
聖
徳
太
子
の
こ
の
経
受
容
Ｉ
講
讃
と
製
疏
以
来
、
勝
鬘
夫
人
の
宗
教
的
人
格
を
中
心
と
す

る
理
解
が
勝
鬘
学
の
伝
統
的
特
質
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
仏
教
の
宗
教
的
伝
統
の
事
実
で
あ
る
と
共
に
、
日
本
人
と

し
て
最
も
大
き
な
よ
ろ
こ
び
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
研
究
上
の
実
際
と
し
て
は
、
直
接
聖
徳
太
子
の
『
勝
鬘
経
義
疏
』

四
む
す
び

ｌ
大
乗
的
教
育
と
仏
教
道
徳
Ｉ
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に
就
く
の
が
、
右
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
よ
り
便
宜
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
適
切
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ま
ず
一
般
論
と
し
て

「
勝
鬘
経
」
の
歴
史
的
地
位
を
さ
だ
め
、
そ
の
思
想
的
特
質
を
明
確
に
し
た
あ
と
で
、
太
子
三
経
義
疏
の
随
一
と
し
て
の
『
勝
鬘
疏
』
に

向
う
べ
き
も
の
と
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
太
子
『
勝
鬘
疏
』
自
体
が
、
「
経
と
は
、
法
と
訓
じ
常
と
訓
ず
。
①
聖
人

○
．

○

の
教
は
、
復
た
時
移
り
俗
を
か
（
易
）
う
と
錐
も
、
其
の
是
非
を
改
め
ざ
る
が
故
に
常
と
云
い
、
、
②
亦
、
物
の
軌
則
と
為
る
が
故
に
法

と
称
す
」
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
仏
典
の
普
遍
的
性
格
は
、
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
ひ
と
し
く
実
証
さ
れ
て
い
く
た
だ
ひ
と
つ
の
宗

教
的
真
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
勝
鬘
研
究
家
が
指
摘
を
な
お
ざ
り
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

、
、
、
、
、

た
だ
わ
が
太
子
が
「
終
に
は
則
ち
影
脅
の
釈
迦
と
共
に
摩
訶
柄
の
道
を
弘
む
」
（
総
序
）
と
て
見
の
が
さ
れ
な
か
っ
た
大
乗
実
道
普
及
の

経
意
を
、
勝
鬘
経
の
終
結
段
に
見
い
だ
し
、
返
照
し
て
一
経
の
真
義
を
領
得
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
考
え

る
。
影
脅
の
釈
尊
の
還
帰
後
、
ア
ョ
ー
ジ
ャ
（
少
言
・
酋
意
）
の
王
宮
内
に
お
い
て
新
夫
人
と
新
王
と
の
間
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
、
「
わ

れ
、
大
乗
の
趣
意
に
お
い
て
七
才
以
上
の
女
児
を
教
育
せ
ん
」
Ｉ
「
わ
れ
も
亦
、
大
乗
の
趣
意
に
お
い
て
七
才
以
上
の
男
児
を
教
育
せ

ん
」
と
の
誓
い
は
、
遠
く
現
代
に
ま
で
響
き
つ
た
わ
る
教
育
立
国
の
高
鳴
り
で
あ
る
。
「
挙
国
人
民
、
皆
向
大
乗
」
（
流
通
説
）
の
一
段

こ
そ
、
勝
鬘
経
の
全
趣
意
を
的
示
す
る
も
の
と
し
て
よ
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
お
も
う
に
、
勝
鬘
夫
人
が
「
自
分
行
」
と
し
て
釈
尊
の
前
に

表
明
さ
れ
た
十
大
受
と
三
大
願
は
、
こ
れ
を
内
容
的
に
見
る
と
き
、
①
於
所
受
戒
、
不
起
犯
心
、
②
於
諸
尊
・
長
、
不
起
慢
心
、
③
於
諸

衆
生
、
不
起
悪
心
、
④
於
他
身
色
及
外
衆
具
、
不
起
嫉
心
、
⑤
於
内
外
法
、
不
起
樫
心
、
⑥
不
自
為
己
、
受
蓄
財
物
。
凡
有
所
受
、
悉
為

成
熟
貧
苦
衆
生
、
⑦
不
自
為
己
、
行
四
摂
法
。
為
一
切
衆
生
故
。
以
無
愛
染
心
・
無
厭
足
心
・
無
呈
擬
心
、
摂
受
正
法
、
③
若
見
孤
・

独
、
幽
・
鑿
、
疾
・
病
、
種
種
厄
・
難
、
困
・
苦
衆
生
、
終
不
暫
捨
、
必
欲
安
隠
、
以
義
饒
益
、
令
脱
衆
苦
、
然
後
乃
捨
、
⑨
若
見
捕
・

養
衆
悪
律
儀
、
乃
諸
犯
戒
、
終
不
棄
捨
。
我
得
力
時
、
於
彼
彼
処
、
見
此
衆
生
、
応
折
伏
者
、
而
折
伏
之
、
応
摂
受
者
、
而
摂
受
之
、

⑩
摂
受
正
法
、
終
不
忘
失
（
以
上
十
大
受
）
と
し
て
、
個
人
的
道
徳
と
社
会
的
道
徳
と
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
摂
受
正

法
」
の
一
宗
教
的
実
修
に
帰
着
さ
せ
て
お
る
の
で
あ
り
、
ま
た
①
以
此
善
根
、
於
一
切
生
、
得
正
法
智
、
②
我
得
正
法
智
已
、
以
無
厭
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心
、
為
衆
生
説
、
③
我
於
摂
受
正
法
、
捨
身
・
命
・
財
、
護
持
正
法
（
以
上
三
大
願
）
と
し
て
、
「
正
法
」
誘
四
＆
冨
禺
目
色
）
の
智
を

得
る
と
こ
れ
を
護
持
す
る
と
を
生
活
の
全
目
標
と
す
る
と
い
う
に
は
、
仏
教
に
よ
る
道
徳
実
践
の
真
内
容
が
的
示
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
勝
鬘
経
は
、
方
法
と
し
て
は
大
乗
的
教
育
を
受
け
さ
せ
、
内
容
と
し
て
は
仏
教
道
徳
を
修
得
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
具
体
的
人
間
と
し
て
の
国
民
を
、
真
に
世
界
的
普
遍
性
あ
る
も
の
に
ま
で
形
成
し
よ
う
と
し
た
極
め
て
宗
教
的
目
的
の
明
確

な
理
論
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
理
論
の
具
体
的
実
践
こ
そ
が
、
現
代
人
に
対
し
最
も
大
き
く
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
そ

の
も
の
な
の
で
あ
る
。

⑥ ⑤④③ ②

註
“

①
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
可
哲
学
史
学
篇
」
３
（
一
九
五
五
）
「
同
Ｌ
５
（
一
九
五
七
）
「
同
」
７
（
一
九
五
九
）
「
同
Ｌ
９
（
一
九
六
己
の
各

昭
和
記
年
、
月
妬
ｌ
即
日
間
、
大
阪
四
天
王
寺
復
興
落
慶
法
要
行
事
あ
り
。
同
復
興
会
総
裁
高
松
宮
殿
下
は
、
四
天
王
寺
（
和
宗
）
管
長
出
口
常
順

師
の
竣
工
報
告
あ
っ
た
に
対
し
、
幕
財
、
再
建
の
こ
れ
ま
で
の
仕
事
は
「
俗
人
Ｌ
の
し
わ
ざ
、
こ
れ
か
ら
が
真
に
「
宗
教
人
Ｌ
の
つ
と
め
と
語
ら
れ

た
と
聞
い
た
。
（
同
期
間
中
同
寺
で
開
催
の
日
本
仏
教
学
協
会
懇
親
会
席
上
で
）

拙
稿
可
海
外
仏
教
の
恩
人
笠
原
研
寿
師
」
（
昭
９
、
９
月
可
海
外
仏
教
事
情
Ｌ
）
参
照
。

拙
稿
「
海
外
仏
教
の
恩
人
、
南
条
先
生
Ｌ
（
昭
９
，
８
月
前
掲
誌
）
参
照
。

聖
徳
太
子
三
経
義
疏
全
体
の
哲
学
的
意
味
と
、
そ
の
中
に
お
け
る
勝
鬘
経
義
疏
の
地
位
に
つ
い
て
は
可
印
度
学
仏
教
学
論
集
』
（
宮
本
正
尊
教
授
還

暦
記
念
論
文
集
）
所
収
の
つ
ぎ
の
拙
槁
参
照
。

司
聖
徳
太
子
研
究
序
説
（
三
経
義
疏
の
哲
学
的
解
明
に
つ
い
て
）
」
（
同
書
則
Ｉ
硴
頁
）

宇
井
博
士
の
こ
と
に
つ
い
て
は
可
印
度
学
仏
教
学
研
究
鴎
第
十
二
巻
第
一
号
所
収
宮
本
正
尊
先
生
「
故
宇
井
伯
寿
先
生
追
悼
の
辞
Ｌ
（
同
書
伽
ｌ
粥

頁
）
参
照
。

号
掲
載
論
文
。

〔
本
稿
は
昭
和
詔
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
〕


