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一
序
論

仏
教
に
は
「
教
相
判
釈
」
と
て
、
教
法
の
相
貌
を
判
定
し
解
釈
す
る
一
部
門
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
各
説
を
一
定
の
視
野
に
お
い
て
総

一
序
論

二
イ
ン
ド
に
お
け
る
教
判
前
史

三
中
国
に
お
け
る
教
判
の
展
開

イ
、
一
音
教
の
判

ロ
、
頓
漸
二
教
の
判

ハ
、
五
時
教
と
そ
の
由
来

二
、
浬
藥
の
五
味
職

ホ
、
「
南
三
北
七
」
の
教
判
説

へ
、
晴
代
の
教
判

ト
、
唐
代
の
教
判

チ
、
宋
代
以
後
の
教
判

四
日
本
の
教
判
諸
説

イ
、
三
経
義
疏
の
教
判
意

口
、
奈
良
平
安
の
教
判
説

ハ
、
鎌
倉
お
よ
び
そ
れ
以
後
諸
聖
の
教
判
思
想

五
結
論
ｌ
教
相
判
釈
と
仏
教
学

教
相
判
釈
史
論

ｌ
成
道
と
混
藥
の
間
Ｉ

橋
本
芳
契
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覧
し
、
か
つ
そ
の
教
理
的
帰
結
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
思
想
的
に
は
最
も
重
要
な
部
門
の
一
つ
に
属
す
る
。
い
な
遥

教
相
判
釈
の
う
ら
。
つ
け
を
得
て
こ
そ
一
宗
一
派
と
し
て
の
名
の
り
も
は
じ
め
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
教
相
判
釈
は
各
宗
各
派

と
し
て
は
そ
の
中
心
命
題
も
し
く
は
根
本
命
題
た
る
意
義
を
に
な
う
思
想
的
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
来
「
教
相
判
釈
」
（
略
し

て
教
判
、
教
摂
、
あ
る
い
は
判
教
、
も
し
く
は
単
に
教
相
と
も
言
う
）
と
名
の
つ
く
も
の
が
、
仏
教
教
理
史
に
は
随
処
に
散
説
さ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
中
国
以
来
の
も
の
を
主
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
逆
に
中
国
以
来
の
仏
教
の
一
特
色
と
も
言
え
る
の
で

あ
る
が
、
趣
意
に
お
い
て
は
中
国
以
前
の
も
の
に
も
見
出
し
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
一
般
に
「
教
相
判
釈
」
の
範
囲
で

考
え
ら
れ
て
い
る
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
「
教
相
判
釈
」
の
精
神
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
も
あ
っ
て
、
要
す
る
に
「
教

相
判
釈
」
は
仏
教
教
理
思
想
史
を
一
貫
す
る
普
遍
的
理
法
と
概
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
が
ブ
ッ
ダ
の
「
さ
と
り
」
（
証
覚
）
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
相

判
釈
も
、
そ
の
「
さ
と
り
」
の
表
白
と
も
い
う
べ
き
、
釈
尊
一
代
の
説
教
を
、
そ
の
化
儀
の
次
第
、
ま
た
は
義
理
の
浅
深
に
よ
っ
て
分
判

類
従
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
な
、
そ
う
し
た
「
説
教
」
の
可
否
そ
の
も
の
ま
で
も
が
ふ
か
く
問
題
に
な
っ
て
い
く
一
面
さ
え
も

が
教
判
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
経
典
は
そ
の
数
は
な
は
だ
多
く
、
し
た
が
っ
て
所
説
の
教
義
も
ま
た

す
こ
ぶ
る
多
岐
多
端
に
わ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
適
従
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仏
が

か
よ
う
に
ま
で
多
数
の
法
門
を
開
示
せ
ら
れ
た
に
は
、
か
な
ら
ず
や
何
ら
か
の
意
図
が
あ
り
、
何
ら
か
の
次
第
順
序
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
、
そ
の
意
図
を
付
度
し
、
や
が
て
は
仏
所
説
の
経
教
を
分
類
按
配
し
、
も
っ
て
仏
意
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
こ
と
が
起
っ
て
く
る
。
教
判
の
由
来
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
家
の
こ
れ
を
見
る
目
は
各
各

こ
と
な
る
か
ら
、
教
判
と
い
う
態
度
は
一
様
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
て
来
る
結
果
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
定
の

見
解
を
保
持
し
て
こ
れ
を
最
長
最
高
な
り
と
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
に
も
と
寺
つ
け
て
独
自
の
主
張
を
為
す
に
ま
で
至
る
。
そ
れ
が
言
わ
ば

「
宗
派
」
の
成
因
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
教
相
判
釈
は
宗
派
を
形
成
す
る
た
め
の
基
礎
要
件
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
と
く
に
、
中
国
か
ら
日
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釈
尊
の
ブ
ッ
ダ
〔
覚
者
）
と
し
て
の
証
悟
、
す
な
わ
ち
「
成
道
」
が
仏
教
の
一
切
の
起
源
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
教
相
判
釈
」
も
、
教
理
的
ま
た
は
思
想
的
に
は
つ
ね
に
そ
こ
ま
で
か
え
っ
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
イ
ン
ド
本
土
と
し
て
は
大
乗
仏
教
に
至
っ
て
華
厳
経
の
ご
と
き
が
出
現
す
る
ま
で
は
、
釈
尊
の
自
内
証
が
教
判
的
意
義
で

ふ
か
く
問
わ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
す
ぐ
な
く
、
む
し
ろ
の
ち
の
法
華
経
で
問
題
に
な
っ
た
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
も
し
く
は
菩
薩
乗
の
そ
れ
ぞ

れ
が
自
全
的
に
、
し
か
も
自
利
の
道
を
歩
み
、
限
ら
れ
た
目
標
の
範
囲
で
修
行
に
は
げ
む
の
が
実
際
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
、

本
に
か
け
て
の
仏
教
教
理
思
想
史
上
の
顕
著
な
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
三
一
口
し
た
ご
と
く
、
ブ
ッ
ダ
の
教
説
を
統
摂

的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
小
は
人
情
の
自
然
で
あ
り
、
大
は
教
団
の
実
践
的
要
請
で
あ
っ
た
か
ら
、
教
判
の
趣
意
に
お
け
る
理

論
的
要
求
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
宗
教
的
実
行
と
は
、
ほ
と
ん
ど
釈
尊
在
世
中
か
ら
の
教
理
的
事
実
で
あ
っ
た
と
称
し
て
よ
い
。
す
な
わ

ち
、
諸
部
の
大
乗
経
典
に
は
、
釈
尊
の
言
動
に
対
す
る
阿
難
そ
の
他
の
仏
弟
子
等
の
質
疑
、
あ
る
い
は
時
と
し
て
讃
嘆
と
な
っ
て
反
映
し

て
い
る
説
話
内
容
が
こ
れ
を
証
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
阿
含
部
（
小
乗
）
諸
経
に
対
す
る
大
乗
諸
経
典
の
成
立
動
機
に
こ
そ
、
か

え
っ
て
か
か
る
教
判
的
意
図
が
伴
わ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
事
実
ま
た
、
「
法
華
」
等
の
経
が
示
す
大
・
小
二

乗
、
ま
た
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
一
乗
と
一
仏
乗
と
の
同
異
、
「
傍
伽
」
等
が
説
く
頓
・
漸
一
薮
の
論
、
「
華
厳
」
の
三
照
、
「
浬
藥
」

の
五
味
、
「
維
摩
」
の
一
音
や
抑
揚
の
説
、
「
深
密
」
の
三
時
説
を
挙
げ
る
等
が
、
「
教
相
判
釈
」
の
経
証
と
な
り
論
拠
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
教
相
判
釈
史
と
し
て
は
、
こ
と
に
こ
れ
ら
諸
経
が
陸
続
と
し
て
漢
訳
さ
れ
、
そ
の
去
就
に
ま
よ
わ
さ
れ
た
中
国
南
北
朝
時
代
以

後
が
思
想
史
的
に
最
も
華
や
か
で
あ
り
、
ひ
い
て
そ
の
尾
は
階
・
唐
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
わ
が
平
安
・
鎌
倉
に
ま
で
波
及
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
時
期
の
イ
ン
ド
仏
教
に
あ
っ
て
も
既
述
の
趣
意
に
お
け
る
教
判
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
ま
ず
そ
れ
か
ら
記
し
て
ゑ
よ
う
。

ニ
イ
ン
ド
に
あ
け
る
教
判
前
史
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「
根
本
仏
教
」
な
い
し
「
原
始
仏
教
」
に
つ
ず
く
「
部
派
仏
教
」
時
代
の
様
相
と
な
っ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
成
道
か
ら
阿

育
王
即
位
頃
ま
で
が
普
通
「
原
始
仏
教
」
時
代
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
仏
成
道
か
ら
仏
滅
後
三
十
年
間
位
が
と
く
に
「
根
本
仏
教
」
と
呼
ば

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
釈
尊
の
人
格
的
感
化
が
直
接
に
力
を
有
し
て
い
た
時
代
」
と
し
て
純
正
仏
教
を
考
え
よ
う
と
す
る
基
本

に
す
で
に
教
判
的
な
も
の
が
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
原
始
仏
教
教
団
は
当
分
は
統
一
を
保
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

飽
く
ま
で
表
面
上
の
こ
と
で
、
内
部
的
に
は
長
老
（
上
座
）
吾
①
国
を
中
心
と
し
た
保
守
派
に
対
す
る
一
般
大
衆
の
進
歩
主
義
的
な
革
新

勢
力
の
動
き
が
潜
伏
し
て
い
て
、
や
が
て
そ
れ
が
「
大
衆
部
」
三
四
罫
の
四
卦
警
時
色
と
い
う
独
立
し
た
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
上
座
目
富
国
戯
言
．
大
衆
両
部
の
根
本
分
裂
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
衆
部
の
流
れ
が
、
遠
く
大
乗
仏
教
の
興
起
に
も
相
通
ず
る

さ
て
根
本
二
部
の
分
裂
に
つ
い
て
は
、
仏
滅
百
年
の
頃
、
践
闇
子
比
丘
〔
ぐ
四
三
言
冒
冨
）
が
十
事
を
主
張
し
、
上
座
達
が
こ
れ
を
非

法
と
決
議
し
た
こ
と
が
そ
の
動
機
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
内
容
的
に
は
戒
律
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
思
想
の
な
い
と
こ
ろ
に

か
よ
う
な
問
題
は
お
こ
り
得
な
い
。
政
闇
子
比
丘
た
ち
の
居
住
し
た
の
は
毘
舎
離
ぐ
①
の
葺
で
あ
る
。
毘
舎
離
を
背
景
と
し
た
「
仏
伝
」

は
長
阿
含
経
第
二
よ
り
第
四
に
収
ま
る
『
遊
行
経
』
（
南
伝
で
は
。
侭
騨
Ｉ
昌
冨
冨
所
収
の
《
日
国
富
冨
尉
言
ご
胃
？
の
巨
冒
国
冨
》
）
で
あ
る
。

釈
尊
の
晩
年
に
は
こ
の
毘
舎
離
に
遊
行
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
『
遊
行
経
』
の
同
本
異
訳
が
『
仏
般
泥
恒
経
』
二
巻
、
『
大

般
浬
藥
経
』
三
巻
、
「
般
泥
恒
経
』
二
巻
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
釈
尊
の
「
浬
葉
」
が
契
機
と
な
っ
て
根
本
二
部
の
分
裂
に
至
る
べ
き
気
運

の
醸
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
仏
入
滅
後
数
旬
な
ら
ず
し
て
第
一
結
集
（
王
舎
城
外
七
葉
窟
に
五
百
人
の
長
老

比
丘
が
集
ま
っ
て
行
う
）
が
な
さ
れ
た
の
は
、
積
極
的
に
は
正
法
の
伝
持
の
た
め
で
あ
る
が
、
消
極
的
に
は
戒
律
の
粛
整
に
よ
る
教
団
の

保
持
が
急
が
れ
た
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
事
非
法
の
決
議
後
に
も
上
座
達
は
、
毘
舎
離
に
七
百
人
の
会
議
を
開
い
て
教
団
の
再
統
制

に
力
を
致
そ
う
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
第
二
結
集
で
あ
る
。
の
ち
大
乗
仏
教
に
至
っ
て
同
じ
く
毘
舎
離
を
背
景
と
し
た
「
維
摩
経
』
が
出
現

し
た
の
は
、
小
乗
的
保
守
的
、
も
し
く
は
形
式
的
規
範
を
脱
却
し
て
大
乗
的
な
自
主
自
由
の
宗
風
を
成
す
素
地
が
へ
依
然
こ
の
地
方
に
残

わ
ち
、
上
座
目
言
国
ぐ
関Ｉ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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存
し
た
こ
と
を
証
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
根
本
分
裂
以
後
し
ば
ら
く
平
静
を
保
っ
て
い
た
教
団
が
、
約
百
年
後
大
衆
部
系
統
か
ら
、
更
に
そ

の
後
上
座
部
系
統
か
ら
、
夫
々
ふ
た
た
び
分
裂
を
ひ
き
お
こ
す
に
至
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
枝
末
分
裂
で
、
そ
の
結
果
、
「
小
乗
二
十
部
」

（
根
本
二
部
枝
末
十
八
部
を
合
す
）
の
分
派
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
枝
末
十
八
部
分
裂
の
次
第
に
つ
い
て
は
、
南
伝
（
島
史

胃
冨
ぐ
色
誹
の
巴
と
北
伝
（
異
部
宗
輪
論
、
そ
の
異
訳
部
異
宗
論
、
部
執
異
論
）
に
よ
っ
て
伝
承
に
相
違
が
あ
る
が
、
両
者
を
折
衷
し
た

一
説
（
龍
山
章
真
「
印
度
仏
教
史
」
七
八
頁
所
載
推
定
説
）
に
よ
れ
ば
左
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
説
（
龍
山
章
真
「

〔
枝
末
分
裂
図
〕

①大
衆
部

③上
座
部

（
或
い
は
化
地
部
一
純
一
轆
有
郷
）

（
番
号
は
筆
者
が
加
う
）

枝
末
分
裂
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
遠
因
が
根
本
分
裂
に
あ
り
、
す
な
わ
ち
思
想
的
に
進
歩
的
か
保
守
的
か
、
ま
た
は
戒
律
上
の
問

一
》

⑨犢
子
部

一
⑭
⑮
⑯
鯏
光
部
Ｉ
認
歳
部

一
綱
量
部
Ⅱ
湘
転
部

化
地
部
Ｉ
法
蔵
部
Ｉ
説
一
切
有
部

－

鑿⑦雷③企②
山世説
部部手
琴‘根
そ難④美
の 胤 衆
末部
派部、_，

一

説⑥多⑤

仮 聞

部部

⑩
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題
で
形
式
主
義
か
精
神
主
義
か
の
争
い
が
引
続
き
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
部
派
の
直
接
の
分
裂
原
因
と
し
て
は
、
特
殊
な
教

理
を
旗
印
と
し
た
も
の
（
説
出
世
、
説
一
切
有
部
、
経
量
部
）
、
主
張
者
を
中
心
と
し
た
も
の
（
犢
子
部
）
、
地
理
的
隔
離
に
よ
る
も
の

（
南
方
の
制
多
山
部
）
、
教
理
中
の
解
釈
の
相
違
に
よ
っ
た
も
の
〔
一
偶
の
解
釈
を
異
に
し
た
法
上
・
賢
胄
・
正
量
・
密
林
山
。
以
上
括

弧
内
は
各
例
示
）
等
が
か
ぞ
え
ら
れ
、
必
ら
ず
し
も
一
様
で
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
唐
の
窺
基
の
八
宗
判
ご
と
ぎ
は
、
こ
の

部
派
分
裂
を
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
イ
ン
ド
本
土
に
お
け
る
こ
の
分
派
の
事
実
は
、
必
ら

ず
し
も
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
教
相
判
釈
的
な
意
義
を
お
び
た
一
面
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ま
ち
が
い
な

い
。
い
ま
も
セ
イ
ロ
ン
・
ビ
ル
マ
・
タ
イ
・
カ
ム
ポ
ジ
ャ
・
ラ
オ
ス
等
の
諸
地
域
に
の
こ
る
南
方
仏
教
は
上
座
部
系
の
も
の
で
、
一
般
に

小
乗
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
大
部
分
を
形
成
し
大
衆
部
系
の
も
の
に
は
小
乗
に
属
し
そ
れ
と
し
て
完
成
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
大

乗
仏
教
の
興
起
以
後
、
そ
の
中
に
解
消
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
お
の
ず
と
、
大
小
乗
を
併
せ
伝
え
な
が
ら
特
に
大
乗
を
発
展
さ
せ
た

中
国
仏
教
や
、
ほ
と
ん
ど
専
ら
大
乗
仏
教
の
み
を
伝
受
し
、
し
か
も
こ
れ
を
独
自
な
も
の
に
開
花
結
実
さ
せ
た
過
去
に
お
け
る
日
本
仏
教

の
思
想
史
的
意
義
が
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
代
の
日
本
に
お
け
る
印
度
学
や
仏
教
学
は
、
ふ
た
た
び
新
た
な
視
野
に
お
い
て
大
乗

仏
教
と
共
に
、
小
乗
仏
教
や
上
座
部
系
統
の
仏
教
の
真
義
を
も
問
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
が
、
部
派
仏
教
と
し
て
は
大
衆
部
系
統
と
し
て
発
現
し
た
教
理
思
想
や
そ
の
宗
教
精
神
を
汲
む
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら

仏
陀
の
証
悟
（
成
道
）
と
釈
尊
の
入
滅
（
浬
藥
）
と
き
一
大
中
心
問
題
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
「
華
厳
経
」
が
、
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
大
乗
の
「
浬
藥
経
」
が
そ
の
問
題
に
対
す
る
根
本
的
解
答
と
し
て
現
わ
れ

た
も
の
と
し
て
よ
い
。
中
国
以
後
で
の
教
相
判
釈
に
は
、
こ
の
ほ
か
「
法
華
経
」
「
維
摩
経
」
「
携
伽
経
」
「
深
密
解
脱
経
」
等
も
多
く

参
照
さ
れ
た
が
、
少
く
と
も
大
乗
の
「
浬
藥
経
」
と
い
う
、
素
材
的
に
は
小
乗
の
「
浬
藥
経
」
を
継
受
し
た
も
の
の
伝
来
が
、
後
述
の
ょ

う
に
中
国
に
お
け
る
教
判
論
勃
興
の
直
接
機
縁
と
な
っ
た
こ
と
は
、
浬
藥
己
門
ぐ
習
四
の
問
題
が
仏
教
教
学
に
と
っ
て
い
か
に
普
遍
的
な
命

題
で
あ
る
か
を
証
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
仏
陀
釈
尊
に
お
け
る
浬
藥
に
対
応
す
る
の
は
成
道
の
事
実
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
「
発



80

菩
提
心
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
と
し
て
は
「
華
厳
経
」
の
形
で
語
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
の
す
べ

て
が
初
期
大
乗
期
中
一
時
に
出
現
し
た
も
の
で
な
く
、
順
次
中
期
・
後
期
の
も
の
と
し
て
成
立
発
現
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
各
経
典
に

は
全
体
的
に
自
然
な
発
生
因
縁
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
仏
教
と
し
て
は
一
経
一
経
に
教
判
的
趣
意
が
内
存
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
て

よ
い
。
こ
と
に
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
と
し
て
は
最
後
に
現
わ
れ
た
「
密
教
」
（
大
日
経
、
金
剛
頂
経
等
）
は
、
そ
れ
以
前
の
も
の
を
「
顕

教
」
と
し
て
こ
れ
と
殊
別
す
る
趣
意
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
教
判
的
意
義
が
顕
著
で
あ
る
が
、
思
想
的
に
は
大
乗
仏
教
の
当
初
か
ら
あ
っ

た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
、
深
く
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
乗
の
論
師
龍
樹
ｚ
拷
凰
宮
口
色
Ｑ
五
○
’
二
五
○
頃
）
は
そ
の
『
大

智
度
論
』
に
三
蔵
と
し
て
「
摩
訶
術
」
（
大
乗
）
、
「
顕
露
」
、
「
秘
密
」
の
三
を
数
え
、
ま
た
同
じ
く
華
厳
経
の
註
釈
書
た
る
『
十
住
毘

、

婆
沙
論
』
に
お
い
て
「
難
行
道
」
と
「
易
行
道
」
を
区
別
し
た
し
、
や
や
お
く
れ
て
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
に
あ
っ
た
戒
賢
望
号
宮
島
“
（
玄
美

鰯

の
師
）
や
そ
の
資
智
光
観
習
四
宮
吾
冨
が
各
「
三
時
教
」
を
唱
え
、
し
か
も
互
に
評
っ
た
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
（
註
、
法
相
系
の
三
時
説

は
有
・
空
・
中
の
三
時
。
有
は
鹿
野
苑
で
愚
夫
声
聞
の
た
め
に
し
た
四
諦
説
で
阿
含
を
さ
す
、
空
は
諸
法
皆
空
を
説
い
た
般
若
経
、
中
は

空
有
の
真
相
を
示
し
、
中
道
の
実
義
を
説
い
た
深
密
・
華
厳
の
諸
経
で
あ
る
。
ま
た
中
観
系
智
光
の
三
時
説
は
、
初
時
心
境
倶
有
、
一
蒔

境
空
心
有
、
三
時
心
境
倶
空
で
、
初
時
は
両
説
同
じ
い
が
、
智
光
説
第
二
時
は
心
外
無
境
・
万
法
唯
識
の
教
で
、
そ
の
第
三
時
が
戒
賢
の

第
二
時
に
相
当
し
て
い
る
。
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
相
判
釈
は
、
す
で
に
イ
ン
ド
本
土
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
『
維

摩
経
』
等
が
、
仏
の
鹿
野
苑
に
お
け
る
声
聞
人
教
化
に
、
四
諦
が
説
か
れ
る
と
ぎ
、
「
示
・
勧
・
証
」
の
三
転
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
、

「
初
転
法
輪
」
を
重
視
し
た
観
念
の
発
展
で
、
そ
こ
に
も
教
相
判
釈
へ
の
重
要
な
支
点
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

イ
ー
書
教
の
判

仏
教
は
、
ひ
と
た
び
そ
の
本
土
た
る
イ
ン
ド
を
離
れ
る
と
風
習
・
言
語
・
生
活
様
式
等
の
相
違
か
ら
、
布
教
宣
伝
の
う
え
に
特
殊
な
工
夫

三
中
国
に
あ
け
る
教
判
の
展
開
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を
加
え
も
ち
い
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ぱ
へ
西
域
地
方
を
経
て
中
国
へ
入
る
過
程
に
お
い
て
、
こ
と
に
敦
埋
の
洞
窟
に
残
存
し
た
ご
と

き
仏
像
や
壁
画
の
類
を
介
す
る
仏
教
の
普
及
が
策
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
内
容
的
に
見
て
、
薬
師
・
釈
迦
・
弥
陀
等
諸
仏
、
こ
と
に
そ
れ
ら

の
三
尊
像
で
あ
り
、
法
華
。
華
厳
・
維
摩
・
観
経
等
諸
経
の
変
相
図
で
あ
り
、
そ
の
他
降
魔
・
成
道
・
入
浬
藥
等
仏
伝
関
係
の
図
像
類
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
何
が
中
心
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
し
く
広
義
に
お
け
る
教
判
的
な
取
捨
選
択
が
そ
こ
に
な
さ

れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
〔
望
月
辞
典
三
九
五
九
上
’
六
三
上
「
敦
埋
」
参
照
）
教
相
判
釈
そ
れ
自
体
は
、
厳
密
な
経
論
の
裏
付
け
に

よ
る
考
証
を
必
要
と
し
た
が
、
仏
教
は
「
教
相
」
が
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
密
教
の
ご
と
ぎ
は
、
こ
れ
に
対
立
す
る

「
事
相
」
を
ま
で
唱
道
し
、
且
そ
の
教
相
に
対
す
る
優
位
を
強
調
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た

思
想
的
も
し
く
は
教
理
的
展
開
そ
の
も
の
を
「
教
相
判
釈
」
の
史
的
事
実
と
認
め
た
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
、
前
記
の
ご
と
き

経
変
、
あ
る
い
は
変
相
の
図
像
類
の
出
現
を
、
教
判
の
事
相
的
展
開
と
理
解
し
た
い
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
真
言
秘
密
仏
教
の
も
つ
統

摂
性
は
最
も
注
意
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
中
国
仏
教
に
お
け
る
教
相
判
釈
の
い
と
な
み
が
、
ま
ず
『
維
摩
経
』
の
．
音
」
の
教
義
に
か

け
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
こ
れ
が
こ
の
経
の
内
含
す
る
密
教
義
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
維
摩
経
』
に
は
現
在
、
支
謙
・
羅
什
・
玄
葵
の
三
家
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
三
漢
訳
が
存
す
る
。
そ
の
う
ち
支
謙
の
古
訳
に
は
右
の

「
一
音
教
」
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
部
分
が
こ
の
経
と
し
て
は
後
世
の
加
上
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ

が
羅
什
・
玄
葵
両
訳
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

ご
音
義
の
経
句
〕

㈲
（
羅
什
訳
）
大
聖
法
王
衆
所
帰
浄
心
観
仏
座
不
欣

（
玄
英
訳
）
衆
会
鱈
仰
大
牟
尼
蕊
不
心
生
清
浄
心

〕
各
見
世
尊
在
其
前
斯
則
神
力
不
共
法

』
各
見
世
尊
在
其
前
斯
則
如
来
不
共
相
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こ
れ
に
よ
っ
て
、
什
・
葵
両
訳
は
こ
の
嘆
仏
偶
の
こ
の
部
分
に
関
す
る
限
り
一
二
、
訳
語
を
異
に
す
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
全
同
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
神
力
不
共
法
」
ま
た
は
「
如
来
不
共
相
」
が
四
相
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

㈲
は
、
世
尊
が
浄
心
者
の
前
に
そ
の
す
が
た
を
表
示
さ
れ
る
こ
と

。
は
、
仏
の
一
音
演
説
で
衆
生
が
随
類
得
解
し
て
、
し
か
も
世
尊
は
同
語
た
る
も
の
と
す
る
こ
と

白
は
、
仏
の
一
音
演
説
で
衆
生
が
各
随
所
解
し
て
、
し
か
も
得
受
、
獲
利
す
る
こ
と

口
仏
以
一
音
演
説
法
衆
生
随
類
各
得
解

仏
以
一
音
演
説
法
衆
生
随
類
各
得
解

／
皆
謂
世
尊
同
其
語
斯
則
神
力
不
共
法

：
皆
謂
世
尊
同
其
語
斯
則
如
来
不
共
相

国
仏
以
一
音
演
説
法
衆
生
各
各
随
所
解

：
仏
以
一
音
演
説
法
衆
生
各
各
随
所
解

普
得
受
行
獲
其
利
斯
則
神
力
不
共
法

普
得
受
行
獲
其
利
斯
則
如
来
不
共
相

四
仏
以
一
音
演
説
法
或
有
恐
畏
或
歓
喜

仏
以
一
音
演
説
法
或
有
恐
畏
或
歓
喜

或
生
厭
離
或
断
疑
斯
則
神
力
不
共
法

或
生
厭
離
或
断
疑
斯
則
如
来
不
共
相

（
斯
荊
雨
馴
国
冊
辮
一
）
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卿
は
、
仏
の
一
音
演
説
で
衆
生
に
恐
畏
・
歓
喜
・
厭
離
・
断
疑
等
の
影
響
や
得
果
の
あ
る
こ
と
。

こ
れ
が
四
相
で
あ
る
。
一
音
義
と
し
て
は
後
の
三
相
で
あ
る
が
、
第
一
相
が
仏
の
身
業
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
仏
の
口
業

の
徳
で
あ
る
。
し
か
も
、
ロ
は
「
知
」
、
白
は
「
行
」
、
倒
は
「
証
」
と
言
え
る
。
さ
て
こ
の
．
音
説
法
」
の
説
は
、
大
衆
部
等
に
お

、
、
、
、

い
て
す
で
に
唱
え
ら
れ
た
所
と
さ
れ
、
『
異
部
宗
輪
論
』
に
は
、
「
大
衆
部
・
一
説
部
等
の
四
部
」
の
本
宗
同
義
と
し
て
こ
れ
を
指
摘
し
、

ま
た
『
大
毘
婆
沙
論
』
第
七
十
九
に
は
、

仏
以
一
音
演
説
法
衆
生
随
類
各
得
解

○
○
○
○
○
０
０

皆
謂
世
尊
同
其
語
独
為
我
説
種
種
義

の
頌
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
の
頌
は
第
四
句
以
外
は
前
掲
什
・
葵
両
訳
の
。
の
頌
と
全
同
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
「
一
音
説
法
」

の
説
が
、
早
い
時
期
か
ら
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
共
に
、
こ
の
経
の
漢
訳
者
鳩
摩
羅
什
〆
巨
冒
腎
“
言
“

（
三
四
四
’
四
一
三
）
が
、
ま
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
．
音
教
」
の
説
を
立
て
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一
音
教
説
は
、
如
来
は
た
だ
一
円

音
を
も
っ
て
法
を
演
説
す
る
の
に
、
聴
者
は
そ
の
機
類
に
随
っ
て
お
の
お
の
こ
れ
を
知
解
し
、
な
い
し
行
証
す
る
か
ら
、
本
来
ひ
と
つ
の

教
法
に
大
小
半
満
等
の
別
が
生
ず
る
に
至
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

後
魏
の
菩
提
流
支
国
＆
匡
目
ａ
（
？
’
七
二
七
）
も
ま
た
一
音
教
の
説
を
な
し
た
が
、
そ
の
意
は
羅
什
の
説
く
と
こ
ろ
と
異
な
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
大
小
並
陳
」
で
、
如
来
の
一
音
に
大
小
が
な
ら
べ
の
べ
ら
れ
る
と
し
た
。
澄
観
の
『
華
厳
経
疏
』
第
一
に
、
一
音
教
を
説
明

し
て
、

○
○

然
る
医
一
師
あ
り
、
一
に
後
魏
の
菩
提
流
支
い
わ
く
、
如
来
の
一
音
は
同
時
に
万
に
報
じ
、
大
小
並
べ
陳
ぶ
と
。
二
に
挑
秦
の
羅
什
法

師
い
わ
く
、
仏
は
一
円
音
に
し
て
平
等
無
二
な
れ
ば
、
無
思
に
し
て
普
く
応
ず
れ
ど
も
、
機
の
聞
に
自
ら
殊
あ
り
、
言
音
、
本
と
大
小

○
○

を
陳
ぶ
と
謂
う
に
は
非
ず
。
故
に
維
摩
経
に
言
わ
く
、
仏
以
一
音
演
説
法
、
衆
生
各
各
随
所
解
、
と
。
上
の
二
師
は
、
初
め
は
則
ち
、

○

仏
音
に
異
を
具
し
、
後
は
則
ち
異
は
自
ら
機
に
在
り
、
各
円
音
の
一
義
を
得
。
然
も
並
び
に
教
、
本
と
分
た
ざ
る
の
意
と
為
す
の
み
。
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と
し
て
い
る
。
（
原
漢
文
、
大
正
蔵
三
五
）

け
だ
し
流
支
の
大
小
並
陳
は
能
説
の
仏
に
就
き
、
羅
什
の
円
音
異
解
は
所
解
の
衆
生
に
就
く
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
引
用
四
頌
中
、
流

支
の
は
口
、
羅
什
の
は
白
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
望
月
辞
典
は
、
羅
什
に
果
し
て
か
よ
う
な
説
が
あ
っ
た

か
を
疑
っ
て
い
る
。
将
来
さ
ら
に
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
同
辞
典
二
一
八
頁
参
照
）

一
音
教
に
関
す
る
流
支
の
説
は
、
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
一
本
、
『
華
厳
経
探
玄
記
』
一
、
『
華
厳
五
教
章
』
一
等
に
も
出
で
、
同
じ
く
、

仏
は
三
日
中
に
大
小
一
一
乗
の
法
を
陳
べ
る
が
、
大
乗
の
機
は
、
そ
の
法
を
聞
い
て
大
乗
の
解
を
な
す
し
、
小
乗
の
機
は
、
同
じ
そ
の
法
を

聞
い
て
こ
れ
を
小
乗
に
解
す
る
の
で
、
仏
の
説
法
に
は
、
た
だ
大
小
が
並
陳
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

な
お
『
法
華
経
玄
義
』
十
上
に
も
、

北
地
の
禅
師
は
、
四
宗
・
五
宗
・
六
宗
、
一
箱
、
半
満
等
の
教
を
非
し
て
、
但
だ
一
仏
乗
に
し
て
、
二
な
く
亦
三
な
く
、
一
音
に
法
を

０
。
○

説
く
に
、
類
に
随
っ
て
異
解
す
。
諸
仏
は
常
に
一
乗
を
行
ず
る
も
、
衆
生
は
三
と
見
る
。
但
だ
是
れ
一
音
教
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
北
地
の
禅
師
は
何
人
を
指
す
か
詳
か
で
な
い
が
、
そ
の
説
は
む
し
ろ
羅
什
所
立
と
伝
え
る
円
音
異
解
の

義
と
同
一
と
見
な
さ
れ
る
。
が
へ
そ
の
疑
わ
れ
た
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

ロ
頓
漸
二
教
の
判

流
支
は
ま
た
別
に
『
携
伽
経
』
に
よ
っ
て
、
頓
・
漸
二
教
の
判
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
仏
一
代
の
説
法
の
化
儀
に
頓
教
・
漸
教
の
別
が

あ
る
こ
と
を
創
唱
し
た
の
は
劉
宋
の
慧
観
（
？
、
’
四
五
三
）
で
、
慧
観
は
「
華
厳
」
を
頓
教
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
と
区
別
さ
れ
た

漸
教
の
な
か
に
五
時
の
別
が
あ
る
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
さ
ぎ
の
一
音
教
の
旨
を
一
層
具
体
的
に
し
、
内
容
的
に
展
開
さ
せ

た
も
の
と
し
て
、
一
般
に
は
中
国
に
お
け
る
教
相
判
釈
の
は
じ
ま
り
を
為
す
ひ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
判
の
実
義
が
こ
の
ひ
と

以
前
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
繰
返
し
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

慧
観
の
頓
・
漸
二
教
の
判
に
お
い
て
、
頓
教
た
る
「
華
厳
」
が
、
漸
教
た
る
五
時
教
と
併
列
的
な
関
係
で
説
か
れ
た
の
は
、
の
ち
の
智
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や
寺
ご
形
｛
丙
ノ
０

ハ
五
時
教
と
そ
の
由
来

慧
観
が
そ
の
漸
教
中
に
ふ
く
ま
れ
る
も
の
と
し
て
説
い
た
と
い
う
「
五
時
」
の
教
は
、
初
時
「
有
相
教
」
、
第
二
時
「
無
相
教
」
、
第
三

時
「
抑
揚
教
」
、
第
四
時
「
同
帰
教
」
、
第
五
時
「
常
住
教
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
説
が
次
第
を
追
う
て
低
位
か
ら
高
位
に
う
つ
っ
た
も
の

と
い
う
理
解
に
立
つ
。
し
か
も
漸
教
の
す
べ
て
が
さ
ぎ
の
頓
教
「
華
厳
」
と
相
覆
う
も
の
で
あ
る
。
仏
一
代
の
説
法
の
化
儀
が
頓
機
と
漸

機
に
よ
り
二
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
漸
機
に
対
し
五
時
の
次
第
順
序
を
も
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
頓
・
漸
両
機
の
関
係
が

問
題
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
慧
観
説
で
は
十
分
そ
の
問
題
の
解
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
そ
の
主
力
が
五
時
説

○
○

○

内
に
そ
そ
が
れ
た
に
よ
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
五
時
の
う
ち
、
Ｈ
有
相
教
は
小
乗
所
説
の
見
有
得
道
の
法
を
指
し
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩

Ｏ

の
三
乗
が
順
次
各
別
に
四
諦
・
十
二
因
縁
・
六
度
の
教
法
を
受
け
る
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
こ
れ
を
「
三
乗
別
教
」
と
も
名
づ
け

○
ｏ

ｏ

Ｏ

る
。
口
無
相
教
は
般
若
所
説
の
見
空
得
道
の
法
を
指
し
、
三
乗
通
じ
て
こ
れ
を
学
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
こ
れ
を
「
三
乗
通
教
」
と
名
づ

○
○
○
ｏ

け
る
。
白
抑
揚
教
は
ま
た
こ
れ
を
「
褒
麗
教
」
と
も
名
づ
け
、
維
摩
・
思
益
等
の
ご
と
き
、
菩
薩
（
大
乗
）
を
讃
揚
し
、
声
聞
（
小
乗
）

。
○

○

を
抑
挫
す
る
経
過
的
な
教
を
指
し
て
言
う
。
倒
同
帰
教
は
、
法
華
に
、
三
乗
を
会
し
て
一
極
に
帰
し
た
も
の
を
言
い
、
国
常
住
教
は
、
浬

○薬
は
、
仏
性
常
住
を
説
い
た
の
を
指
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
慧
観
の
漸
教
Ⅱ
五
時
説
は
、
そ
の
頓
教
判
と
も
、
大
小
乗
の
経
典
説
を
整
序
的
に
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ぎ
に
す
で
に
羅
什
に
．
音
教
」
の
教
判
思
想
の
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ
た
が
、
羅
什
の
門
人
、
竺
道
生

（
三
五
五
’
四
三
四
）
は
さ
ら
に
、
如
来
の
説
法
に
Ｈ
善
浄
法
輪
、
目
方
便
法
輪
、
白
真
実
法
輪
、
倒
無
余
法
輪
の
四
種
の
別
あ
る
こ
と

顎
等
が
、

「
五
時
」

か
え
っ
て
「
華
厳
」

と
お
り
で
あ
る
が
、

内
に
頓
教
も
し
く
は
「
華
厳
」
を
位
置
さ
せ
た
に
比
し
、
教
判
の
素
朴
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
論
理
的
に
は

の
特
色
を
発
揮
し
た
、
教
判
説
と
し
て
は
複
合
的
妙
味
を
も
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
五
時
説
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

頓
・
漸
両
教
を
一
応
伍
格
に
見
た
と
こ
ろ
に
、
慧
観
の
教
判
説
の
ゆ
と
り
と
将
来
へ
の
発
展
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
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を
述
べ
た
の
が
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
生
は
浬
藥
研
究
で
有
名
な
人
で
あ
る
が
、
他
方
で
維
摩
を
も
研
究
（
註
維
摩
詰
経
参
照
）

し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
経
の
「
三
転
法
輪
於
大
千
、
其
輪
本
来
常
清
浄
、
天
人
得
道
此
為
証
、
三
宝
於
是
現
世
間
」
（
仏
国
品
第
一
、
嘆

仏
偶
）
の
句
に
も
注
意
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
三
転
の
Ｈ
示
、
口
勧
、
固
証
な
る
こ
と
は
さ
き
に
も
一
言
し
た
が
、
道
生
の
右
の
四
種
法

、
、

、
、

輪
説
は
さ
ら
に
包
括
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
善
浄
法
輪
」
は
、
如
来
が
は
じ
め
一
善
な
い
し
四
空
を
説
い
て
三
塗
の
機
を
去
ら
し
め

○
○

○
○

た
小
乗
説
。
「
方
便
法
輪
」
は
、
無
漏
の
道
品
で
有
余
・
無
余
の
二
浬
薬
を
得
さ
せ
る
般
若
説
。
「
真
実
法
輪
」
は
、
三
の
偽
を
破
し
一

○
○

○
○

の
実
を
成
ず
る
法
華
説
。
「
無
余
法
輪
」
は
、
常
住
の
妙
旨
を
明
か
し
た
浬
藥
説
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
も
の
で
あ
る
。
道
生
が
六
巻
泥
疸
経

に
よ
っ
て
、
つ
と
に
「
閏
提
成
仏
」
の
旨
を
唱
え
た
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
そ
の
教
判
説
に
お
い
て
浬
藥
経
を
「
無
余

法
輪
」
に
当
て
、
最
高
位
の
も
の
と
し
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

慧
観
の
教
判
説
は
、
そ
の
華
厳
頓
教
と
漸
教
第
三
時
抑
揚
教
と
を
別
に
す
れ
ば
、
右
の
道
生
の
四
種
法
輪
（
小
乗
・
般
若
・
法
華
・
浬

藥
）
の
継
承
・
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
し
か
も
同
時
に
、
そ
の
華
厳
を
加
え
、
維
摩
を
五
時
中
に
置
い
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
そ

の
教
判
説
と
し
て
の
お
の
ず
か
ら
な
る
特
異
性
と
独
自
性
と
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
浬
桑
の
五
味
職

総
じ
て
浬
藥
経
の
経
旨
が
、
教
判
思
想
形
成
に
ふ
か
い
関
係
を
も
っ
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
と
に
そ
の
「
五
味
」
の

蔵
と
言
わ
れ
る
Ｈ
乳
、
ロ
酷
、
国
生
酢
、
倒
熟
酢
、
国
醍
醐
の
譽
説
は
、
こ
の
経
の
盛
行
と
共
に
仏
一
代
の
教
説
を
理
解
す
る
方
式
と
し

て
通
念
化
し
、
こ
と
に
江
南
の
地
で
は
齊
の
僧
柔
（
四
三
一
’
四
九
四
）
、
慧
次
（
四
三
六
’
四
九
○
）
、
梁
の
智
蔵
（
四
五
八
’
五
二

二
）
、
法
雲
（
四
六
七
’
五
二
九
）
等
み
な
こ
の
趣
意
に
よ
っ
て
仏
説
を
把
握
し
た
こ
と
は
、
天
台
教
判
の
前
階
を
な
す
も
の
と
し
て
歴

史
的
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

天
台
で
は
、
こ
の
浬
藥
「
五
味
」
職
を
、
そ
の
ま
ま
仏
一
代
の
教
説
に
配
当
し
て
、
㈱
華
厳
、
口
鹿
苑
（
阿
含
）
、
白
方
等
、
何
般
若
、

国
法
華
・
浬
藥
の
五
時
教
あ
る
譽
嚥
た
ら
し
め
た
が
、
一
に
は
機
の
次
第
に
淳
熟
す
る
に
も
た
と
え
た
も
の
で
、
前
者
を
「
約
教
相
生
」
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よ
い
。

時
」
の
代
表
胡

さ
れ
て
い
て
、

と
が
わ
か
る
。ホ

「
南
三
北
七
」
の
教
判
説

智
顎
に
よ
っ
て
「
南
三
」
と
指
称
さ
れ
た
の
は
、
Ｈ
虎
丘
山
の
笈
法
師
、
。
同
じ
く
虎
丘
の
学
僧
で
宋
・
齊
代
の
存
か
と
言
わ
れ
る
宗

愛
法
師
、
白
建
業
上
定
林
寺
の
僧
柔
・
慧
次
二
師
（
請
齊
代
）
お
よ
び
道
場
寺
の
菩
観
法
師
（
劉
宋
代
）
の
諸
師
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
白

の
グ
ル
ー
プ
が
、
有
相
・
無
相
・
抑
揚
・
同
帰
・
常
住
の
五
時
教
説
に
属
す
る
こ
と
は
既
述
し
た
。
し
か
る
に
㈲
の
笈
師
は
、
漸
教
に
有

相
・
無
相
・
常
住
の
三
時
教
を
立
て
、
目
の
宗
愛
法
師
は
、
同
じ
く
漸
教
に
有
相
・
無
相
・
同
帰
・
常
住
の
四
時
教
を
設
け
て
い
た
と
言

わ
れ
る
。
し
か
ら
ぱ
、
固
の
五
時
教
説
が
、
㈲
の
三
時
教
に
同
帰
（
法
華
）
の
一
教
が
加
わ
っ
て
口
の
四
時
教
と
な
っ
た
も
の
に
、
さ
ら

に
抑
揚
（
維
摩
）
の
一
教
が
足
さ
れ
た
も
の
な
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
に
南
北
朝
仏
教
に
お
い
て
は
阿
含
・
般
若
・
浬
藥
お
よ
び
華

厳
の
諸
経
に
伍
し
て
、
法
華
・
維
摩
の
両
経
が
急
速
に
そ
の
地
歩
を
高
め
つ
つ
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
南
地
と
し
て
は

頓
・
漸
両
教
の
ほ
か
に
「
不
定
教
」
の
一
目
を
立
て
、
勝
鬘
・
金
光
明
等
の
経
説
を
当
て
た
が
、
天
台
教
判
に
至
っ
て
重
要
と
な
る
一
面

と
称
す
る
に
対
し
、
こ
れ
を
「
約
機
濃
淡
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
階
の
智
顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
五

時
」
の
代
表
的
な
教
判
説
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
智
顎
自
身
が
そ
の
『
法
華
経
玄
義
』
十
上
に
の
べ
た
よ
う
な
諸
説
が
南
北
各
地
で
な

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
綜
合
ま
た
は
集
約
の
結
果
と
し
て
智
頻
の
天
台
教
判
が
新
た
な
宗
教
的
意
義
を
お
び
て
創
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

さ
ら
に
「
北
七
」
と
は
、
北
地
諸
師
の
説
に
お
い
て
つ
ぎ
の
種
別
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

、
、

㈲
人
天
・
有
相
・
無
相
・
同
帰
・
常
住
の
五
時
教
を
説
く
も
の
。
こ
れ
は
慧
観
の
「
五
時
」
か
ら
第
三
時
教
〔
抑
揚
）
を
除
く
と
共

に
、
「
人
天
」
（
提
謂
波
利
を
指
す
）
の
一
項
を
新
加
し
て
し
か
も
初
時
に
置
い
た
も
の
。
浄
名
と
般
若
を
合
し
て
「
無
相
」
教
と
し
た

も
の
、
そ
れ
だ
け
維
摩
を
う
と
ん
じ
た
結
果
と
な
り
、
こ
の
精
神
が
や
が
て
天
台
教
判
で
「
方
等
」
内
に
維
摩
を
没
し
さ
せ
た
と
考
え
て

で
あ
る
。
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国
「
有
人
」
が
、
「
光
統
は
四
宗
と
言
う
も
、
収
め
ざ
る
所
あ
り
」
と
し
て
、
さ
ら
に
開
い
た
コ
ハ
宗
」
で
あ
る
。
陳
鍾
山
耆
闇
寺

安
廩
の
所
用
と
さ
れ
る
。
そ
の
前
四
は
慧
光
の
四
宗
に
同
じ
く
、
第
五
は
「
真
宗
」
と
し
て
法
華
経
を
挙
げ
、
第
六
は
「
円
宗
」
と
し
て

大
集
経
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
真
実
」
の
経
と
し
て
法
華
を
数
え
た
の
は
注
意
さ
れ
る
。
と
く
に
大
集
経
を
円
と
し
た
の
は

厳
を
別
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

口
半
字
・
満
字
の
二
教
を
立
て
る
も
の
。
十
二
年
前
が
半
字
教
、
十
二
年
後
が
満
字
教
と
い
う
。
後
魏
菩
薩
流
支
の
説
と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
流
志
に
は
一
音
教
、
頓
漸
二
教
、
半
満
二
教
等
の
諸
説
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
代
と
思
想
的
立
場
と
か
ら
か
よ

う
な
教
判
的
反
省
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
師
は
地
論
宗
の
祖
で
あ
り
、
ま
た
世
親
の
無
量
寿
経
論
を
伝
訳
し
た
た
め
浄
土
宗
の
一
祖

と
も
さ
れ
、
曇
鶯
に
観
経
を
授
け
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。

国
後
魏
仏
陀
三
蔵
下
の
慧
光
（
光
統
律
師
）
は
四
宗
の
判
教
を
の
べ
た
。
１
、
因
縁
宗
（
毘
曇
）
２
、
仮
名
宗
（
成
論
）
３
、
註
相

宗
（
大
品
・
三
論
）
４
、
常
宗
（
浬
藥
・
華
厳
等
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
階
の
慧
遠
や
唐
の
窺
基
に
も
依
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
一
連

の
教
判
型
の
は
じ
ま
り
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
見
え
な
い
の
が
特
色
で
あ
る
。
慧
光
は
別
に
漸
・
頓
。
円
の
三
を
立
て
た
が
、

そ
の
円
教
は
華
厳
経
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
頓
」
・
「
漸
」
と
い
う
も
前
来
の
頓
・
漸
二
教
の
立
て
方
に
於
け
る
と
は
相
違
し
、
順
序

も
「
漸
」
が
さ
き
、
「
頓
」
が
あ
と
で
、
ま
ず
１
、
無
常
か
ら
常
、
有
か
ら
空
と
漸
次
に
進
む
の
が
「
漸
教
」
２
、
常
・
無
常
を
一
具
に

説
く
の
が
「
頓
教
」
で
あ
り
３
、
華
厳
は
如
来
の
究
寛
果
海
を
説
く
か
ら
「
円
教
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
円
教
は
偏

教
に
対
す
る
意
味
で
、
光
統
律
師
が
こ
れ
を
立
て
て
か
ら
、
天
台
（
化
法
四
教
の
第
四
、
法
華
・
浬
藥
）
・
華
厳
（
五
教
の
第
五
、
華
厳
）

の
両
宗
の
ほ
か
、
道
宣
の
三
宗
教
（
そ
の
第
三
、
唯
識
円
教
）
・
日
本
の
台
密
（
真
言
教
）
・
真
宗
（
本
願
一
乗
法
）
等
で
も
内
容
は
異
な

る
が
こ
の
名
を
各
宗
の
至
極
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。

側
「
有
師
」
は
五
宗
教
を
開
い
た
。
そ
の
前
四
は
慧
光
の
四
宗
に
同
じ
く
、
た
だ
第
五
宗
と
し
て
「
法
界
宗
」
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。
護
身
寺
自
軌
大
乗
の
所
用
と
言
わ
れ
る
。
護
身
は
地
論
宗
北
道
派
道
籠
下
の
人
と
さ
れ
る
。
法
界
宗
は
、
さ
き
の
「
常
宗
」
か
ら
華
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最
も
宗
教
的
特
色
を
有
し
、
教
判
思
想
と
し
て
は
、
た
し
か
に
一
異
彩
で
あ
る
。
日
本
仏
教
と
し
て
は
、
聖
徳
太
子
の
法
華
経
、
伝
教
大

師
の
法
華
経
、
日
蓮
上
人
の
法
華
経
の
流
れ
が
教
判
思
想
史
上
の
一
枢
軸
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
伝
統
を
追
う
も
の
が
明
治
仏

教
に
至
っ
て
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

試
み
に
明
治
の
碩
学
村
上
専
精
（
一
八
五
一
’
一
九
二
九
）
の
主
著
『
仏
教
統
一
論
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
専
精
は
明
治
二
十

￥
三
年
（
一
八
九
○
）
『
日
本
仏
教
一
貫
論
』
を
出
し
た
が
、
書
題
中
「
日
本
」
は
特
に
細
字
で
あ
っ
た
。
且
そ
の
内
容
を
実
際
験
し
て
も
「
日

本
」
と
冠
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
Ｈ
万
有
の
時
空
に
即
す
る
論
、
口
万
象
の
因
果
・
無
常
・
無
我
、
白
万
有
の
本
体
論
、
卿

仏
教
哲
理
と
し
て
の
縁
起
・
実
相
二
論
、
国
空
間
的
縁
起
論
、
㈲
主
観
的
縁
起
論
、
燭
三
学
論
、
㈹
攪
破
妄
執
、
伽
迷
界
よ
り
悟
界
へ
、

同
転
迷
開
悟
達
成
論
〔
以
上
各
取
意
）
と
い
う
十
章
の
構
成
で
ご
く
一
般
的
で
あ
り
、
最
後
の
達
成
論
で
は
、
難
・
易
二
行
を
分
別
し
て

一
易
行
道
に
決
択
さ
せ
る
趣
意
の
も
の
で
、
こ
れ
を
広
義
に
と
り
教
判
的
意
図
の
も
の
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
か
ろ
う
。
は
じ
め
三
章

《
に
ほ
西
洋
学
の
影
響
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
字
面
だ
け
で
実
質
的
に
は
仏
教
の
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
ま
た
西
洋
哲
学
と
の
比
較
的
研
究
を
拒
む
ほ
ど
狭
量
な
も
の
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
意
義
を
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
思
想
的
立
場
か
ら
専
精
は
一
方
、
仏
教
の
歴
史
的
研
究
に
つ
と
め
、
そ
れ
ら
の
綜
合
的
成
果
と
し
て
明
治
三
十
四
年

（
一
九
○
一
〕
か
ら
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
長
期
に
わ
た
り
連
作
と
し
て
公
刊
し
た
の
が
前
記
『
仏
教
統
一
論
』
で
、
そ
の
「
一
貫
」

か
ら
「
統
一
」
へ
の
理
念
的
展
開
に
も
進
歩
が
見
ら
れ
る
と
共
に
、
『
統
一
論
』
そ
の
も
の
が
、
㈲
大
綱
論
、
ロ
原
理
論
、
白
仏
陀
論
、

蕊
四
教
系
論
、
〕
国
実
践
論
の
体
系
的
構
成
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
仏
一
代
の
教
学
思
想
を
統
摂
的
に
理
解
し
一
元
的
に
把
握
し
よ
う
と
す

》
る
企
て
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
専
精
は
「
原
理
論
」
の
政
で
、
普
寂
（
一
七
○
七
’
一
七
八
こ
の
『
顕
揚
正
法
復
古
集
』

と
自
説
と
は
全
く
相
合
す
る
と
し
た
が
、
そ
こ
に
そ
の
思
想
や
立
場
が
近
世
日
本
の
開
明
期
に
お
け
る
動
き
と
そ
の
摸
を
一
に
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

五
結
論
ｌ
教
相
判
釈
と
仏
教
学



兜
現
代
の
仏
教
学
な
い
し
印
度
哲
学
に
対
す
る
村
上
専
精
の
思
想
史
的
影
響
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
論
す
る
か
ぎ
り
で
な
い
が
、
七
百
年

の
む
か
し
鎌
倉
の
凝
然
へ
一
二
四
○
’
一
三
二
Ｃ
が
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
と
い
う
史
書
と
『
八
宗
綱
要
』
と
い
う
概
論
書
を
成
し

つ
つ
↑
準
一
方
で
枕
「
三
経
学
士
」
と
し
て
太
子
讃
仰
に
つ
と
め
、
他
方
で
は
戒
学
の
宣
揚
に
尽
し
た
に
照
し
て
も
、
仏
教
の
発
達
は
歴
史
的

一
一
．
》

研
究
と
同
時
に
体
系
的
自
覚
に
本
づ
け
ら
れ
て
は
そ
の
宗
教
的
真
実
性
の
証
示
と
な
り
得
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
教
相
判

釈
」
の
歴
史
的
地
位
と
思
想
的
意
義
も
見
定
め
得
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

仏
教
は
そ
の
す
べ
て
が
ブ
ッ
ダ
の
「
さ
と
り
」
（
覚
証
）
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
成
道
の
事
実
こ
そ
歴
史
的
に
は
仏
教
の
ア
ル
フ

ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
地
上
に
お
け
る
教
化
は
八
十
才
を
一
期
と
し
て
お
わ
っ
た
。
大
乗
仏
教

は
成
道
を
「
華
厳
」
に
語
り
、
入
滅
を
「
浬
藥
」
に
示
す
。
し
か
も
華
厳
義
は
無
始
で
あ
り
浬
藥
義
は
無
終
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
両
義
を

ぬ
う
て
「
般
若
」
、
「
維
摩
」
、
「
法
華
」
、
「
携
伽
」
等
の
諸
経
は
出
で
た
。
諸
経
説
く
と
こ
ろ
各
各
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
要
は
「
初
転

法
輪
」
の
一
事
に
淵
源
し
、
そ
れ
よ
り
の
発
展
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
四
依
」
の
説
に
よ
れ
ば
、
㈲
依
義
・
不
依
語
四
風
冨
ｌ
實
呂
の
閏
目
ｇ
四

●

Ｏ

ご
言
急
冨
ぐ
冨
昌
口
四
ぐ
冨
星
目
色
１
冒
胃
勗
胃
皇
①
自
画
（
弓
号
・
〕
号
弓
！
盲
目
○
国
ｌ
宮
？
ご
國
讐
誘
冨
函
与
目
Ｉ
冨
耳
○
口
ｌ
宮
尉
９
号
富
）
口
依
智
。

ｒ
も
０
●

●

不
依
識
劃
習
守
宮
胃
勗
胃
塁
①
旨
四
ず
言
急
冨
ぐ
冨
昌
自
画
菖
言
習
四
１
宮
四
房
胃
暑
の
ご
国
（
目
号
．
、
君
１
帯
叩
ｌ
置
鼻
○
固
’
富
Ｔ
ご
國
讐
目
四
目
ｉ
ｍ
①
の
！

●

●
●
も
■
Ｕ

●

ｈ

旨
の
８
国
ｌ
冨
儲
日
Ｔ
ご
巴
白
依
了
義
経
・
不
依
未
了
義
経
昌
註
風
冨
Ｉ
の
三
国
Ｉ
冒
呂
の
胃
胃
①
国
四
三
四
ぐ
言
ぐ
冨
昌
ご
四
国
の
温
風
言
Ｉ
の
異
国
官
目

●

●

●

の
胃
四
唇
①
国
四
（
弓
ご
》
零
眉
の
の
’
壱
四
豆
ユ
○
国
’
ぬ
嵐
冒
Ｑ
ｏ
Ｉ
乱
①
Ｉ
匿
風
。
ご
－
℃
四
７
ず
国
画
善
今
四
コ
’
ず
四
三
Ｉ
』
ｏ
旨
’
ぬ
嵐
自
己
ｏ
ｌ
且
①
Ｉ
盲
風
ｏ
ｐ
Ｉ
も
胃
目
了
す
］
巴

●

働
依
法
・
不
依
人
堅
言
自
国
Ｉ
宮
自
勗
胃
画
①
邑
邑
ず
冨
乱
国
ぐ
冨
冒
旨
四
で
且
彊
旨
Ｉ
冒
鼻
］
の
胃
呈
ｇ
四
（
弓
凄
．
〉
⑦
言
の
ｌ
盲
鼻
。
旨
’
君
？
ご
画
暮

●

●

彊
働
ｌ
園
長
Ｉ
毎
吋
８
〒
宮
畷
ｒ
山
国
Ｔ
ご
巴
と
い
う
。
（
維
摩
経
、
法
供
養
品
第
十
三
参
照
）
一
音
教
の
判
を
は
じ
め
と
し
て
全
教
判
思
想
は
、

●

要
す
る
に
「
四
依
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。
成
道
と
浬
藥
を
二
つ
の
支
点
と
も
支
柱
と
も
し
て
、
大
小
の
震
幅
を
も
っ
て
仏

教
の
教
理
思
想
は
語
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
否
、
こ
れ
か
ら
も
一
層
に
多
く
語
り
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
以
上
の
ご
と
ぎ

「
教
相
判
釈
」
；
を
歴
史
的
一
貫
的
に
眺
め
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
企
て
そ
の
も
の
に
対
し
て
毛
或
は
批
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判
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
教
判
概
念
の
固
定
化
と
教
判
理
念
の
普
遍
性
と
は
自
ず
か
ら
別
で
あ
る
。
恐
ら
く
最
も
正
し
い
意

味
に
お
い
て
教
判
的
な
反
省
や
批
判
と
そ
れ
に
基
つ
く
宗
教
的
自
覚
の
前
進
を
必
要
と
す
る
の
が
現
代
な
の
で
あ
ろ
う
。

１
村
上
博
士
『
仏
教
統
一
論
』
は
金
沢
大
学
暁
烏
文
庫
所
蔵
本
に
依
っ
た
が
、
同
書
第
三
編
「
仏
陀
論
」
（
明
三
八
、
一
月
出
版
）
巻
末
余
白
に
赤
鉛

筆
で
次
の
暁
烏
師
に
よ
る
書
込
み
が
あ
る
。
同
書
の
社
会
的
思
想
的
影
響
の
ほ
ど
が
偲
べ
る
。
（
文
中
、
非
無
と
は
敏
の
義
で
師
の
号
）

明
治
三
十
八
年
六
月
十
三
日
よ
り
十
八
日
ま
で
読
了
、
古
井
村
願
力
寺
滞
在
中
。
連
日
の
雨
天
、
本
書
に
光
泰
得
た
る
を
感
謝
す
。
非
無

２
第
六
回
世
界
仏
教
徒
会
議
が
今
秋
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
開
催
さ
る
る
に
参
加
出
席
の
機
に
イ
ン
ド
仏
蹟
（
こ
と
に
仏
誕
・
成
道
・
初
転
法

輪
・
入
滅
の
四
大
霊
地
）
巡
拝
の
便
が
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
体
験
の
上
、
近
き
将
来
本
稿
の
再
考
亮
期
し
た
い
。
（
三
六
、
一
○
、
三
一
）

３
仏
蹟
巡
拝
は
前
記
以
外
に
王
舎
城
（
霊
鶯
山
）
・
舎
衛
城
（
祇
園
精
舎
）
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
の
諸
祉
等
に
も
及
び
得
た
。
ま
た
タ
ジ
マ
ハ
ー
ル
（
ア

グ
ラ
）
等
の
回
教
寺
院
や
ジ
ャ
ィ
ナ
、
ヒ
ン
ズ
ー
両
教
の
實
際
を
も
多
少
見
学
し
、
こ
と
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー
ル
遣
趾
群
へ
到
り
得
た
の
は

大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
北
畠
道
龍
師
が
七
日
を
要
し
た
香
港
ま
で
の
旅
程
が
い
ま
で
は
ジ
ェ
ッ
ト
機
で
三
時
間
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
（
同
師

『
天
竺
行
路
次
所
見
』
三
冊
も
暁
烏
文
庫
か
ら
借
覧
。
師
が
プ
ッ
ダ
ガ
ャ
に
到
っ
た
の
は
明
治
十
七
年
十
二
月
四
日
）
仏
教
徒
会
議
議
決
事
項
中
、

最
も
将
来
性
あ
る
も
の
の
一
に
、
南
方
・
北
方
両
佛
教
の
統
合
的
研
究
セ
ン
タ
ー
を
三
目
宛
Ｐ
Ｉ
Ｐ
望
少
ｚ
国
ご
己
己
国
扇
司
胃
ｚ
の
目
弓
ご
目
同
（
ア

ジ
ア
相
互
仏
教
研
究
所
）
の
名
で
開
設
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
た
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
釈
尊
発
見
、
大
乗
仏
教
の
そ
れ
に
つ
ぐ
第
三
次
の
釈
尊
発
見
が

現
代
仏
教
の
根
本
課
題
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
に
本
稿
の
再
吟
味
を
予
定
し
た
が
一
層
精
確
を
成
し
て
か
ら
に
し
た
い
。
当
面
こ
れ
で
お
許
し
乞

う
。
（
三
七
、
三
、
二
三
。
校
了
に
当
り
）

付
記
。


