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伝
教
大
師
最
澄
に
帰
せ
ら
れ
る
「
末
法
灯
明
記
』
は
、
字
数
に
し
て
僅
か
四
千
字
に
も
満
た
な
い
述
作
で
あ
る
が
、

ζ

の
書
ほ
ど
、
そ

の
規
模
を
超
え
て
、

日
本
仏
教
史
上
に
お
い
て
、
目
立
た
ぬ
な
が
ら
も
意
外
に
広
汎
な
思
想
的
影
響
を
後
世
に
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
は
稀

で
あ
ろ
う
。
親
驚
聖
人
は
「
教
行
信
証
』
の
化
身
土
巻
に
こ
の
『
記
』
の
大
部
分
、

す
な
わ
ち
六
割
五
分
ほ
ど
を
引
用
し
て
、
末
代
の
旨

際
を
明
ら
か
に
す
る
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
こ
の
「
記
』
が
果
し
て
こ
れ
ま
で
撰
者
と
信
じ

ら
れ
て
き
た
伝
教
大
師
最
澄
自
身
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
所
謂
、
親
撰
・
偽
撰
論
に
は
焦
点
を
置
か
ず
、

仮
に
真
撰
説
を

と
っ
た
場
合
、

乙
の
戸
記
』
の
撰
述
目
的
は
一
体
ど
の
よ
う
な
処
に
在
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
を
大
局
的
見
地
か
ら
考
察
し
て
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親
鷺
が
こ
の
ヨ
山
』
を
最
澄
の
親
撰
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
挟
ん
で
い
な
い
こ
と
は
、

『
教
行
信
証
』
中
の
引
用
箇
処
に
お
い
て
「
最

澄
製
作
」
と
記
し
て
い
る
乙
と
か
ら
も
明
瞭
に
伺
え
る
が
、
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
方
｜
｜
法
然
上
人
・
栄
西
禅
師
・
日
蓮
上
人
等

l
ー
も
、

『
末
法
灯
明
記
』
の
思
想
的
意
義
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同
様
に
最
澄
親
撰
を
自
明
の
乙
と
と
受
け
と
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
『
記
』
の
親
撰
・
偽
撰
問
題
に
関
し
て
は
、
江
戸

時
代
以
来
、
数
多
の
議
論
が
闘
わ
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
天
台
・
浄
土
・
律
・
真
の
各
宗
の
学
者
を
は
じ
め
と
し
て
、

日
本
歴
史
研

究
家
か
ら
も
、
真
偽
両
論
が
次
々
と
提
出
さ
れ
、
今
日
ま
で
の
処
何
れ
と
も
決
定
的
な
落
着
を
見
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
但
し
、

近
年
、
親
撰
説
よ
り
は
偽
撰
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
そ
れ
ら
全
て
に
目
を
通
し
て
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

入
手
し
得
る
だ
け
の
数
量
的
に
限
ら
れ
た
論
考
の
み
に
触
れ
た
上
で
卑
見
を
開
陳
す
る
乙
と
に
な
る
の
で
、

乙
乙
で
は
親
撰
・
偽
撰
の
問

題
に
立
ち
入
る
資
格
は
な
く
、
ま
に
そ
れ
を
敢
て
す
る
心
算
も
な
い
。

に
だ
親
驚
の
場
合
、

代
表
的
に
且
つ
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
と
り
わ
け
鎌
倉
期
の
各
宗
の
祖
師
方
の
思
想
に
及
ぼ
し
て
い
る
と
の
『
記
』

の
影
響
が
等
し
並
み
に
少
な
か
ら
ざ
る
こ
と
に
対
す
る

驚
き
の
念
に
触
発
さ
れ
て
、

『
記
』
の
顕
わ
そ
う
と
し
て
い
る
思
想
の
主
眼
が
ど
の
よ
う
な
所
に
あ
り
、

ま
た
白
木
仏
教
思
想
の
流
れ
の

中
で
、

ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
巡
ら
し
て
み
た
い
。
但
し
全
く
著
者
ぞ
措
定
せ
ず
、

単
に
無
名
の
著
作

と
し
て
扱
う
こ
と
は
甚

r不
便
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
留
ら
ず
、
大
前
提
を
欠
く
憾
み
も
あ
る
の
で
、

筆
者
の
こ
の
問
題
に
対
す
る

立
場
を
敢
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ま
で
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
諸
先
学
の
労
作
・
立
論
に
接
し
た
限
り
で
は
、
真
撰
説
の
方
に
偏

い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
思
想
は
伝
教
大
師
、
記
述
は
同
時
代
或
い
は
後
世
の
伝
教
以
外
の
筆
に
成
る
可
能
性
を
認

め
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
も
尚
、
偽
撰
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
諸
点
、

例
え
ば
、
伝
教
大
師
滅
後

年
目
に
、
大
師
上
足
の
門
人
仁
忠
が
撰
述
し
た
「
叡
山
大
師
伝
』
に
大
師
の
著
述
十
九
部
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
、

そ
の
中
に
『
末

法
灯
明
記
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
伝
教
大
師
と
入
唐
求
法
を
共
に
し
た
修
禅
院
和
尚
・
義
真
撰
と
伝
え
る

『
伝
教
大
師
御
撰
述

目
録
』
中
で
は
、
百
九
十
三
部
を
挙
げ
た
後
で
、

『
末
法
灯
明
記
』
以
下
八
部
を
「
右
外
」
の
部
類
に
入
れ
、

問
題
を
含
む
書
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
な
ど
、
幾
つ
か
の
疑
点
に
関
し
て
は

一
層
の
解
明
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
記
』
自
体
に
表
詮
さ
れ
に
思

想
と
、
相
次
ぐ
僧
尼
統
制
令
の
出
さ
れ
た
奈
良
朝
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
時
代
背
景
と
の
対
照
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

親
撰
説
を
仮



に
採
る
こ
と
に
、

そ
れ
程
の
無
理
は
な
い
か
に
思
わ
れ
る
。

『
末
法
灯
明
記
』
の
提
起
し
て
い
る
最
大
の
問
題
は
、
何
よ
り
も
先
ず
無
戒
名
字
の
比
丘
を
「
末
法
の
真
宝
」
で
あ
る
と
し
、
末
の
世

を
照
ら
す
灯
明
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
。

乙
れ
は
遠
く
釈
尊
の
遺
誠
の
「
白
灯
明
・
法
灯
明
」
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
と
に
末
法
史
観
に
立
っ
て
、
時
機
相
応
の
法
の
あ
り
方
に
為
政
者
の
注
意
を
喚
起
し
、

正
法
時
代
の
制
規
を
末
法
時
代
の
比
丘
僧
に
そ

の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
の
不
当
で
あ
る
乙
と
を
訴
え
、
僧
尼
の
取
締
り
に
当
る
為
政
者
に
抗
議
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
や
や
も
す
れ

lま

一
見
破
戒
・
無
断
の
僧
徒
の
あ
り
方
を
弁
護
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
事
実
こ
れ
迄
に
雲
照
律
師
等
少
な
か
ら
ぬ
人

び
と
が
そ
の
よ
う
に
解
し
た
形
跡
が
あ
る
も
の
の
、
内
実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

時
機
相
応
と
い
う
視
点
に
立
つ
時
、
単
に
仏
教
の

威
信
を
傷
つ
け
る
存
在
と
の
み
見
ら
れ
る
末
世
の
無
戒
名
字
の
比
丘
も
、

か
け
替
え
の
な
い
存
在
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
、

と
主
張
し
て
、

い
わ
ば
価
値
観
の
転
換
を
強
く
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
見
末
法
の
必
然
性
を
説
く
に
終
始
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
が
、

そ
の
根
抵
は
、
実
は

「
人
間
性
L

と
「
持
戒
」
の
問
題
を
そ
の
中
核
と
し
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

小
乗
仏
教
の
僧
団

中
心
の
持
律
主
義
は
、
広
く
大
衆
の
救
済
を
目
指
す
大
乗
仏
教
運
動
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
仏
教
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

乙
れ
は
時
代
の
要
求
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
社
会
的
救
済
の
裏
付
け
の
な
い
個
人
の
救
済
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
人
間
性
の
必
然
の

要
請
に
応
え
に
も
の
と
一
＝
T
J乙
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
末
法
灯
明
記
』
の
成
立
も
、

や
は
り
、
余
り
に
も
形
式
的
な
律

法
主
義
に
よ
る
人
間
性
に
対
す
る
過
度
の
圧
迫
に
対
す
る
止
か
に
止
ま
れ
ぬ
反
援
に
そ
の
端
を
発
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

そ
の
文

面
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。

乙
の
場
合
、

王
法
の
側
か
ら
の
仏
法
の
側
へ
の
政
治
的
・
政
策
的
圧
迫
が
直
接
の
き
っ
か
け
を
な
し
て
い
る
乙

と
は
確
か
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
根
抵
に
は
、
過
度
の
持
律
主
義
・
厳
粛
主
義
的
生
き
方
に
耐
え
得
ぬ
人
間
性
の
側
か
ら
の
必
然
の
反
接

が
基
と
な
っ
て
い
る
乙
と
は
明
白
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

『
灯
明
記
』
の
主
張
は
、
先
学
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
腐
敗
・
堕
落
し

に
奈
良
仏
教
の
取
締
り
に
当
っ
た
桓
武
朝
廷
の
度
重
な
る
仏
教
統
制
政
策
が
、

王
法
の
仏
法
に
対
す
る
干
渉
の
限
度
を
超
え
て
い
た
こ
と
、

『
末
法
灯
明
記
』
の
思
想
的
意
義

一
一一一一
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四

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
明
白
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
増
し
て
、

そ
れ
ら
の
諸
政
策
が
、
僧
尼
の
人
間
性
の
無
視

な
い
し
は
否
定
に
基
い
て
い
る
と
感
受
し
た
人
び
と
の
人
間
性
自
体
の
側
か
ら
の
自
発
的
拒
絶
反
応
を
代
弁
す
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
乙
と
は

乙
れ
は
単
に
仏
法
対
王
法
の
政
治
的
問
題
に
留
ま
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
実
に
人
間
性

の
存
非
に
係
わ
る
問
題
が
そ
の
根
抵
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
『
灯
明
記
』
は
、

正
像
末
三
時
思
想
の
変
遷
や
五
五

百
年
説
ぞ
表
立
て
つ
つ
、
末
法
の
世
到
来
の
歴
史
的
必
然
性
を
説
く
に
急
な
る
か
に
見
え
る
も
の
の
、

そ
の
中
核
は
、
持
戒
・
持
律
の
問

題
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

寸
灯
明
記
』
の
文
中
、

若
し
正
法
の
時
の
制
文
を
以
て
、

し
か
も
末
法
の
世
の
名
字
の
僧
を
制
せ
ば
、
教
と
機
と
相
北
き
、
人
と
法
と
合
せ
ず
。

と
述
、
べ
、

『
四
分
律
』
の

非
制
を
制
せ
ば
、
是
の
制
三
明
の
記
す
る
所
を
断
ず
。

の
文
を
引
い
て
い
る
箇
処
が
正
に
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
情
尼
令
の
基
を
な
し
て
い
る
「
四
分
律
』
の
戒
法
は
、

正
法
時
の
制
で
あ

っ
て
、
末
法
時
の
制
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
を
以
て
末
法
の
時
に
全
面
的
に
遵
守
す
る
こ
と
を
迫
る
の
は
、

「
非
制
e

管
制
す
る
」

も
の
で
あ
っ
て
、
仏
陀
の
慧
眼
に
よ
る
予
見
を
損
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

『
灯
明

記
』
は
、

乙
の
主
張
に
よ
り
末
法
の
世
の
無
戒
名
字
の
比
丘
僧
の
あ
り
方
巻
、

に

r徒
に
弁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

正
法

時
の
理
想
主
義
的
規
範
を
、
末
法
時
の
現
実
の
比
丘
僧
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
規
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
為
政
者
の
側
の
時
代
錯
誤
的

律
法
主
義
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
親
驚
は
「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
引
用
を
省
略
し
て
い
る
が
、

『
灯
明
記
』
は
こ
の

為
政
者
の
理
想
と
し
て
立
て
る
聖
僧
、

つ
ま
り
、
形
式
墨
守
の
似
而
非
持
律
者
を
「
破
国
の
瞳
L

と
呼
び
、

正
法
時
の
戒
律
か
ら
は
逸
脱



し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
末
世
の
無
戒
名
字
の
比
丘
僧
を
敢
え
て
「
保
家
の
宝
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
し
て
究
極
的
に
は
「
破
国
の
瞳
」
を

も
摂
取
し
て
、
持
戒
・
破
戒
両
者
が
共
に
一
味
の
仏
法
に
生
か
し
め
ら
れ
て
、
形
式
で
な
く
内
実
を
備
え
た
僧
尼
の
存
在
を
断
絶
せ
し
め

る
こ
と
な
く
、
持
戒
・
破
戒
を
共
に
包
摂
す
る
よ
う
な
高
次
の
教
え
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、

国
家
の
存
立
も
自
ず
か
ら
確
保
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
結
ん
で
い
る
。

と
の
結
文
の
言
葉
に
照
ら
し
て
み
る
時
、

『
灯
明
記
』
の
意
図
は
形
式
的
持
律
者
、

並
び
に
そ
れ
を
規
範
と
し
て
末
法
の
世
に
お
い
て

も
尚
且
つ
固
執
し
て
や
ま
な
い
為
政
者
を
憎
む
の
余
り
、
全
面
的
に
否
定
し
去
ろ
う
と
目
論
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

却
っ
て
形
式
に
捉

わ
れ
た
偽
善
的
僧
徒
を
も
摂
取
し
て
、
共
に
真
の
仏
道
建
立
に
励
も
う
と
い
う
創
造
的
な
意
図
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ

る
。
文
中
に
見
ら
れ
る
激
烈
な
表
現
、
例
え
ば
、

末
法
の
中
に
お
い
て
は
但
一
一
一
日
教
の
み
あ
っ
て
行
証
な
し
。
も
し
戒
法
あ
ら
ば
破
戒
あ
る
べ
し
。
す
で
に
戒
法
な
し
。
何
れ
の
戒
を
破

す
る
に
よ
っ
て
し
か
も
破
戒
あ
ら
ん
。
破
戒
な
お
無
し
。

い
か
に
況
ん
や
持
戒
を
や
。

と
か
、

あ
る
い
は
、

今
論
唄
す
る
と
こ
ろ
は
、
末
法
に
は
唯
名
字
の
比
丘
の
み
あ
り
。
乙
の
名
字
ぞ
世
の
真
宝
と
な
し
て
更
に
福
田
な
し
。

け

中
に
持
戒
の
者
あ
ら
ん
も
、
す
で
に
こ
れ
惟
異
な
り
。
市
に
虎
あ
ら
ん
が
ど
と
し
。
此
れ
誰
か
信
ず
ベ
け
ん
や
。

た
と
い
末
法
の

等
が
見
ら
れ
る
が
、

乙
れ
ら
は
一
見
、
破
戒
を
擁
護
し
、
持
戒
を
建
前
と
す
る
伝
統
的
な
考
え
方
の
み
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
為
政

者
を
た
だ
非
難
す
る
に
終
始
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
結
文
に
も
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
決

し
て
「
破
邪
」
の
み
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
顕
正
」
の
願
い
に
裏
打
ち
き
れ
た
建
設
的
で
真
撃
な
真
実
の
仏
法
擁
護
論
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
根
抵
に
は
正
像
末
の
歴
史
観
の
明
ら
か
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
単
に
人
聞
か
ら
遊
離

し
た
史
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

一
部
の
選
ば
れ
た
も
の
の
み
の
救
済
を
目
、
ざ
す
持
律
主
義
が
、

歴
史
の
趨
勢
に
逆
行
す
る
小

『
末
法
灯
明
記
』
の
思
想
的
意
義

一
二
五
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乗
的
形
式
至
上
主
義
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
見
透
し
、
万
人
の
平
等
に
救
済
さ
れ
る
と
と
を
目
ざ
す
内
実
あ
る
大
乗
円
頓
戒
の
思
想
こ
そ
が
、

歴
史
の
趨
勢
に
叶
う
時
機
相
応
の
法
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

乙
れ
は
決
し
て
戒
律
否
定
、

な
い
し
は

破
却
を
目
ま
す
も
の
で
は
な
く
、
内
実
を
伴
わ
ぬ
形
式
的
持
律
生
活
に
堕
し
が
ち
な
安
易
な
戒
律
観
の
偽
善
性
を
鋭
く
洞
察
し
、

よ
り
高

次
な
大
乗
円
頓
戒
の
確
立
を
目
、
ざ
す
積
極
的
な
提
言
で
あ
る
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
何
故
に
、
単
に
「
塞
髪
を
剃
除
し
、
袈
裟
を
着
す
る
」
の
み
の
無
戒
名
字
の
比
丘
の
存
在
が
、
末
世
に
お
い
て
そ
れ
程
ま
で
に
重

要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
僧
尼
の
綱
紀
が
素
乱
し
て
移
し
い
数
に
上
る
と
い
う
末
法
を
思
わ
せ
る
世
相
に
直
面
し
て
、
当

時
の
為
政
者
の
と
ろ
う
と
し
た
方
途
は
、
度
重
な
る
桓
武
天
皇
の
詔
勅
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
僧
紀
の
厳
正
化
と
、

そ
れ
に
十
全
に
は
従

え
ぬ
僧
尼
の
人
間
性
の
軽
視
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ら
が
末
法
史
観
に
照
ら
し
て
は
無
論
の
こ
と
、

人
間
性
の
自
然
に
照
ら
し
て

も
現
状
の
真
の
打
開
策
と
し
て
は
全
く
当
を
得
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
夙
に
見
透
し
て
い
に
の
が
『
灯
明
記
』

の
著
者
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

乙
の
『
記
」
の
作
者
は
そ
れ
ま
で
余
り
に
も
多
く
の
上
べ
花
け
持
律
・
持
戒
を
標
し
つ
つ
、

そ
の
実
比
丘
僧
と
し
て
適
わ
し
か
ら

ぬ
、
在
俗
の
信
徒
よ
り
も
一
層
偽
善
的
で
悪
質
な
僧
の
事
例
を
屡
々
見
て
来
に
体
験
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
な
上
ベ

忙
け
の
出
家
に
比
べ
れ
ば
、

「
居
酒
髪
を
剃
除
し
て
袈
裟
を
着
」
し
た
の
み
の
比
丘
僧
が
、

た
と
い
戒
法
か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、

そ
の
袈
裟
姿
の
徳
の
故
に
、
無
言
の
裡
に
周
囲
を
教
化
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
を
良
く
認
め
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

ζ

の
無
言
の
教
化
の
計
り
知
れ
ぬ
宗
教
的
感
化
の
真
価
に
『
灯
明
記
』

の
著
者
は
目
覚
め
て
い
た
に
違
い
な

ぃ
。
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
」
第
三
・
袈
裟
功
徳
の
巻
で

乙
の
仏
衣
仏
法
の
功
徳
、

そ
の
伝
仏
正
法
の
祖
師
に
あ
ら
．
ざ
れ
ば
、
余
輩
は
い
ま
ピ
あ
き
ら
め
ず
。



と
述
べ
袈
裟
に
内
在
す
る
測
り
知
れ
ぬ
功
徳
は
常
人
の
窺
い
得
、
ぎ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
旨
奇
道
破
し
て
い
る
。
そ
し
て

乙
の
衣
を
伝
持
し
頂
戴
す
る
衆
生
、

か
な
ら
ず
二
三
生
の
あ
ひ
に
に
得
道
せ
り
。

た
と
ひ
戯
笑
の
に
め
利
益
の
た
め
に
身
に
著
せ
る
、

か
な
ら
ず
得
道
因
縁
な
り
。

と
も
述
べ
て
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
袈
裟
を
着
用
し
て
も
、
間
違
い
な
く
さ
と
り
吾
作
る
悶
縁
た
る
こ
と
ぞ
断
言
し
て
、

袈
裟
の
も
つ

絶
対
的
な
目
に
見
え
ぬ
功
徳
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
動
機
は
と
も
あ
れ

あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
、
剃
頭
著
袈
裟
よ
り
こ
の
か
に

一
切
諸
仏
に
加
護
せ
ら
れ
に
て
ま
つ
る
な
り
。

と
剃
髪
・
著
袈
裟
の
功
徳
が
そ
れ
を
実
践
す
る
人
の
身
に
直
ち
に
表
わ
れ
、

現
実
の
眼
に
は
見
え
ぬ
領
域
で
そ
の
人
に
酬
わ
れ
る
旨
を
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
一
克
が
自
己
の
さ
と
り
の
眼
に
映
じ
た
僧
形
自
体
に
内
在
す
る
功
徳
を
指
摘
し
て
い
る
乙
と
は
、

一
つ
の
宗
教

的
真
実
を
道
破
し
に
も
の
と
し
て
確
か
に
注
目
に
値
し
よ
う
。
道
元
は
又
、

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
袈
裟
を
受
持
せ
ん
は
、
宿
善
よ
ろ
ζ

ぶ
べ
し
、
積
功
累
徳
う
に
が
ふ
べ
か
ら
ず
。

と
述
べ
、
袈
裟
の
着
用
に
ま
で
及
ぶ
の
も
、
容
易
な
ら
、
ざ
る
宿
善
の
故
で
あ
る
と
そ
の
奇
し
き
因
縁
を
讃
え
、

ま
に

す
な
は
ち
乙
れ
如
来
毎
み
に
て
ま
つ
る
な
り
。
仏
説
法
を
き
く
な
り
。

と
ま
で
極
言
し
て
い
る
。

ζ

の
深
い
洞
察
は
常
人
は
表
面
上
の
私
行
の
善
悪
に
捉
わ
れ
て
、
遇
々
著
衣
の
人
の
罪
業
、

非
行
を
遣
責
す
る

に
終
始
し
が
ち
で
あ
る
が
、
袈
裟
の
行
っ
て
い
る
常
恒
不
断
の
説
法
の
功
徳
は
そ
の
過
失
を
ば
償
っ
て
尚
余
り
あ
る
も
の
で
あ
る
ζ

と
を

達
見
し
て
い
る
が
、
実
に
こ
の
よ
う
な
超
越
的
な
霊
性
の
世
界
の
論
理
が
こ
こ
に
宿
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
灯
明
記
』
の
作
者
が
破
戒
・
無
戒
を
顧
み
ず
、
敢
て
悪
無
碍
を
礼
讃
せ
ん
と
す
る
倣
慢
な
態
度
か
ら
全
く
距
っ
て
い
た
こ
と
は
、
陪
封

頭
l乙

霊E
Iζ 

愚
僧
等

天
網
l乙
率主
婦－，よ

し

厳
科
に
術
仰
す
。

ね

い

し

ょ

い

と

ま

未
ピ
寧
処
す
る
に
逗
あ
ら
ず
。

『
末
法
灯
明
記
』
の
思
想
的
意
義
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と
冒
頭
か
ら
謙
虚
な
姿
勢
を
表
白
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
伺
え
る
。

そ
も
そ
も
持
戒
・
持
律
の
生
活
は
、

そ
れ
が
厳
正
に
行
わ
れ
れ

ば
行
わ
れ
る
程
、
十
全
に
理
想
に
副
い
得
ぬ
わ
が
身
の
現
実
が
明
白
に
な
っ
て
来
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
真
の
持
戒
者
に
お

い
て
こ
そ
、
益
々
破
戒
・
悪
行
の
自
覚
が
強
く
意
識
さ
れ
て
来
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

「
天
網
に
率
容
し
、
厳
科
に
傭

仰
す
」
る
態
度
は
互
い
に
手
を
引
き
合
わ
せ
て
法
の
制
裁
を
待
ち
、
備
し
て
厳
し
い
と
が
め
を
ま
つ
因
果
を
昧
ま
さ
ぬ
姿
勢
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

『
灯
明
記
』
の
筆
者
と
目
さ
れ
る
最
澄
も
そ
の
「
願
文
」
に
お
い
て

愚
の
中
の
極
愚
、
狂
の
中
の
極
狂
、
塵
禿
の
有
情
、
低
下
の
最
澄
。

と
表
白
し
て
求
道
の
第
一
歩
を
記
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

乙
の
厳
し
い
自
省
が
、
親
矯
の
「
愚
禿
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
親
驚
の
師
法
然
上
人
の
「
十
悪
の
法
然
一
房
、
愚
痴
の
法
然
房
し
の
白
覚
や
、

又
、
例
え
ば
、
笠
置
の

解
脱
上
人
貞
慶
の
「
余
の
悪
道
に
在
る
ζ

と
は
己
が
舎
宅
の
ご
と
し
」
等
も
、
戒
師
を
以
て
知
ら
れ
た
諸
聖
の
卒
直
な
自
己
表
白
で
あ
る

事
実
に
、
殊
に
意
義
深
き
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
持
戒
の
実
は
、
表
向
き
の
持
戒
の
姿
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
持
戒
の
生

活
の
実
践
に
よ
っ
て
藷
ら
さ
れ
た
断
慌
・
機
悔
の
心
の
深
さ
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
灯
明
記
』

の
中
に
流
れ
る
心
情
が
、
突
に

乙
の
漸
塊
の
心
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た
末
法
と
い
う
時
機
の
自
覚
で
あ
る
点
に
、

乙
の
小
著
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
又
、

こ
の
著
者
が
果
し
て
最
澄
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
義
が
些
か
も
さ
し
は
さ
ま
れ
ず
、

伝
教
大
師
で
あ
る
と
の
言
い
伝
え

が
そ
の
ま
ま
真
受
け
に
さ
れ
て
、

そ
の
中
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
が
直
か
に
後
世
の
心
あ
る
諸
師
の
共
感
を
呼
び
起
し
、

各
自
の
仏
道
形

成
の
基
盤
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
事
実
に
こ
そ
、

一
層
大
な
る
歴
史
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



四

以
上
の
乙
と
は
、
恰
度
、
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
所
謂
幾
多
の
「
偽
経
」
の
類
が
、
他
の
「
正
経
」

に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
広
汎
な
宗
教
的

影
響
と
感
化
を
及
ぼ
し
て
来
た
歴
史
的
事
実
に
も
比
一
扇
す
べ
き
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
真
撃

な
宗
教
的
情
熱
に
鼓
吹
さ
れ
て
生
ま
れ
に
も
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
そ
れ
ら
を
貫
く
「
ま
こ
と
」
が
文
字
を
超
え
、

一
口
語
を
超
え
、
民

族
、
時
代
を
超
え
て
、
心
あ
る
求
道
者
の
心
に
訴
え
か
け
て
反
応
を
呼
び
起
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
道
の
歴
史
は
こ
の
よ
う
に
し

て
形
造
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
灯
明
記
』
の
宗
教
的
生
命
も
、

そ
の
例
外
で
は
な
く
、
鎌
倉
期
の
新
仏
教
の

諸
聖
の
心
に
及
ん
で
は
じ
め
て
、
然
る
べ
き
応
答
を
見
出
し
た
と
い
う
事
実
は
、
多
分
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

乙
の
『
記
』
が
平
安
初

頭
か
ら
鎌
倉
期
に
至
る
ま
で
埋
も
れ
て
い
た
と
い
う
ζ

と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

そ
れ
ま
で
は
、
乙
の
『
記
』
の
思
想
の
真

価
を
認
め
得
る
宗
教
性
が
未
熟
で
あ
つ
に
か
ら
だ
と
言
う
こ
と
は
、
果
し
て
極
論
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
『
記
』
が
鎌
倉
期
に
急

に
脚
光
を
浴
び
化
事
実
は
、
単
に
比
叡
山
に
お
け
る
「
伝
教
大
師
最
澄
」
と
い
う
名
の
天
台
法
華
宗
創
立
者
と
し
て
の
権
威
の
み
に
依
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
却
っ
て
乙
の
短
か
い
『
灯
明
記
」

の
中
の
文
字
に
一
裏
打
ち
き
れ
た
真
の
戒
法
の
復
活
を
求
め
る
蟻
烈
な

精
神
が
、
む
し
ろ
、

そ
れ
ら
の
諸
聖
の
真
の
宗
教
性
を
戟
発
す
る
機
縁
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

『
灯
明
記
』

ア
」
み
」
阜
、

末
法
に
要
望
さ
れ
る
も
の
は
、
少
数
の
形
式
的
・
模
範
的
持
戒
者
で
は
な
く
、

む
し
ろ
多
数
の
無
戒
名
字
の
比
丘
で
あ
る
と
い
う
大
胆
な

思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
仏
教
が
、

小
乗
か
ら
大
乗
へ
と
発
展
を
遂
げ
る
自
然
の
趨
勢
を
裏
書
き
す
る
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
、
他
己
の
救
済
な
く
し
て
自
己
の
救
済
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
、

人
間
性
の
最
奥
の
宗
教
的
要
求
に
一
一
一
一
口
葉
を
与
え
た
も
の

と
言
え
よ
う
。
こ
乙
に
こ
そ

『
灯
明
記
』
が
単
に
奈
良
か
ら
平
安
仏
教
へ
の
橋
渡
し
的
役
割
を
荷
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

平
安
か
ら
鎌
倉

へ
か
け
て
の
新
仏
教
運
動
の
共
通
の
指
導
理
念
と
し
て
役
立
ち
得
に
所
以
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
末
法
灯
明
記
』
の
思
想
的
意
義
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『
末
法
灯
明
記
』
の
思
怨
的
意
義

。

『
灯
明
記
』
に
代
表
さ
れ
る
末
法
思
想
の
影
響
は
、
普
通
、
法
然
、
親
驚
、
栄
西
、

日
蓮
の
諸
師
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
の
が
常
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
少
し
く
異
っ
た
角
度
か
ら
末
法
思
想
が
道
元
禅
師
に
も
幾
ば
く
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
痕
跡
を
見
る
乙
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
さ
き
の
『
眼
蔵
』
袈
裟
功
徳
の
巻
で
、
道
元
は

ま
こ
と
に
わ
れ
ら
辺
地
に
む
ま
れ
て
末
法
に
あ
ふ
。
う
ら
む
べ
し
と
い
へ
ど
も
、

仏
仏
嫡
嫡
相
承
の
衣
法
に
あ
ふ
た
て
ま
つ
る
。

L、

く
そ
ぱ
く
の
よ
ろ
こ
び
と
か
せ
ん
。

と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
現
に
わ
が
身
が
末
法
に
在
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
て
の
発
言
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、

『
随
聞
記
』

（二

l
一
五
）
で
は
、

僧
と
云
は
ば
、
徳
の
有
無
ぞ
撰
ば
ず
、

た
だ
供
養
す
べ
き
な
り
。
殊
に
そ
の
外
相
を
以
て
内
徳
の
有
無
を
定
む
べ
か
ら
ず
。
末
世
の

比
丘
、
柳
か
外
相
尋
常
な
る
処
見
ゆ
れ
ど
も
、

ま
た
是
れ
に
勝
っ
た
る
悪
心
も
悪
事
も
あ
る
な
り
。
伺
っ
て
、
好
き
僧
、
悪
し
き
僧

を
差
別
し
思
ふ
事
な
く
て
、
仏
弟
子
な
れ
ば
、
此
方
を
貴
び
て
、
平
等
の
心
に
て
供
養
・
帰
敬
も
せ
ば
、

必
ず
仏
意
に
叶
っ
て
利
益

も
速
疾
に
あ
る
べ
き
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
れ
は
末
世
の
僧
に
接
す
る
側
の
持
つ
べ
き
態
度
と
し
て
、

無
長
別
の
心
構
え
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
が

守
灯
明
記
』
の
唱
導
す
る
思
想
と
正
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
点
で
注
目
に
値
し
よ
う
。

以
上
の
論
点
を
要
約
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

「
末
法
灯
明
記
』
は
、

一
般
に
受
け
と
ら

れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
、
単
な
る
持
戒
否
定
の
主
張
を
主
眼
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、

む
し
ろ
真
の
戒
の
精
神
を
顕

彰
せ
し
め
る
こ
と
を
心
底
の
願
い
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
教
界
に
過
度
の
規
範
を
強
要
し
つ
つ
あ
る
為
政
者
を

ば
徒
に
弾
劾
せ
ん
と
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
末
法
に
お
い
て
は
、
僧
は
上
代
上
根
の
比
丘
の
形
を
擬
装
す
る
の
み
で
事
足
れ
り
と

す
る
の
は
時
代
錯
誤
も
甚
ピ
し
い
も
の
で
あ
る
と
そ
の
偽
善
性
を
指
摘
し
、
末
法
の
旨
際
ぞ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

無
戒
名
字



の
比
丘
の
真
の
存
在
意
義
に
開
眼
せ
し
む
べ
く
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

又
、
単
に
為
政
者
に
よ
っ
て
糾
弾
さ
れ
た
僧
尼
の
堕
落

を
弁
護
す
る
に
め
の
一
時
的
な
便
法
で
は
な
く
、
更
に
深
い
人
間
の
宗
教
的
要
求
に
基
い
て
い
る
も
の
で
、

戒
法
と
い
う
も
の
の
人
聞
社

会
に
お
い
て
有
す
る
永
遠
の
意
義
と
い
う
も
の

ひ
い
て
は
仮
令
堕
落
僧
の
上
に
で
も
認
め
ら
れ
る
仏
教
の
微
か
な
し
る
し
こ
そ
が
、

と

り
も
直
さ
ず
末
世
に
お
い
て
は
真
に
重
視
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
世
の
真
宝
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
吐
露
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

「
末
法
灯
明
記
』
の
思
想
的
意
義

一一一一一


