
一
二

壽
靈
の
生
存
年
代
と
其
華
巌
教
學

石

、
井

教

道

『
、
日
本
佛
歡
々
學
史
上
に
於
け
る
壽
靈
教
學
の
價
値

た
と

へ
僅
か
な
材
料
で
も
、
.そ
れ
が
其
時
代
の
.文
化
を
代
表
す
る

も

の
で
あ
る
な
れ
ば
、
其
價
値
は
大
き
い
。
今
こ
の
壽
靈
の
五
教
章

指
事
三
巻
は
正
に
そ
の

一
で
あ
る
。
凡
そ
壽
靈
の
生
存
年
代
は
嚴
密

に
は
解
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
大
体
、
奈
良
朝

の
人
と
見
な
さ

れ
、
そ

の
思
想
、r並
び
に
他
の
教
學

と
の
交
捗
が

、其
立
場
に
於
て
論

じ
ら
れ
て
來
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
も
し
読
の
如
く
奈
良
朝
の
人
と

・す
れ
ば
、
時
恰
も
申
華
宗
歡
史
と
し
て
は
最
も
燦
爛
た
る
唐
朝
文
化

の
な
籃

ん
な
時
代
で
あ

つ
て
、
彼
ρ
四
明
(轂
行
鋒
第
二
、
正

藏
四
六
、
八
七
一
)
が
、

「性
相
兩
宗
を
簡
ぶ
は
此
れ
乃
ち
賢
首
よ
り
出
づ
」

と
い
ふ
た
性
相

兩
宗
の
三

一
諍
論
の
主
役
を
な
し
た
智
儼

・
賢
首
法
藏
獨
玄
奘
、
慈

恩
は
、
我
が
奈
良
朝
初
期
に
は
生
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
法
相
宗

の
初
惇
」
,二
傳

の
道
昭
、
知
通
、
知
逹
は
玄
奘
に
法
を
う
け
た
と
云

は
れ
、
第
四
傳
の
道
慈
は
撲
陽
智
周
に
つ
い
て
唯
識
學
を
う
け
て
天

甼
七
年
に
歸
朝
し
て
ヤ
る
の
で
あ
る
。

叉
、
華
嚴
經
を
始
め
て
我
が

國
[で
講
じ
た
審
鮮
は
直
接
法
藏
か
ら
華
嚴
學
を
傳

へ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
れ
ば
三

一
諍
論
の
花

々
し
い
論
議

も
我
國
に
輸
入
さ
れ
て
い

て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
法
藏

の
著
書
多
い
中
に
も
、
特
に

三
乘
の
外
に

一
乘
の
あ
る
事
を
主
題
と
し
て
製
作
ざ
れ
た
芽
の
名
も

相
應
し
い
華
嚴

一
乘
教
義
分
齊
章
を
釋
し
た
の
が
壽
靈
の
指
事
で
あ

る
。
も
し
そ
れ
想
定
さ
れ
て
い
る
や
う
に
、
良
辨
や
慈
訓
あ
た
り
の



宋
弟
で
§
も
あ
る
な
ら
ば
、
壽
靈
に
も
法
藏
の
温
い
息
が
通

つ
て
い

た
と
み
る
事
も
出
來
る
。
さ
う
い
う
素
地
の
下
に
指
事
を
見
る
と
、

三
乘
に
野
す
る
嚴
し
い
批
制
も
成
る
程
と
首
肯
で
き
る
點
も
あ
る
。

加
之
、
今
な
を
千
古
の
偉
觀
を
誇
る
奈
良
大
佛
は
、
梵
網
經
の
盧
舍

那
説
も
あ

つ
て
、
其
構
圖
は
假
り
に
梵
網
と
し
て
も
、
其
精
神
は
華

嚴
佛
格

の
象
徴
で
あ
る
事
は
、
當
時
の
諸
種
文
献
に
依

つ
て
知
り
う

る
。
そ

の
象
徴

の
裏
づ
け
と
な
る
思
想

面
は
正
に
こ
の
指
事
が
う
け

も

つ
事

と
な

つ
て
、
其
價
値
は
い
よ
く

増
大
す
る
こ
と
Σ
な
る
の

で
あ
る
。

果
し
て
指
事
は
奈
良
朝
の
華
嚴
思
想
代
表
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う

か
、
吾
人
聊

か
疑
問
あ
る
故

に
左
に
疑
議

の

一
端
を
述
べ
て

江
.湖
賢
哲
の
示
教
を
待
つ
事
に

し
た
。

二
、
奈

良

朝

壽

靈

説

壽
靈
の
奈
良
朝
読
を
稱

へ
た
人
は
、
吾
人
管
見
の
致
す
所
で
は
あ

る
が
、
嚢

了
榮
整

の
讓

大
系
(
一
、
一

五
頁

)
に

「
東
大
寺
羅

に

徴
す
れ
ば
、
良
辨

の
上
足
な
り
と
云
ふ
」
の
が
初
見
で
あ
る
。

こ
れ

に
依
る
と
、
東
大
寺
草
紙
な
る
も
の
は
い
つ
頃
の
も

の

か

解

ら

ぬ

が
、
湯
次
氏
よ
り
さ
き
に
奈
良
朝
読
、を
稱

へ
た
も

の
N
あ

つ
た
事
が

壽
艱
の
生
存
年
代
と
其
華
嚴
教
學

解
る
℃

然
し
其
論
據
を
知
る
事
の
出
来
ぬ

の
を
殘
念
に
思
ふ
o
次
は

島
契

簔

授
の

藁

大
寺
壽
靈
の
籬

學
に
就
て
L
(教
理
と
史
論

二
二
七
頁

)

で
あ
る
o
氏
は
先
づ
圓
超
の
勅
録

(
狙
九

一
四
)
に
載

つ
て
ゐ
る
か

ら
、
そ
れ
以
前
の
人
で
あ
る
事
は
確
實
で
あ
る
。
更
に
年
代
を
減
縮

で
ぎ
る
の
は
、
室
海
歸
朝

(曲
八
〇
六
)

の
際
に
も
た
ら
し
た
經
疏

を
録
し
た
御
請
晉

録
(佛
全
二
、

二
四
頁

)
に

蠱

嚴
經
堕

部
三
+
巻

澄

觀
法
師
撰
」
と
あ
る
。
然
る
に
壽
靈
は
慧

苑
の
刊
定
記
を
有
力
な
參

考
書
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
澄
觀

の
そ
れ
を
引
用
し
て
い
な
い

か
ら
、
そ
れ
以
前

の
も
の
と
い
ふ
事
が
出
來
る
。
叉
、

一
面
、
指
事

の
中
に
天
台
の
章
疏
が
屡

々
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
天
台
章
疏

の
我

國

へ
の
將
來
は
鑑
眞

(ゆ
七
五
四
)

と
想
定
さ
れ
日て

い

る

か

ら
、
そ
れ
以
後
數
年
を
加

へ
て
、
室
海
將
來
と
の
間
、
約
四
十
年
間

に
出

來
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更

に
審
鮮
、
慈
訓
の
寂
年

を
參
考
し
、
同
時

の
華
嚴
學
匠
良
辨
、
嚴
智

、
智
撮
等

の
生
存
年
時

を
參
考
し
て
之
を
考

へ
て
み
る
と
、
壽
靈

は
少
く
と
も
良
辨
、
慈
訓

門
下

の
後
輩
と
見
る
事
が
出
來
る
と
詳
細

に
論
議
決
擇
さ
れ
た
の
で

あ
つ
た
。
大
屋
徳
城
氏
も

(東
大
寺
史

l
o
o

)
奈
良
槊

簍

初
期
の
作
の

一
と
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
今
日
ま
で
は
奈
良
朝
の
作
と
考

へ
ら
れ

一
三



て

ゐ

る

の
で

あ

る
。

三
、
年

安

朝

壽

靈

読

壽
靈

の
生
存
年
代

に
つ
い
て
は
、
島
地
教
授
生
存
中
屡

々
提
起
さ

れ
た
問

題
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
當
時
吾
人
ば
何
等
材
料
を
持
た
な
か

つ
た
の
で
、
そ
の
読
を
承
服
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
其
後
、

遇

々
東

大
寺
解
除
會

の
表
白
を
見
る
に
至
り
、
甼
安
朝

の
人
と
見
る

の
が
爰
當
で
な
い
か
と
考

へ
る
や
う
に
な

つ
た
の
で
あ
る
。
抑

々
こ

の
解
除
會
な
る
も

の
は
、
延
喜
元
年
に
始
め
て
行
は
れ
る
や
う
に
な

つ
た
も

の
で
あ

つ
て
、
毎
年
七
月
廿
八
日
に
國
内

の
疫
病
除
災
の
爲

め
に
所
願
す
る
行
事
と
し
て
起

つ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
表
白

の
中

に
、愼

敬
白
二
三
世
常
住
淨
妙
法
身
摩
訶
毘
廬
舍
那
十
身
具
足
廬

舍

那

佛
-

諸
賢
聖
衆
一而
言
、
1

抑
今
大
會
者
延
喜
第

二
暦
晩
夏

下
八
天
以
二東
寺
明
徳
惠
軫
上
綱
一爲
二
講
師
一
以
ご
大
安
寺
法
匠
壽

靈
大
徳
一爲
二讀
師
↓
初
爲
二七
寺
群
衆
大
會
一請
二
三
百
口
之
衆
僭
一

今
爲
一二

寺
一專
二誠
勤
行

一崛
二

百
ロ
之
淨
侶
一云
云

と
あ
る
。
こ
の
表
白
の
丈
句
は
時
代
に
依

つ
て
修
補
改
作
さ
れ
た
所

一
四

も
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
皮
實
に
つ
い
て
は
、
法
式
の
事
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
ま
Σ
を
傳

へ
て
ゐ
る
ど
み
て
よ
い
か
と
思
ふ
。
然
し

蜑

早

四
年
に
勅
に
依
つ
て
嚢

し
た
圓
超
の
華
嚴
宗
章
蠶

(灘

盞

叫
一
)
に
は

「
薮

指
事
1r1　
'
東
大
寺
壽
靈
述
」
と
あ
る
の
に

今
こ
の
表
伯
に
は
大
安
寺
壽
靈
と
あ
ゐ
。

果
℃
て
彼
此
同

一
人
か
別

人
か
を
判
定
す
る
資
料
を
持
た
ぬ
。
寧
ろ
別
人
と
見
る
論
も
あ
る
や

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
確
實
な
史
料
も
な

い
や
う
で
あ
る
。
故

に
こ

れ
は
更

に
考
究
の
蝕
地
も
あ
る
が
、
今
は
且
ら
く
下
の
理
由
に
依

つ

て
同

一
人
と
見
て
置
く
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
下
に
述
べ
る
如
く
、
指

事

の
内
容
か
ら
見
て
甼
安
朝
の
人
と
み
る
方
が
遖
當
で
あ
り
、
且

つ

指
事
作
耄

簸

は
、
永
超
の
東
域
傳
讐

鑾

上

(佛
全
日
録
部

第
一
、
三
八
)
並

に
別
本
圓
超
目
鑾

三
(佛
全
日
鋒
第

二
、
三
七
三
)
に
は

「
薮

指
事
三
卷
、

興

幅
寺
壽
令
撰
」
と
あ
り
、
高
山
寺
所
藏
の
明
慧
眞
筆
五
教
指
事
に
も

興
輻
寺
壽
令
造
三
卷
と
あ
る
如
く
、
必
ず
し
も
指
事
作
者
壽
靈
は
東

大
寺
壽
靈
に
限
ら
な
い
事
が
解
る
。
惟

ふ
に
所
住
の
寺

の
期
年
を
異

に
す
る
當
時
學
匠
の
別
穩
と
見
る
事
が
出
來
る
と
思
ば
れ
る
事
情
等

に
依
り
、
今
は
大
安
寺
壽
靈
を
指
事
作
者

と

一
往
見
て
置
く
で
あ
ら

う
、
前
述
の
如
く
、
指
事

の
内
容
か
ら
見
て
、此
れ
を
奈
良
朝
に
置
く



に
は
餘

り
に
も
進
み
過
ぎ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
例

へ
ば
指
事
上
本

(
正
藏
七
二
、

二
=
〒

)
に
依
る
と
、
薮

章
に
三
埜

あ
る
事
蠱

明
す
る
た

め
十
箇
條
を
擧
げ
て
ゐ
る
第
七
に
根
縁
受
者
差
別
の

一
條
が
あ
る
。
・

そ
の
繹
下
に
性
起
品
中
の

「
無
量
億
那
由
他
劫
に
善
根
を
修
す
る
に

未
だ
此

の
經
を
聞
か
ず
、
聞
く
と
雖
も
111�
　
jず
、
是
を
假
名
菩
薩
と

名
つ
く
」
と
い
ふ
文
が
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
其
文
を
有
人
は
三
阿
僭

祗
劫
を
す
ぎ
て
佛
果
を
得
、
後
に

一
乘
に
轉
向
す
る
と
い
ふ
意
に
解

し
て
ゐ

る
が
、
.か
Σ
る
事
は
上
古
の
賢
哲
も
云
は
ず
、
思
禪
師
智
者

も
か
Σ
る
読
を
な
し
て
い
な
い
◎
叉
、
名
聲

」
朝
に
高
く
、
學
は
六

宗

に
普

く
、
近
く
は
審
鮮
に
、
遠
く
は
法
藏
に
依
ら
れ
た
慈
訓
の
上

に
も
か

乂
る
読
は
な
い
。
全
く
愚
情

一
義
、

、謗
法
重
罪
,
闡
提
頂
、

宋
葉
愚
夫
、
何
ぞ
誑
心
を
發
し
妄
読

に
迷
ふ
や
等
と
猛
烈
な
勢
を
も

つ
て
ニ

ク
所
に
竜
亘
つ
て
攻
撃
し
て
ゐ
る
。
延
喜
か
ら
凡
そ
五
十
年

後
の
天
暦
年
間
に
作
ら
れ
た
馨

の

乘

蒹

紀
(
正
藏
七

二
、
三
四
)
に
も

兩
読
を

あ
げ
で
ゐ
る
が
、
極
め
て
穩
や
か
な
記
述

の
仕
方
か
ら
み
る

と
、
壽

靈
の
時
は
正
に
兩
読

の
封
峙
し
允
と
き
を
あ
ら
は
し
て
い
る

や
う
で
あ
る
。
叉
、
六
義
爲
因
縁

の
中
の
果
倶
有
を
室
有
力
待
縁
と

義
釋
し
た
儼
藏
二
師
の
文
に
封
し

「
有
云
因
縁
倶
故
名
倶
有
義
。
此

壽
靈
の
生
存
年
代
と
其
華
嚴
教
學

読
不
爾
」
と
云
ひ
、
自
ら
果
倶
有

の
因
は
必
ず
三
縁
を
待
つ
て
生
ず

る
か
ら
非
孤
と
も
云
は
れ
た
と
い
う
読
を
な
し
て
ゐ
る
。

こ
の
兩
読

は
、
叢

の
五
警

聽
鈔
上
(
佛

全

四
六
〇
)
に
依
る
と
、
天
録
三
年
に
權

大
僣
都
で
あ
つ
た
東
大
寺
の
饕

(黷

と
)
と
藥
師
寺
叢

(
棚
誘

)

と
の
論
爭
で
も
あ

つ
た
事
を
記
し
て
い
る
。
か
く
華
嚴
學
と
し
て
は

可
な
り
突

つ
こ
ん
だ
論
議
を
記
し
て
ゐ
る

が
、
寧
樂
華
嚴
は
そ
こ
ま

で
進
ん
で
ゐ
な
い
と
思
は
れ
る
。
圓
超

の
責

任
あ
る
目
録
で
も
、
壽
靈

と
願
圓

の
著
書
を
あ
げ
て
ゐ
る
の
み
で
他

に
奈
良
朝
華
嚴

の
書
を
あ

げ
て
い
な
い
の
を
見
て
も
想
像
で
き
る
。
尤
も
大
佛
建
立
と
い
ふ
所

ま
で
華
嚴
學
が
進
ん
で
い
た
と
考

へ
ら
れ
る
節
も
あ
る
が
、
か
り
に

あ
れ
を
華
嚴
佛
格
の
象
徴
で
あ
る
と
假
定

し
て
も
、
少
く
と
も
日
本

華
嚴
思
想

の
發
展
象
徴
と
み
る
た
め
に
は
、
。
思
想

と
其
の
象
徴
と
が

餘
り
に
も
近
接
し
過
ぎ
て
ゐ
る
。
大
體

.思
想
が
藝
術
化
す
る
ま
で
に

り

は
相
當

の
年
月
を
要
す
る
の
が
古
來
の
例

で
あ
つ
て
、
現
代
の
や
う

に
、
有
名
な
小
読
が
す
ぐ
映
書
化
さ
れ
る
や
う
な
わ
け
に
は
行
か
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
華
嚴
の
發
足
を
見
る
と
、
天
平
八
年
に
道
溶

に
依

つ
て
華
嚴
經
疏
が
も
た
ら
さ
れ
、
同
十
二
年
に
初
め
て
華
嚴
經

が
講
ぜ
ら
れ
、
同
十
五
年
十
月
十
五
日
に
大
佛
建
立
の
詔
勅
が
出
る

一
五



と
い
ふ
驅
け
足
で
あ
る
。
あ

の
尨
大
に
し
て
且
つ
深
遠
な
華
嚴
思
想

が
、贐
そ

ん
な
に
安
價
に
早
く
日
本
國
民
に
浸
透
し
て
藝
術
化
す
る
ま

で
に
な

つ
た
と
は
考

へ
ら
れ
ぬ
。
加
之
、
指
事
、
普
機

の
華
嚴

一
乘

開
鑰

(篋

馨

の
」
霎

私
記
芝

可
な
り
詳
し
く
華
嚴
の
佛

陀
論
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
、
大
佛
開
眼
後
凡
そ
七
十
有
餘
年
後

の
普
機

の
釋
等
に

一
言
も
奈
良

の
大
佛

に
論
及
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ

こ
と
は
、
少
く
と
も
日
本
華
嚴

の
思
想
發
展
の
象
徴
と
見
ら
れ
な
い

こ
と
を
雄
辯
に
物
語

つ
て
ゐ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
尤
も
、
天
耶
勝
寶
元

年
十
二
月
に
左
大
臣
橘
諸
兄
が
詔
を
奉
し
て
八
幡
大
神
入
京
の
時
に

讀
み
あ
げ
た
宣
命

の
中
に

「去

ニ
シ
辰
ノ
年
、
河
内
ノ
國
大
縣
ノ
郡

知
識
寺

に
坐
次
ル
盧
舍
那
佛
ラ
オ
ロ
ガ
、ミ
マ
ツ
リ
テ
朕

モ
作
リ
奉
ラ

ン
ト
思

フ
云
云
」
と
あ
る
如
く
、
聖
武
帝

は
知
識
寺
の
盧
舍
那
佛
を

拜
し
て
大
佛
造
立
の
志
願
を
起
し
玉
ふ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
範
は

申
華
丈
化
の
中
に
採
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
唐
文
化
と
奈
良
甼
安

文
化
の
交
流
を
み
れ
ば
容
易
に
理
解
の
で
き
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
多
く

の
入
が
注
目
し
て
ゐ
る
や
う

に
、
奈
良
大
佛

の
出
來
る
七
十

二
年
前
、
唐
高
宗
が
皇
后
武
氏
の
協
力
を
得
て
造
立
さ
れ
た
洛
陽
龍

門
の
盧
舍
那
佛
が
手
本
と
な
つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。

(矯

齲

欟

一
六

驚

蠶

佛
)齧

に
國
分
寺
を
建
て
て
嚢

の
山咼
場

襞

峯

の

所
願
を
爲
さ
し
め
ら
れ
た
の
も
、
中
華
に
は
既
に
隋
文
帝
が
三
十
州

に
建
塔
し
て
舍
利
を
安
置
さ
れ
、
叉
則
天
武
皇
が
諸
州
に
大
雲
寺
を

建
て
た
と
い
ふ
先
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
か
く
云

へ
ば
と
て
全

然
華
嚴
思
想
に
無
關
係
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
ゆ
開
眼
の
日
に

隆
霹
が
華
嚴
經
を
講
じ
て
い
る
し
、
聖
鋳
帝
七
々
日
忌
に
遺
寶
を
盧

舍
那
佛
に
献
し
玉
ふ
た
願
文
に
も
速
到
華
藏
寶
刹
恒
受
妙
樂
絡
遇
舍

那
之
法
筵
云
云
等
、
さ
う
し
た
華
嚴
思
想
と
み
る
べ
き
文
献
は
あ
る
。

然
し
そ
れ
は
東
大
寺
を
總
國
分
寺
と
す
る

に
相
應
し
い
所
め
、
大
乘

佛
教
徒

の
等
し
く
佛
最
初

の
読
法
、
根
本

法
輪
と
崇
め
る
華
嚴
經
を

主
と
さ
れ
た
事
は
爰
當
で
あ
る
。
こ
の
事
は
少
し
下
る
が
天
長
七
年

に
書
い
た
蓉

の
法
相
靄

章
第
三
(
正
藏
七

一
2

九
)
に

華
嚴

一
宗
今
辰
最
要
、
我
此
日
本
大
乘
聖
主
重
代
崇
仰
三
寶
賢
臣

繼
跡
安
養
四
民
聞
昔
見
今
方
是
大
乘
根
性
世
界
爾
乃
大
方
廣
佛
華

嚴
經
者
是
佛
成
道
第
二
七
日
最
初
所
読
大
乘
之
本
、
正
理
之
源
云

云
と
あ
る
に
依
つ
て
も
推
定
さ
れ
る
.
か
く
日
本
華
嚴
思
想
史
か
ら
み

て
、
奈
良
朝
よ
り
も
罕
安
朝
に
壽
靈
を
下
し
て
み
る
方
が
適
當
か
と



考

へ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
數

へ
る
の
は
、
三

一
兩
乘
爭
論
史
か
ら

見
て
、
指
事

の
論
を
奈
良
朝
に
引
き
上
げ
る

の
は
無
理
で
あ
る
と
思

ふ
。
前
に
も

い
ふ
た
如
く
、
我
が
奈
良
朝
の
初
め
に
當
る
唐
期
に
於

て
は
、
三

一
乘
諍
論
の
燦
爛
た
る
花
を
嘆
か
し
た
大
徳
な
ほ
生
存
中

で
あ
り
、
直
接
、
そ
れ
く

の
人
師
に
つ
い
て
修
學
し
て
離
朝
し
た

人
も
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
當
然
、
我
が
奈
良
朝
に
於
て
も
三

一
諍

論
の
花
が
喋

い
て
い
て
も
無
理
は
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
種

々
綜
合

し
て
み
る
と
、
日
本
の
奈
良
朝
に
於
け
る
三

一
兩
乘
關
係
に
關
す
る

限
り
中
華
と
稍
そ
の
趣
き
を
異
に
し
、
寧
ろ
兩
者
は
友
好
的
で
あ
つ

た
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
法
相
は
己
に
四
嬉
も
あ

つ
て
根
を
下

し
て
い
る
の
に
、
新
來
の
華
嚴
が
そ
れ
に
樹
す
る
の
に
は
餘
り
に
貧

弱
で

あ
つ
た
爲
め
で
な
い
か
と
も
考

へ
ら
れ
る
。
彼
の
良
辯

の
後
別

當
職

に
つ
い
た
慈
訓
も
本
來
は
法
相
宗

の
人
で
あ
り
、
義
正
が
奏
し

て
華
嚴
宗
旨
を
嗣
が
し
め
た
長
朗
も
法
相
宗

の
人
で
あ

つ
た
。
そ
れ

等
の
人
が
急
に
轉
向
し
て
先
習
教
學
の
三
乘
法
相
を
貶
斥
し
た
と
は

考
べ
ら
れ
ぬ
。
少
し
下
る
が
護
命
の
研
神
章
で
も
、
三
論
、
天
台
に

は
毒
筆
を
振

つ
て
い
る
所
も
あ
る
が
、
華
嚴

に
對
し
て
は

一
言
も
罵

詈
を
加

へ
て
い
な
い
。
長
朗
の
弟
子
義
聖
は
、
長
朗
の
読
を
聞
い
て

壽
靈
の
生
存
年
代
と
其
華
嚴
致
學

五
教
章
の
私
記
を
作
つ
た
と
い
ふ
か
ら
、
そ
れ
が
あ
る
と
こ
の
問
題

を
鮮
明
に
す
る
上
に
有
力
で
あ
る
と
思

ふ
が
、
現
存
し
な
い
の
は
遺

憾
で
あ
る
o
然
し
凝
然
が
屡

々
古
徳
私
記
と
し
て
援
引
し
て
い
る
の

が
恐
ら
く
そ
れ
で
な
い
か
と
推
測
す
る

の
で
あ
る
が
、
か
り
に
そ
れ

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
援
引
し
て
い
る
文

に
關
す
る
限
り
三

一
諍
論
に

觸
れ
て
ゐ
る
所
が
な
い
。
も
し
三
乘
に
甥
す
る
議
論
で
も
し
て
い
た

な
れ
ば
、
恐
ら
く
其
文
を
引
い
た
事
と
思
ふ
。
そ
れ
が
な
い
の
は
三

一
諍
論
に
つ
い
て
は
極
め
て
緩
漫
で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
と
考

へ
ら

れ
る
ゆ
然
る
に
夲
安
朝
に
入

つ
て
は
、
傳
歡
封
徳

一
の
諍
論
は
中
華

の
そ
れ
を
想
起
せ
し
む
る
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
が
特
に
劇
し
か
つ
た

の
は
、
叡
山
教
團

の
獨
立
問
題
を
含
ん
で
い
た
か
ら

一
暦
勢
を
添

へ

た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
程
で
も
な
い
が
、
學
的
に
は
南
都
佛
教
中

に
も
三

一
の
諍
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
o

中
に
於
て
も
指
事
の
態
度
は

可
な
り
劇
し
い
の
で
あ
る
。
帥
ち
上
末

(
正
藏
七
二
(

ニ
ニ
三

)
に
三

一
兩
乘
の

相
違
無
量
あ
る
が
、
略
し
て
十
義
を
あ
ぐ
と
い
ふ
て
十
個
の
問
題
に

甄
す
る
三

一
兩
乘
の
相
違
を
述

べ
て
い
る
が
ゐ
其
大
多
數
は
、
華
嚴

學
で
扱
ふ
三

一
分
剿
に
三
種
あ
る
中
、
法
相
樹
抗
に
用
ゆ
る
成
不
成

門
の
三

一
刹
に
依

つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
正
し
く
法
相
三
乘
を
甄

一
七



手
と
し
て
い
る
事
は
明
了
で
あ
る
。
法
藏
が
五
教
章
の
下
卷
に
十
個

の
問
題
を
撰
出
し
.
五
教
に
つ
い
て
分
別
し
て
い
る

の
と
比
較
し
て

み
る

と
き
、
其
態
度
の
著
じ
る
し
く
異

つ
て
ゐ
る
の
を

看

取

し

う

る
。
そ

し
て
十
個
の
相
違
を
あ
げ
て
後
、

「
以
深
密
大
乘
爲
權
歡
大

乘
以
華
嚴
等
爲
眞
教

一
乘
也
是
故
彼
法
輪
中
不
攝
別
教

一
乘
、
若
守

へ

も

へ

權
乖
實

歸
權
甚
爲
可
愍
」
と
評
し
て
い
る
所
を
も

つ
て
み
て
も
、
正

t
く
法

相
劉
手
で
あ
る
事
が
解
り
、
愍
む
べ
し
と
結
ん
で
ゐ
る
。
此

外
、
靉

大
乘
と
呼
ん
で
い
る
所
は
多
い
。
馨

(艇
軽

鬱

の

一
乘
義
私
記
に
は

「
麁
宗
」

「
麁
義
」
と
貶
し
て
い
る
如
ぎ
は
、
傳

歡
が
三
乘
家
を
指
し
て
麁
食
者
猿
猴
者
と
貶
し
た
の
を
想
起

せ
し
む

る
程
、
だ
ん
く

荒

々
し
く
な

つ
て
ゐ
る
。
徇
壽
靈
が
三
乘
家

に
嚴

し
く

あ
た
つ
た
餘
波
と
も

い
ふ
べ
き

一
挿
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
曾
て

島
地
先

生
が
疑
問
と
し
て
提
出
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
帥
ち
五
大
院

安
餐

、
胎
鑿

剛
菩
提
装

略
問
答
鈔
の
第
三

懸

些

、)
に
突

然
左

の
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。

東
大
寺
壽
靈
法
師
執
佛
受
苦
、
身
爛
命
死
如
彼
立
云
諸
佛
受
苦

一宗

如

來
回
心
一宗
心
法
質
碍

一票
草
木
縁
慮
一宗
同

一
無
性
故

一因
縁
起
相

由
故

一監
ハ
相
圓
融
故

一田
佛
帥
衆
物
故

一因
二
乘
帥
佛
故

一因
色
法
帥

一
八

心
故

一因
今
云
證
道
説
草
木
有

心
者
印

同
邪
義

壽
靈
の
指
事

の
何
處
に
も
佛
受
苦
読
も
な
く
、
因
明
釋
を
し
た
所
も

な
い
の
に
、
突
然

か
X
る
事
を
簿

へ
た

の
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
ふ

問
題
で
あ
る
。
尤
も
六
相
圓
融
等
誤
ら
れ
易
い
點
は
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
身
爛
し
て
死
す
と
い
ふ
の
は
何
故

か

一
の
疑
問
で
あ
る
が
、

一

往
自
分
の
考

へ
を
つ
け
加

へ
て
置
く
と
い
ふ
て
島
地
教
授
は
、
そ
れ

は
法
相
學
徒
が
、
壽
靈
の
學
読
之
人
格

と
を
誣

い
た
も
の
で
あ
ら
う

と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
全
く
同
感
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
恐
ら

く
華
嚴
家
で
法
相
貶
斥
の

一
挿
話
と
し

て
常
に
い
ふ
順
憬
奈
落
迦

の

返
報
で
な
い
か
恵

ふ
。
そ
れ
は
宋
高
鬱

第
四
(
正
藏
五
〇
、

七
二
八

)
に
、

玄
弉
に
つ
い
て
學
び
、
大
變
に
稱
賛
さ
れ
た
朝
鮮
の
順
憬
が
、
華
嚴

の
信
滿
成
佛
を
信
じ
な
か
つ
た
の
で
、
忽
ち
大
地
が
裂
け
て
地
獄
に

落
ち
た
。
今
徇
廣
さ
丈
餘
あ
る
。
順
憬
捺
落
迦
と
い
ふ
と
あ
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
程
嚴
し
く
三
乘
に
劉
抗
し
た
事
を
あ

ら
は
す
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
要
す
る

に
壽
靈
の
三
乘
に
封
す
る
態

度
は
可
な
り
嚴
肅
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
奈
良
朝
華
嚴
に
は
相
應
し
く

な
く
、
寧
ろ
平
安
朝
の
思
想
と
見
る
の
が
爰
當
と
思
ふ

理

由

で

あ

る
。



四
、
澄
觀
疏
引
用
な
き
理
由

島
地
教
授
が
有
力
な
理
由
と
さ
れ
た
澄
觀

の
疏
を

一
度
も
指
事
に

引
か
れ

て
ゐ
な
い
と
い
ふ

一
事
を
何
う
み
る
か
と
い
ふ

問

題

が

あ

る
。
按
ず
る
に
、
室
海
將
來
以
後
、
華
嚴
學
書
の
中
に
引
用
さ
れ
て

い
な
い
も
の
は
他
に
も
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
指
事
に
限
つ
た
わ
け
で

は
な
い
。
例

へ
ば
天
長
頃
の
作
で
あ
る
華
嚴

一
乘
開
心
論
の
如
き
殘

闕

一
卷
で
は
あ
る
が
、
刊
定
記
は
引
用
七
て
ゐ
る
も
、
澄
觀
の
疏
は

一
度
も
引
用
し
て
ゐ
な
い
。

叉
、
天
暦
年
間
の
檜
春
の

一
乘
義
私
記

も
同
様
で
あ
る
。
加
之
、
法
相
宗
護
命

の
法
相
研
神
章
の
四
車
家
に

五
智
徳

あ
り
と
云
ひ
、
」
光
宅
寺
雲
法
師
、
二
天
台
山
智
頻
師
、
三

法
藏
師
、
四
慧

苑
師
、
神
州
の
聖
徳
太
子
の
五
大
徳
を
あ
げ

て
ゐ
る

が
、
澄
觀
は
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
學
界
に
紹
介
さ

れ
な
か

つ
た
か
の
理
由
は
解
ら
ぬ
が
、
少
く
と
も
甼
安
朝
上
代
に
は

澄
觀
の
存
在
は
無
靦
さ
れ
、
反
つ
て
慧
苑
の
読
が
用
い
ら
れ
た
の
で

あ

つ
た
。
恐
ら
く
鎌
倉
期
に
入
り
華
嚴
傳
燈

の
正
不
正
論
が
起
り
、

慧
苑
は
背
師
自
立
の
人
と
見
倣
さ
れ
、
其
代
り
に
澄
觀
が
重
用
靦
さ

れ
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
尤
も
鎌
倉
期
の
論
草
紙

壽
靈
の
生
存
年
代
と
其
華
嚴
歡
撃

に
で
も
慧
苑
疏
が
平
氣
で
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
.あ
る
。

五
、
日
本
華
嚴
教
學
史
上
の
地
位

上
來
の
所
論
を
か
り
に
許
し
て
卒
安
朝

の
作
と
し
て
も
、
日
本
華

嚴
學
史
丘
普
機

の
華
嚴

一
乘
開
心
論
を
除

い
て
最
古
の

著

書

で

あ

る
。
加
之
、
法
藏
の
五
教
章
に
つ
い
て
の
注
釋
と
し
て
は
中
華
、
朝

鮮
、
日
本
を
通
じ
て
最
古
の
も
の
と
云
ひ
得
る
と
思
ふ
。

か
く
も
古

い
も
の
が
、
白兀
全
に
今
日
ま
で
學
界
を
賑
は
し
て
來
た

と

い

ふ

事

は
、
指
事
の
持

つ
價
値
が
、
代

々
の
華
嚴

學
徒
に
認
め
ら
れ
、
次
か

ら
次

へ
轉
學
流
傳
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
事

を
物
語

つ
て
ゐ
る
事
を
思

ふ
と
き
、
指
事
の
價
値
は
重
大
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し

最
古
の
作
で
あ
る
だ
け
共
内
容

は
充
實
さ
れ
て
い
な
い

憾

み

は

あ

る
。
詳
し
い
所
も
あ
る
が
、
五
教
章
下
卷

の
十
門
分
別
は
極
め
て
簡

單
な
解
釋
で
絡

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
中
華
華
嚴

の
中
で
も
智
儼
、
法

藏
、
朝
鮮

の
元
曉

の
歡
學
は
讀
ん
で
い
る
が
、
其
後
の
天
台
學
、
密

教
、
禪
等

と
交
渉
の
あ

つ
た
澄
觀
、
宗
密

の
華
嚴
に
は
全
然
觸
れ
て

い
な
い
。
法
藏
の
華
嚴
學
に
就
て
も
研
究
が
行
き
屆
い
て
い
な
い
點

が
少
く
な
い
。
例

へ
ば
、
華
嚴
學
と
し
て
は
教
義
の
中
核
を
な
す
十

一
九



玄
論
に

つ
き
、
五
教
章
、
金
獅
子
章
等

に
明
す
十
玄
と
、探
玄
記
、
華

嚴
旨
歸
等

に
明
す
十
玄
と
順
序
の
相
異
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
諸

藏
純
雜

具
徳
門
を
廣
狹
自
在
無
碍
門
と
代

へ
、
唯
心
廻
轉
善
成
門
を

主
俘
圓
明
具
徳
門
に
代

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
つ
き
、
指
事
も
氣
は
つ

い
て
い
た
か
ら
諸
藏
純
雜
具
徳
門
の
下
に

「疏
及
旨
歸
無
此
門
也
」

と
註
し
て
は
ゐ
る
が
、
何
故
二
門
を
代

へ
た
か
に
つ
い
て
は

一
言
も

ふ
れ
て
ゐ
な
い
。
況
し
て
慧
苑
の
疏
を
読
ん
で
ゐ
る
事
は
解
る
が
、

慧
苑
獨
自
の
徳
相
十
玄
、

業
用
十
玄

に
つ
い
て

は

一
言
も
費
し

て

ゐ
な
い
。
叉
、
六
相
の
除
事
に
就
て
も
、
共
通
概
念
た
る
苦
無
常
等

に
依

つ
て
現
象
事

々
の
相
帥
を
読
く
如
き
、
精
研
さ
る
べ
き
點
が
少

く
な
い
o
然
し
何
と
い
ふ
て
も
日
本
華
嚴

の
最
古
の

一
で
あ
つ
て
、

然
も
代

々
の
華
嚴
學
徒
が
珍
重
し
た
内
容
あ
る
點
を
考

へ
る
と
き
、

其
價
値

は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
上
、
年
安
朝

の
佛
教
界
に
花
を

さ
か
し

た
三

一
諍
論
を
研
究
す
る
上
に
は
見

の
が
す
事

の
出
來
ぬ
思

想
史
料

の
有
力
な

一゚
で
あ
る
。

因
に
付
記
し
て
置
ぎ
だ

い
事
は
、
北
河
原
公
海
僭
正
の
談
話
に
、

指
事

の
中
に
、
宋
朝
四
註
家
の
読
を
引
用
し
て
い
る
所
が
あ
る
と
い

う
事
で
あ
る
。
吾
入
未
だ
其
文
を
見
な
い
が
、
も
し
そ
れ
が
事
實
と

二
〇

す
れ
ば
、
當
然
こ
れ
は
平
安
朝
の
も

の
と

い
ふ
有
力
な

一
理
由
と
な

る
。
後
日
研
討
し
て
補
筆
・し
た
い
と
思
ふ
。


