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華
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智

賢

李
通
玄

の
十
宗
十
教
判
は
、
そ
の
独
自
性
の
た
め
様

々
な
角
度
か
ら

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
昨
年
の
宗
教
学
会
に
於
て
、

彼
の
教
判

に
は
法
蔵

の
五
教
判
及
び
同
別
二
教
判
が
多
大
な
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
五
教
判
中
の
終
頓
二
教
を
頓

悟
的
観
点
に
於
て
見
直
し
、
そ
こ
に
樗
伽
維
摩
二
経
の
位
置
づ
け
が
あ

る
の
で
は
な

い
か
と
の
卑
見
を
述
べ
た

(宗
教
研
究
脇
)
。
そ
こ
で
今
回

は
そ
の

一
連

の
考
察
の
中
で
、
彼

の
法
華
経
に
対
す
る
見
解
を
探

っ
て

み
よ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。

一

周
知
の
と
お
り
法
華
経
は
十
宗
判
で
は
第
七
、
十
教
判
で
は
第
六
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
に
於
る
こ
の
配
列
の
相
違
は
梵

網
経

・
大
集
経
及
び
共
不
共
教

・
不
共
共
教
の
有
無
に
起
因
す
る
も
の

で
あ

っ
て
、
概
ね
そ
の
順
序
は

一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
中
、

法
華
経
は

「会
権
入
実
」
或

い
は

「
引
権
帰
実
」
を
表
す
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
「
仏
性
」
或
い
は

「捨
権
向
実
」
を
表

す
浬
契
経

の

直
前
に
置
か
れ
る
。
尤
も
十
宗
判

に
於
て
は
両
経
間
に
大
集
経
が
配
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
此
経
の
記
述
形
式
が
法
華
浬
繋
両
経
の
そ
れ

と
比
較
す
る
に

「十
種
別
」
等
を
立
て
る
方
法
が

用

い
ら

れ
て
お
ら

ず
、
従

っ
て
量
的
に
も
両
経
各

々
の
ー
/

10
に
も
満
た
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
些
か
異
質
た
る
感
を
与
え
る
。
又
、
此
経
は
十
教
判
で

は
全
く
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
何
故
十
宗
判
の
み
第
八
に
配
さ
れ
る
の

か
、

こ
の
点
で
も
疑
問
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
李
通
玄
の

大
集
経
に
関
説
す
る
箇
処
は
極
め
て
少
く
、

こ
の
問
題
解
決
に
は
彼
の

「宗
」
の
立
場
の
検
討
が
要
求
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
安
凛
等
の
外
的

影
響
も
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
今
は
論

旨
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
こ
れ
以
上
の
考
察
は
省
略
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

さ
て
李
通
玄
に
於
て
は
、
十
教
判
即
ち

「教
」

の
立
場
で
は
法
華
経

と
浬
榮
経
と
は
多
分
に
類
似
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
両
教

の
配
列
順
序
、
「引
権
帰
実
」
と

「捨
権

向
実
」
な
る
性
格
づ
け
の
他
、
「
法
華
浬
榮
両
部

の
教

は
、
化
仏

の
所
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為
た
り
と
錐

も
、
皆
彼
の
二
乗
及
び
人
天
の
種
類
を
し
て
、

一
乗
の
法

を
成
就
せ
し
め
ん
と
欲
す

(

36
.
7
3
0
C
)
。L
と
両
経
を

ほ
ぼ
同

一
に

扱

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
明
白
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
彼
の
教

判
は
、
十
教
判
中
の
共
不
共

・
不
共
共
の
二
教
を
除
け
ば
、
そ
の
配
列

順
序
が
総
じ
て
浅
↓
深
の
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

こ

の
法
華
浬
葉

の
両
経
間
に
於
て
も
何
ら
か
の
差
異
が
存
す
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
点

に
対
し
て
は
、
彼
が

「
一
部
の
経
は
倶
に
三
乗
中
第
六
時

の
教
に
し
て
、
但
、
化
相
門
中
に
説
時
の
前
後
あ
る
が
為
の
故
に
、
分

ち
て
浬
繋
経
を
第
七
時
教
と
為
す
。
然
る
に
其
の
智
境
は
古
今
の
時
を

次
第
す
る
こ
と
有
る
こ
と
無
き
な
り
。
(

36
・
7
3
6
C
)」
と
論

じ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
両
経
は

「
教
」
の
立
場
に
於
て
は
説
経
時
分
に
対
し
て

の
位
置
づ
け

に
よ
る
差
異
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
彼
が

こ
こ
に
論
ず

る

「
化
相
門
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
に

つ
い
て

は
、
筆
者
は
彼
以
前
に
於
る
そ
の
用
例
を
知
ら
な
い
の
で
諸
賢
の
御
教

示
を
仰
ぎ
た

い
。
今
は

「
化
仏
の
化
相
を
成
ず
る
を
示
す
の
時
、
麻
麦

に
苦
行
し
、

剃
髪
持
衣
す
る
に
諸
の
飾
好
を
捨
て
て
草
を
籍
く
等
の
事

の
如
し
。
(

36
・
7
3
3
a
)」
の
文

と
勘
合

し
て
、
方
便

・
権
仮

の
意
味

を
有
す
る
門

と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
と
す

る
。
以
上
、
「
教
」
の

立
場
に
於

て
、
両
経

に
根
本
的
相
違

は
み
ら
れ
ず
、
共

に

「
開
三
顕

一
」
を
明
す
法
華
経
の
立
場
を
以
て
そ
の
特
色

と

し
て

い
る
と

い
え

る
。
但
し
、

こ
こ
で
少
し
く
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
の
説
経
時

分
に
立
脚
し
て
の
両
経
の
位
置
づ
け
は
、
彼
に
於

る
天
台
の
五
時
八
教

判
の
影
響
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
こ
の
立
場
か

ら
の
み
で
、
天
台
の
影
響
を
論
ず
る
こ
と
は
早
計

で
あ
る
と
考
え
る
。

確
か
に
李
通
玄
は
化
法
の
四
教
判
を
法
蔵
を
通
じ
て
知

っ
て
い
た

こ
と

は
疑

い
な
い
。
そ
し
て
化
儀
の
漸
頓
秘
密
を
化
法

の
中
で
解
釈
し
て
い

る
こ
と
も
、
法
蔵
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
李

通
玄
と
天
台
と
の
関
係
は
探
玄
記
巻

一
に
示
す
内
容
を
此
三か
な
り
と
も

出
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ

る

(

36
。
7
3
4
C
)
。
又
、
五
時
八
教
判
自

体
既
に
学
界
で
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
結
論
が
い
ず

れ
に
あ
る
に
せ
よ
、
筆
者
は
李
通
玄
と
天
台
教
判

こ
と
に
五
時
判
と
の

関
係
は
今
後
の
研
究
に
於
て
結
論
づ
け
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
考
え
る
。

そ
れ
故
、
彼

の
論
ず

る
説
経
時
分

の
立
場

は
、
従
地
踊
出
品

に
説
く

「
四
十
余
年

(

9
・
41
C
)」
等
の
語
に
み
る
よ
う
に
法
華
経
自
体

か

ら
の
影
響
、
或
い
は
探
玄
記
に
吉
蔵
の
教
判
を
紹
介
す
る
中

「
三
に
は

摂
末
帰
本
法
輪
な
り
。
即
ち
法
華
経
は
四
十
年
後

の
説
に
し
て
廻
三
入

一
の
教
な
り
。

(

35
・
m
b
)」
と
あ
る
よ
う
に
法
蔵
か
ら

の
影
響
等

で
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。

二

次
に

「
宗
」
の
立
場
か
ら
法
華
経
の
特
色
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
が
、

こ
こ
で
は
十
宗
判
に
留
意
し

つ
つ
新
華
厳
経
論
の
中
で
ど
の

よ
う
な
点
が
特
に
注
意
さ
れ
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の

手
懸
り
と
し
た
い
。
従

っ
て
浬
繋
経
等
と
の
比
較

は
後
日
に
期
す

こ
と

李
通
玄
の
法
華
経
観

(稲

岡
)
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李
通
玄
の
法
華
経
観

(稲

岡
)

と
す
る
。

そ
れ
で
は
彼
は

「
会
権
入
実
」
と
し
て
示
す
法
華
経
の
い
か
な
る
点

に
関
心
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
試
に
新
華
厳
経
論
に
於
る
諸
経
論
の

引
用
及
び
関
説
の
頻
度
を
調
べ
て
み
る
と
、
華
厳
経
は
当
然
除
く
と
し

て
、
こ
の
法
華
経
が
他
経
論
に
比
べ
て
遥
か
に
多

い
こ
と
が
知
ら

れ

る
。

こ
の
事
実
は
少
く
と
も
李
通
玄
と
法
華
経
と
の
関
係
の
密
接
な
る

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
次
い
で
彼
が
法
華
経
の
中

で

一
番
多
く
取
上
げ
て
い
る
事
項
を
調
べ
て
み
る
と
、
提
婆
達
多
品
に

説
か
れ
る
竜

女
成
仏
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
但
し
、
「経
云
」
と

い
う
形
式
で
の
引
用
に
限
定
す

る
な
ら
ば
、
全
29
回
15
箇
処

(法
華
経

文
出
典
箇
処
)
中
、
方
便
品
14
回
6
箇
処
、
如
来
寿
量
品
5
回
2
箇
処
、

提
婆
達
多
品
2
回
2
箇
処
、
響
喩
品

・
見
宝
塔
品

・
普
賢
勧
発
品
が
2

回
-
箇
処
、
序
品

・
安
楽
行
品
が
-
回
1
箇
処
で
あ

っ
て
、
こ
こ
か
ら

で
は
彼

の
竜
女
成
仏
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
が
、
法
華
経
に
関
説
す
る
そ
の
全
体
か
ら
み
れ
ば
3
/

4
以
上

が
竜
女
成
仏
に
関
す
る
事
実
か
ら
察
し
て
、
李
通
玄
の
法
華
経
に
対
す

る
見
解
の
中
で
、
竜
女
成
仏
に
多
大
の
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否

定
で
き
な

い
。
勿
論
、
「会
権
入
実
」
と
し
て
の
法
華
経
に
対

す
る
見

解
は
、
法
蔵

に
於
る

「
同
教
」
或
い
は

「
摂
末
帰
本
」
の
立
場
と
酷
似

し
て
お
り
、

こ
と
に
五
教
章
建
立

一
乗
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
火
宅
三

車
の
喩
に
み
る
こ
の
立
場
の
論
証
と
の
関
係
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
確
か
に
竜
女
成
仏
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
彼
は
屡

々
火
宅

三
車
の
喩
を
用
い
て

「
会
権
入
実
」
の
論
証

を
行

っ
て

い
る

こ
と
か

ら
、
彼
が
こ
の
事
柄
に
対
し
て
関
心
を
払

わ
な

か

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
法
蔵
の
よ
う
に
三
車
家
、
四
車
家
の
問
題
に
ま
で

論
究
す
る
等
の
深
ま

っ
た
考
察
は
加
え
て
お
ら
ず
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
の

事
柄
は
法
蔵
を
通
じ
て
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単

に
四
車
家
の
立
場
で
こ
の
法
華
経
の
特
質
を
論
じ

て
い
く
態
度
に
は
、

筆
者
は
李
通
玄
の
法
華
経
に
対
す
る
見
解
の
基
本
的
立
場
と
し
て
、
火

宅
三
車
の
喩
に
於
て
開
三
顕

一
を
示
し
て
い
く
教
理
的
立
場
よ
り
も
、

寧
ろ
成
仏
と
い
う
実
践
的
立
場
で
会
権
入
実
を
示
し
て
い
こ
う
と
す
る

彼
の
姿
勢
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
こ
の
旨
は
十
宗

判
の
中
で

一
層
明
瞭
に
な
る
と
考
え
る
。

さ
て
、
十
宗
判

の
中
に
於
て
法
華
経
は

「
十
種
別
」
を
立
て
て
華
厳

と
の
権
実
が
決
判
さ
れ
て
い
る
。
「十
種
別

(
一
種
同
)」

の
細
部

に
亘

っ
て
の
比
較
が
な
さ
れ
る
の
は
、
維
摩
法
華
浬
架

の
三
経
の
み
で
あ

っ

て
、
他
経
と
は
そ
の
扱

い
に
於
て

一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
。
何
故

こ
の

よ
う
な
区
別
を
な
す
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
樗
伽
維
摩
二
経
か
ら
察

し
て
入
俗
利
生
の
行
の
有
無
に
そ
の
一
因
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、

今
そ
れ
に
つ
い
て
は
論
旨
か
ら
外
れ
る
の
で
詳
述

し
な
い
。
と
こ
ろ
で

法
華
経
の

「十
種
別
」
を
み
て
み
る
と
、
そ
の
中
、
第
七
第
八
の
二
は

直
ち
に
竜
女
成
仏
に
つ
い
て
論
評
し
て
お
り
、
第
九
第
十
も
そ
の
内
容

は
こ
れ
に
関
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
火
宅
三
車
の
義
は

第
十
に
於
て
少
し
く
論
じ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
畢
寛
こ
れ
ら
の
事
実
か
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ら
も
竜
女
成
仏
に
対
す
る
彼
の
関
心
の
深
さ
が
伺
わ
れ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
当
然
の
課
題
と
し
て
、
何
故
彼
が
竜
女
成
仏
を
重

視
し
た
の
か
が
浮
び
上
り
、

こ
れ
が
彼

の
法
華
経
に
対
す
る
見
解
を
理

解
す
る
た
め

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
彼

の
竜

女
に
関
説
す

る
場
合
、

い
か
な
る
事
柄
に
著
目
し
て
い
る
か
を
探

っ
て

み
る
と
、
そ

の
概
ね
は
刹
那
成
仏
な
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し

て
又
そ
の
関
説
箇
処
で
は
屡

々
善
財
の
名
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ

は

一
生
成
仏

と
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
そ
れ
故
以
降
は

彼
の
刹
那
成
仏
に
対
す
る
見
解
を

一
生
成
仏
を
念
頭
に
置

い
て
考
察
し

て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

李
通
玄
に
於
て
刹
那
が
重
要
な
意
味
を
以
て
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
そ

こ
に
は
必
ず

「
刹
那
際
諸
仏
三
昧
」
が
そ
の
内
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
三
昧
は

「
三
世
諸
仏
と

一
切
諸
仏
と
総
じ
て
同

じ
く

一
箇
に
し
て
不
遷
の
体

(

36
・
9
2
1
a
)」
な
る
こ
と
を
明
す
も

の

と
し
て
理
解

さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
畢
寛
こ
の
且
ハ体
的
内
容
を
示
す

も
の
と
し
て
三
聖
円
融

の
思
想
が
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ

る

(拙
論
・
印
仏
32
1
2
)
。
即
ち
定
体
を
文
殊
若

く
は
仏
、
定
用
を
普

賢
に
配
さ
れ
る
結
果
、

こ
の
三
昧
の

「刹
那
」
を

「
三
世
に
生
滅
の
時

無
き
こ
と
を
会
す
る
な
り

(

36
・
9
2
3
a
)
。」
と
逐
語
釈

さ
れ
る
そ

の

内
容
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
定
体
に
託
さ
れ
る
文
殊
の
内
実
が
明
確

に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
於
て
文
殊
は
起
信

の
首
と
し
て
の
根
本

智
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
智
は
徹
底
し
て
そ
の
無
性
性
が
論
じ

ら
れ
る
も
の
で
も
あ

る

(拙
論
・
印
仏
29
-
1
)
。
そ
れ
故
、
新
華
厳
経

論
冒
頭
に

「夫
れ
以
れ
ば
、
有
情

の
本
は
智
海

に

依
り

て
以

て
源

た

り
。
含
識
の
流
は
総
じ
て
法
身
に
し
て
而
も
体
た
り

(

36
.
7
2
1
a
)
。」

と
智

の
一
切
の
根
源
性
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
相
侯

っ
て
、
こ
こ
に
又

こ
の
三
昧
が

「
一
箇
に
し
て
不
遷
の
体
」
と
規
定
さ
れ
る
所
以
が
首
肯

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
不
遷
の
体
な
る
か
ら
又
刹
那
も
三
世
無
生

滅
時
と
し
て
の

一
面
を
有
せ
し
め
る
背
後
に
は
、
刹
那
と
し
て
あ
る
始

成
正
覚
の
内
容
が

「智
は
三
世
に
入
り
て
悉
く
皆
平
等
な
り
。
…
…
身

は
十
方
に
遍
き
て
来
往
す
る
こ
と
無
し
。

(

10
.
1
c

2
a
)」
た
る

こ
と
に
注
目
し
て
始
成
正
覚
を
重
視
す
る
彼

の
立
場
が
あ
る

こ
と

(

36
・
7
6
1
c
)
と
勘
合
す
る
時
、

こ
こ
に
刹
那
が
改

め
て
三
世
無
生
滅
時

を

「
会
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
こ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
意

味
を
有
す
る
刹
那
な
る
が
故

に
、
彼
が
竜
女
の
刹
那
成
仏
を
重
視
す
る

所
以
は
推
察
で
き
る
。
そ
の
結
果
、

こ
の
刹
那
に
は
不
遷
の
体
と
し
て

の
無
性
の
智
が
そ
の
根
幹
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
又
反
面
竜
女
の

刹
那
成
仏
に
み
る
種

々
の
有
相
の
義
は
ど
こ
ま
で
も
未
顕
真
実
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
、
彼
に
と

っ
て
は
竜
女
が
変
成
男
子
し
て
成
仏
す
る
な
ど
は
決
し
て
真
実
を
顕
す

も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
と

な
っ
て
、
「十
種
別
」

中
第
七
以
降
に
は
、

こ
の
他
、
南
方
成
仏
、
娑
婆

の
衆

の
遥
か
な
る
敬

礼
、
遠
受
記
等
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
そ
の
非
実
た
る
こ
と
を
論
じ
、

華
厳
経
と
の
別
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
尚
、

維

李
通
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華
経
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岡
)

-261-



李
通
玄
の
法
華
経
観
 (稲

岡
)

摩
浬
架
の
両
経
に
対
し
て
彼
は

「
十
種
別
」
の
他

「
一
種
同
」
を
立
て

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
法
華
経
は

「
十
種
別
」
の
み
で
あ
る
。

こ

の
扱
い
方
の
相
違
に
は
彼
自
身
の
何
ら
か
の
意
図
が
潜
ん
で
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
筆
・者
に
は
そ
れ
が
何
な
の
か
汲
み
取

る
に
は
浅
学
す
ぎ
る
。
今
は
次
に
引
く
彼
の
文
か
ら
推
察
し
て
、
項
目

と
し
て
は
取
上
げ
な
か

っ
た
、
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

竜
女
の
一
刹
那
の
際
に
三
世
の
性
を
印
じ
、
又
凡
夫
よ
り
即
ち
聖
な
る
に
毫

分
を
移
さ
ざ
る
は
、
此
れ
乃
ち
善
財
童
子
の
解
行
入
道
法
門
と
略
同
じ
な

り
。
善
財
の
一
生
成
仏
と
は
、
刹
那
際
を
離
れ
ず
し
て
、
三
世
の
性
を
証
し

て
古
今
総
じ
て
斉
し
き
な
り
。
還
、
竜
女
の
一
刹
那
の
際
に

(女
)
身
を
転

じ
て

(菩
薩
)
行
を
具
し
て
成
仏
す
る
に
、

一
時
に
総
じ
て
畢
る
こ
と
は
、

皆
、
本
法
に
称
え
り
。
法
、
是
の
如
き
な
る
が
故
に
。
時
劫
を
立
つ
る
は
衆

生
の
情
塵
な
り
。
善
財
の
此
を
証
す
る
を
名
け
て
一
生
と
為
す
。
三
世
の
時

劫
、
既
に
尽
く
る
に
更
に
何
れ
の
生
か
有
ら
ん
や
。
故
に
名
け
て
一
生
と
為

す
な
り
。
(

36
・
7
2
7
b
)

以
上
の
彼
の
解
釈
か
ら
、
法
華
経
と
華
厳
経
の

「
一
種
同
」
も
、
竜
女

の
刹
那
成
仏

と
善
財
の

一
生
成
仏

の
略
同
に
於
て
み
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

っ
て
、
前
述
の
理
解
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
文
中
の

「解
行
入
道
法
門
」
の
語
は
、

一
生
成

仏
と
刹
那
成
仏
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
少
し
く
注
意
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は

「
解
行
」
な
る
語
が
法
蔵
の
提
唱
す
る
三
生

成
仏
の

「
解
行
生
」
を
想
起
せ
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
竜
女
の
八
歳
に

成
仏
す
る
に
著
目
し
て

「竜
女
を
し
て
成
仏
せ
し
め
る
は
過
去
に
久
し

く
修
す
る
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
し
、
年
の
始
め
て
八
歳
な
る
は
又
今
に

し
て
旧
学
に
非
ざ
る
こ
と
を
表
す
。

(

36
.
7
2
6
b
)」
と
解
釈
し

て
い

る
こ
と
が
、
華
厳
経
に
み
る
善
財
の
宿
因
描
写
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
蔵
は
こ
の
経
文
に
注
目
し
て
、
善
財
が
前
世

に
善
根
を
種
る
期
間
を

「
見
聞
生
」
と
し
て
三
生
成
仏
を
論
じ
て
い
く

(拙
論

・
印
仏
30
1
1
)
。
し
か
し
、
李
通
玄
は
こ
の
立
場
を
継
承

し
な

い
が
故
に

一
生
成
仏
と
し
て
善
財
を
み
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

は
ど
の
よ
う
に
善
財
の
宿
因
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
彼
は

「此
は
因
よ
り
果
を
感
ず
。
因
無

く
し
て
報
生
有
る
べ

か
ら
ざ
れ
ば
、
先
世
の
信
心
は
能
く
自
心
是
れ
白
浄
無
垢
法
身
及
び
無

依
住
普
光
明
智
を
且
ハ足
す
る
と
信
ぜ
し
め
、
以
て
信
種
と
為
す
こ
と
を

明
す
。
(

36
・
9
5
1

b
)」
と
論

じ
、
先
述

の
竜
女

の

「過
去
非
久
修

・

非
旧
学
」
に
対
し
て

「
先
世
信
心
」
等
の
表
現

を

用

い
て
い
る

こ
と

は
、
刹
那
或
い
は

一
生
成
仏
を
主
張
す
る
彼
の
立
場
か
ら
察
し
て
、
や

は
り
不
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
過
去
」

と

「先
世
」
の
語
の
同
意
性
に
の
み
拘
泥
す
れ
ば
確
か
に
矛
盾
で
あ
る

が
、
先
述
し
て
き
た
よ
う
に
根
本
智
の
無
性
が
起
信
の
首
た
る
所
以
で

あ
り
、
そ
の
信
の
内
容
が
自
身
の
分
別
と
仏
智
と
が
等
同
と
す
る
も
の

で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
無
性
智
の

一
切
の
根
源
性
た
る
こ
と
に
由
来
す
る

立
場

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
却

っ
て
智
の
三
世
に
入
り
て

平
等
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
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先
世
の
信
心
は
恒
に
三
世
を
該
摂
す
る
智
に
於
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
に

外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
畢
寛
又
刹
那
と
し
て
起
信
に
あ
る
こ
と
に

な
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
に
彼
が

「信
種
」
と
い
う
も
根
源
性
に
み
る
無

性
智
の
発
露
と
考
え
れ
ば
、
た
と
い

「従
因
感
果
」
と
い
う
言
表
も
、

却

っ
て
三
世
に
皆
平
等
た
る
不
遷
の
智
た
る
が
故
に
因
果
た
る
べ
く
し

て
、
い
わ
ば
十
方
に
身
を
現
ず
る
と
い
う
が
如
き
そ
の
具
体
的
内
容
と

し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
善
財
は
無
性
の
智

の
全
現
に
真

の
成
仏
が
説
か
れ
る

一
面
を
示
す
も
の
と
し
て
必
ず
や

一

生
に
於
る
成

仏
と
し
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
d

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
表
現
に
多
少
の
相
違
が
み
ら
れ
る
も
、
総
じ
て

一

生
も
刹
那
も
智
の
根
源
的
不
遷
性
の
二
方
面
の
表
現
で
あ

っ
て
、
決
し

て
そ
の
本
質

に
於
て
異
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
か

ら
筆
者
は
竜
女
の
刹
那
成
仏
に
み
る
彼
の
解
釈
と
、
善
財
の
宿
因
に
対

す
る
そ
れ
と
が
矛
盾
し
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
に
於
る
成
仏
に

対
す
る
見
解

は
、

一
念
相
応

一
念
成
仏
、
一
日
相
応

一
日
成
仏
。
何
ぞ
劫
数
を
須
い
て
漸
々
に

修
し
、
多
劫
に
積
修
し
て
三
紙
に
果
に
至
ら
ん
や

(

36
・
7
6
0
a
)

一
念
相
応

一
念
仏
、

一
日
相
応

一
日
仏
。
何
ぞ
苦
死
に
要
ず
三
僧
舐
を
須
つ

こ
と
あ
ら
ん
や
。
(

36
・
7
3
3
a
)

等

の
文
句
が
端
的
に
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
背
後
に
以
上

論
じ
て
き
た

よ
う
に
竜
女
の
刹
那
成
仏
や
善
財
の

一
生
成
仏
が
あ
る
こ

と
は
既
に
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
華
経
は
彼

の
こ
う
し

た
成
仏
論
を
説
く
か
ら
こ
そ

「法
界
の
門
に
帰
せ
し
め
、
仏
の
真
実
の

宅
に
入
ら
し
む
。
(

36
・
7
2
6
b
)」
経
と
し
て
重
視

さ
れ
る

こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。

三

以
上
、
筆
者
は
彼

の
法
華
経
に
対
す
る
見
解
を
探

っ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
論
題
の
示
す
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
氷
山
の

一
角

に
す
ら
足
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
他
、
具
体
的
な
面
で
は
法
華
経
の

構
造
が
文
殊
に
始
ま
り
普
賢
に
終
る
と
い
っ
た
こ
と
も
興
味
あ
る
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
流
行
し
て
い
た
五
台
山
の
文
殊
信
仰
や
、

恐
ら

く
そ
う
し
た
影
響
も
受
け
た
で
あ
ろ
う
彼
の
三
聖

円
融
思
想
と
関
係
す

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
勿
論
、
後
の
課
題
と
し

て
残
し
た
浬
契
経
等
と
の
比
較
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ

ど
も
、
困
難
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
彼
の
法
華
経
観
を
よ
り
明
確
な
も

の
と
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
環
境
的
意
味
で
の
法
華
経
と
の
関
り
で
あ

る
。
こ
の
辺
り
の
理
解
が
は
っ
き
り
し
て
こ
な
け
れ
ば
真
に
彼
の
法
華

経
に
対
す
る
見
解
は
考
察
し
え
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
と
も

あ
れ
、
現
在
の
筆
者
に
と

っ
て
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
に
亘
る
研
究
を
す

る
に
は
余
り
に
浅
学
で
あ

っ
て
先
学
諸
賢
の
御
教
示
を
切
に
念
願
し
、

今
は
た
だ
彼
の
著
作
か
ら
伺
え
る
法
華
経
理
解
の
重
要
点
を
明
し
た
こ

と
で
論
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

(岡
崎
女
子
短
大
非
常
勤
講
師
)
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