
真

言

教

団

と

事

相

―
―
特
に
阿
字
観
等
を
中
心
と
し
て
―
―

大

覧

大

学
）

は

し

が

き

今
日
、
私
が
拙
い
研
究
発
表
を
す
る
十

一
月
の
十

一
日
迄
、
奈
良
国
立
博
物
館
で
正
倉
院
展
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
自
銅
三

鈷
が
あ
る
。
こ
れ
は

「密
教
の
法
具
で
、
弘
法
大
師
以
前
の
奈
良
時
代
に
密
教
が
す
で
に
日
本
に
舶
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
立
証
す
る
遺

品
で
あ
る
。

」
と
同
博
物
館
長
の
蔵
田
蔵
氏
が
い
わ
れ
て
い
る
。
（十

一
月
一
日
付
読
売
新
聞
）。

密
教
そ
の
も
の
の
日
本

へ
の
伝
来
は
、
確
か
に
弘
法
大
師
以
前
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
密
教
、
特
に
東
密

（台
密
に

対
す
）
と
し
て
教
団
の
形
態
を
そ
な
え
た
の
は
弘
法
大
師
か
ら
で
あ

っ
た
。

（大
山
公
淳
博
土
の

「密
教
史
概
説
と
教
理
」
の
第
三
章

「
日
本
の

密
教
」
に
は
、
弘
法
大
師
以
前
に
日
本
に
伝
来
さ
れ
て
い
た
密
教
の
仏
像
や
経
論
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
説
か
れ
て
い
る
＝
六
七
―
七
二
頁
）

「
わ
が
真
言
宗
の
立
教
開
宗
は

大
同
二
年

（八
〇
七
）
に
平
城
天
皇
か
ら

密
教
弘
通
の
勅
許
を
得
ら
れ
た
時
よ
り
始
ま
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
日
か
ら
真
言
の
教
え
が
始
ま

っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
言
密
教
は
印
度
に
お
い
て
非
常
に
栄
え
ま
し
て
、
そ
れ
が
ネ
パ
ー

真
言
教
団
と
事
相
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野
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ル
や
チ
ベ
ッ
ト
方
面
に
も
流
行
し
、
中
国
に
お
い
て
も

一
時
は
全
盛
を
き
わ
め
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
独
立
し
た

一
宗
と
は

な

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

お
大
師
さ
ま
が
恵
果
阿
閣
梨
に
つ
い
で
第
八
代
目
の
祖
師
と
な

っ
て
日
本

へ
お
帰
り
に
な

っ
て
か
ら
、
五
部
の
秘
経
と
釈
摩
訂
衛
論
と

菩
提
心
論
と
を
所
依
と
し
て
、
弁
顕
密
二
教
論
を
お
著
し
に
な

っ
て
、　
一
切
仏
教
を
顕
教
と
密
教
と
に

ハ
ッ
キ
リ
区
別
さ
れ
、

つ
ぎ
に
十

住
心
論
を
お
書
き
に
な

っ
て
、
人
間
の
宗
教
思
想
が
進
歩
向
上
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
大
日
経
の
お
説
に
も
と
ず
い
て
十
の
段
階
に
お
分
け

に
な
り
、
そ
の
十
段
階
の
中
に
各
宗

の
教
義
の
浅
深
を
お
定
め
に
な
り
、
そ
の
最
高
位
に
あ
る
第
十
秘
密
荘
厳
心
こ
そ
即
身
成
仏
の
真
実
の

教
え
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
お
大
師
さ
ま
の
判
教
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
判
教
に
よ
り
ま
し
て
真

言
宗
が
他
の
宗
旨
よ
り
勝
れ
た
教
え
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

」

（高
野
山
真
言
宗
教
学
部
発
行
、
寺
河
俊
海
師
著

「真

言
宗
婦
人
必
携
」
六
頁
。
同
教
学
部
発
行
で
、
同
師
著
の

「高
野
山
真
言
宗
祖
信
徒
必
携
」
二
〇
頁
に
も
、
大
体
同
じ
よ
う
な

「立
教
開
宗
」
の
項
目
で

の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
純
粋
な
学
術
書
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
後
者
の

「祖
信
徒
必
携
」
は
高
野
山
高
等
学
校
の
低
学
年
の
授
業
に

用
い
ら
れ
て
お
り
、　
一
般
の
布
教
に
も

一
応
の
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
解
説
書
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
引
用
し
た
。
そ
れ
は
叉
、
今
回
の
学
術
発

表
の
共
通
テ
ー
マ
が

「仏
教
教
団
の
諸
問
題
」
と
い
う
題
で
あ
る
か
ら
、
真
言
宗
教
団
で
の
布
教
界
で
用
い
ら
れ
て
い
る
書
物
の
一
端
を
こ
と
で
ご
紹
介

す
る
の
も
、
多
少
の
意
義
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。）

密
教
の
系
譜
に
は
、
付
法
の
八
祖
と
伝
持
の
八
祖
の
二
つ
の
見
方
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
弘
法
大
師
を
も

っ
て
第
八
祖
と
す
る
。

付
法
の
八
祖
は

大
日
如
来
―
金
剛
薩
唾
―
龍
猛
菩
薩
―
龍
智
善
薩
―
金
剛
智
阿
閣
梨
―
不
空
三
蔵
―
恵
果
和
尚
―
弘
法
大
師

で
あ
り
、
伝
持
の
八
祖
は



龍
猛
菩
薩
―
龍
智
菩
薩
―
金
剛
智
三
蔵
―
不
空
三
蔵
―
善
無
畏
三
蔵
―

一
行
阿
閣
梨
―
恵
果
和
尚
―
弘
法
大
師

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
大
日
如
来
と
金
剛
薩
妊
は
歴
史
上
の
実
在
人
物
で
は
な
い
の
で
き
て
お
き
、
龍
猛
以
下
の
国
籍
を
聞
う
な
ら
ば
、
龍
猛
か

ら
金
剛
智
ま
で
は
イ
ン
ド
の
人
、
不
空
は
、

「
お
そ
ら
く
父
は
北
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
族
の
系
統
を
ひ
き
、
涼
州
に
も
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
帰
化
人
か
、
そ
の
子
孫
で
あ
ろ
う
。

母
は
当
時
中
央
ア
ジ
ア
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
付
近
に
住
し
て
、
交
易
に
従
事
す
る
者
の
多
か

っ
た
康
国
人
で
、
こ
の
地
方
の
出
身
者
に
多

い
康
氏
を
称
し
て
い
た
（桑
原
陥
蔵

「東
洋
文
明
史
論
叢
」
）。　
こ
の
よ
う
に
不
空
三
蔵

の
体
内

に
は
、　
北
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
の
系
統
と
、

西
域
の
康
国
人
の
血
が
混
じ
り
合

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「碑
銘
」
は
西
域
人
と
認
め
な
が
ら
も

「氏
族
は
中
夏

（中
華
）
に
聞
か
ざ

る
が
故
に
書
か
ず
」
と
す
る
。
ま
た
セ
イ
ロ
ン
出
身
説
を
と
る

「貞
元
録
」
も
同
じ
よ
う
な
記
述
を
付
し
て
い
る
。
不
空
自
身
も
自
分
の

血
統
に
つ
い
て
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

」
（松
長
有
慶
教
授

「密
教
の
相
承
者
」

ニ
ハ
四

頁
）と

い
わ
れ
て
い
る
人
、
書
無
長
は
六
三
七
年
に
東
イ
ン
ド
、
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
、　
一
行
は
六
八
三
年
に
魏
州
の
昌

楽
（河
南
省
南
楽
県
）
に
お
い
て
生
ま
れ
た
人

「
旧
唐
書
」
、
ま
た
は
鍾
鹿
（河
北
省
鍾
鹿
県
）
で
生
ま
れ
た
人
（
「宗
高
僧
伝
」
「略
付
法
伝
し
と

も
い
わ
れ
る
（松
長
教
授
著

「密
教
の
相
承
者
し
で
、
第
八
祖
の
弘
法
大
師
だ
け
が
日
本
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
密
教
が
三
国
伝
来
と
い

わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
付
法
、
伝
持
の
両
八
祖
の
系
譜
に
つ
い
て
、
前
者
に
な
い
善
無
畏
三
蔵
と

一
行
阿
閣
梨
が
後
者
に
あ
る
点
を
、
右
の

「密
教
の
相

承
者
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六

「善
無
長
三
蔵
と

一
行
禅
師
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
「広
付
法
伝
」
に
記
載
が
な
い
。
「
略
付
法
伝
」

の
最
後
に
、　
つ
け
足
し
の
形
で
そ

の
伝
記
が
簡
単
に
紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
言
密
教
を
師
か
ら
弟
子

へ
と
相
承
し
て
伝
え
た
付
法
の
八
祖
の
中
に
、

こ
の
両
祖
は
通
常
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
八
二

一
（弘
仁
十
二
）
年
に
龍
猛

。
龍
智
の
二
祖
像
が
完
成
し
、
中
国
か
ら
請
来
し
た
五
祖

像
と
合
わ
せ
て
、
七
祖
像
が
そ
ろ

っ
た
。
こ
の
中
に
は
、
善
無
畏
三
蔵
と

一
行
禅
師
の
両
像
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
弘
法
大
師
の

「請

来
目
録
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
真
言
密
教
の
正
系
は
あ
く
ま
で
も

「広
付
法
伝
」
記
載
の
付
法
の
七
祖
で
あ
り
、
善
無
長
三
蔵
と

一
行
禅
師
は
傍
系
で
あ

る
。
恵
果
阿
閣
梨
が
不
空
三
蔵
の
直
系
で
あ
り
、
そ
れ
を
弘
法
大
師
が
継
承
し
た
た
め
、
真
言
密
教
で
は

「金
剛
頂
経
」
の
系
統
が
表
に

た
つ
。
た
だ
恵
果
阿
閣
梨
が

「金
剛
頂
経
」
系
の
密
教
と
、
「大
日
経
」

系
の
密
教
と
の
総
合
者
と
目
さ
れ
る
た
め
、　
密
教
の
系
譜
の
中

に
金
胎
両
部
∩
金
剛
頂
経
」
系
と

「大
日
経
」
系
）
の
不
二
を
は
か
り
、
「大
日
経
系
の
両
祖
を
付
加
し
て
、
付
法
の

一
系
列
化
を
目
ざ
し

た
こ
と
も
充
分
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
し
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

」
（
一
八
六
頁
）

と
に
か
く
、
密
教
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国

へ
、
中
国
か
ら
日
本

へ
と
伝
来
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
弘
法
大
師
に
は
、
中
国
ま
で
の
伝
来
密
教
を
、
大
師
独
特
の
も
の
に
転
換
し
て
い

っ
た
と
い
う
面
が
あ
る
。
私
は
今
回
の

研
究
発
表
で
、
そ
の
弘
法
大
師
の
独
自
の
面
を

一
、
二
あ
げ
、
な
お
、
日
本
密
教
が
定
着
し
て
か
ら
以
降
に
、
そ
の
大
師
の
強
調
せ
ん
と

し
て
来
た
理
念
と
信
行
が
、
ど
の
よ
う
に
事
相
面
に
表
現
さ
れ
て
来
た
か
を
、
特
に
阿
学
観
等
の
観
法

（
一
つ
の
名
日
を
あ
げ
た
す
ぐ
下

に

「等
」
と
書
く
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
語
な
ど
を
少
し
で
も
習

っ
た
人
な
ら
、
こ
の
用
法
に
は

慣
れ
て
い
る
等
で
あ
る
。
こ
の

「
等
」
の
字
を
、
「○
○
を
始
め
と
す
る
も
の
」

と
い
う
よ
う
な
読
み
方
で
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。　
そ
れ

で
、
こ
こ
で
は
阿
字
観
等
と
言

っ
た
ら
、
ア
ン
字
観
、
月
輪
観
、
五
相
成
身
観
な
ど
の
観
法
を
含
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
た
い
）
を
中



心
と
し
て
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

弘
法
大
師
の

「無
相
」
観

私
の
今
回
の
論
題
が

一真
言
教
団
と
事
相
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
事
相
は
教
相
を
ふ
ま
え
た
上
の
も
の
で
あ
る
筈
な
の
で
、
弘
法
大
師

の

「無
相
」
観
に
つ
い
て
述
べ
る
順
序
と
し
て
、
教
相
に
関
す
る
説
明
の
部
分
か
ら
ふ
れ
て
い
く
。
次
の
文
は
元
高
野
山
大
学
学
長
、
故

金
山
穆
韻
師
と
柳
田
謙
十
郎
博
士
の
共
著

「
日
本
真
言
の
哲
学
」
二
頁
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

「真
言
宗
の
教
相
の
書
に
は
大
日
経
統
五
巻
、　
釈
摩
訂
街
論
十
巻
、
十
巻
章
十
巻
が
あ
る
。　
こ
全
二
書
は
高
野
山
で
は
古
来
十
五
巻
章

と
し
て
講
讃
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中

釈
摩
訂
行
論

は
馬
鳴
の
大
乗
起
信
論
を
解
釈
し
た
も
の
で
、
龍
樹
の
著
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
大
師
は
こ
れ
を
以
て
真
言
教
学

の
論
蔵
と
定
め
ら
れ
た
。

大
日
経
疏

五
巻
は
善
無
畏
三
蔵
が
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
と
き
に
印
度
か
ら
も
っ
て
来
た
大
日
経
三
千
余
頌
の
略
本
に
つ
い
て
講
義
し
た

も
の
を
、　
一
行
禅
師
が
筆
録
し
た
も
の
で
、
全
部
二
十
巻
の
中
五
巻
だ
け
が
真
言
教
相
の
書
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

十
巻
章

と
は
菩
提
心
論

一
巻
、
顕
密
二
教
論
二
巻
、
秘
蔵
宝
鍮
三
巻
、
即
身
成
仏
義

一
巻
、
声
字
実
相
義

一
巻
、
咋
字
義

一
巻
、
般

若
心
径
秘
鍵

一
巻
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
菩
提
心
論

一
巻
は
龍
樹
の
作
、
不
空
の
訳
で
あ
る
が
、
他
の
九
巻
は
す
べ
て
弘
法
大
師
の
撰

述
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
真
言
教
相
の
書
は
全
部
で
十
五
巻
あ
る
け
れ
ど
も
、　
そ
の
撰
述
の
人
か
ら
い
え
ば
龍
樹
、　
善
無
長
、　
弘
法
の
三
祖
で
あ

る
。
こ
の
三
祖
の
教
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
の
で
、
釈
摩
詞
衛
論
の
不
二
果
海
、
大
日
経
統
の
阿
字
本
不
生
、
弘
法
大
師
の
六
大
縁

真
言
教
団
と
事
相
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起
等
そ
の
他
十
五
巻
革
を
細
か
に
観
察
す
れ
ば
無
量
の
教
義
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
大
体
の
理
趣
か
ら
い
え
ば
真
言
宗

本
来
の
教
義
た
る

「
即
事
而
真
、
即
身
成
仏
」
の
深
義
を
明
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
真
に
最
も
深
く
端
的

に
明
確
に
さ
れ
た
の
が
わ
が
弘
法
大
師
で
あ
る
。
釈
摩
訂
衛
論
や
大
日
経
疏
と
い
う
も
実
は
大
師
の
御
釈
を
通
し
て
始
め
て
そ
の
深
義
が

あ
ら
わ
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
釈
摩
詞
街
論
の
原
本
た
る
大
乗
起
信
論
は
華
厳
宗
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
小

。
始

。
終

。
頓

。
円
の

五
教
の
中
、
主
と
し
て
終
教
の
義
を
明
か
に
す
る
も
の
で
、
か
ね
て
頓
円
に
通
ず
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
師
の
御
釈
に
よ

っ

て
釈
摩
訂
衛
論
は
円
教
以
上
の
秘
密
の
不
二
果
界
を
開
説
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
、
大
日
経
疏
も
中
観
論
や
智
度
論
な
ど

を
引
用
し
た
り
、
法
華
の
義
趣
に
と
き
及
ん
だ
り
、
阿
字
本
不
生
や
無
相
を
第

一
義
諦
と
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
顕
教
の
無
相

真
如
と
あ
ま
り
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
大
師
の
御
釈
に
よ

っ
て
、
阿
字
本
不
生
と

は
諸
法
の
本
来
不
生
不
滅
、
本
有
常
住
の
義
で
あ
り
、
そ
の
無
相
は
相
と
し
て
具
せ
ざ
る
こ
と
な
き
表
徳
の
理
趣
で
あ
る
こ
と
が
、
は
じ

め
て
深
く
ほ
ん
と
う
に
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
釈
摩
訂
街
論
、
大
日
経
疏
も
大
師
の
御
釈
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
そ
の
深

い
意
味
が
あ
ら
わ
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
真
言
宗
の
教
相
に
は
三
祖
の
教
典
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
弘
法
大
師
御
自

身
の
筆
に
な
る
十
巻
章
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
先
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

」

以
上
で
、
真
言
宗
の
教
相
に
お
け
る
中
心
的
な
も
の
の
内
容
が
明
確
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
三
祖
の
経
典
で
あ
り
、
十
五
巻

章
で
あ

っ
た
。
弘
法
大
師
の
説
く
無
相
は
、
善
無
畏
三
蔵
が
大
日
経
疏
で
説
く
無
相
が
顕
教
で
い
う
無
相
真
如
と
あ
ま
り
か
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
の
に
比
べ
、　
一
切
の
相
を
含
ん
だ
も
の
と
い
う
肯
定
的
、
表
徳
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
太
陽
の
光
線
は
無
色
で
あ
る
。
然
し
そ
れ

を

一
た
び
分
光
器
で
分
析
す
る
と
き
、
七
色
の
光
彩
を
含
む
こ
と
が
判
明
す
る
。
大
師
の

「無
相
」
観
は
、　
一
切
を
否
定
的
に
撥
無
す
る

遮
情
的
な
も
の
で
な
く
、
現
実
を
三
密
無
尽
荘
厳
の
仏
国
土
と
見
る
表
徳
的
大
肯
定
的
世
界
観
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て



大
師
の
説
く
真
如
の
世
界
は
、
当
相
で
あ
り
、
即
事
の
処
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
師
の
請
来
し
た
金
、
胎
両
部
の
マ
ン
ダ

ラ
は
恒
沙
万
徳
の
真
如
の
世
界
の
内
容
を
展
開
し
て
見
せ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
密
教
の
事
相
が
、
真
俗
二
諦
双
修
の
見
地
に
立
ち
、
現

実
の
内
容
を

一
つ
一
つ
荘
厳
化
し
て
展
示
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
特
色
を
持
つ
の
も
、
こ
の
よ
う
な
大
師
の
現
実
肯
定
の
世
界
観
に
因
由

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
は
後
で
示
す
。

¨
一　

弘
法
大
師

の
法
身
観

と
、
印
度

・
支
那

に
お
け
る
法
身
観

前
章
と
同
じ
く
、
金
山
穆
詔
師
と
柳
田
謙
十
郎
博
士
共
著
の

「
日
本
真
言
の
哲
学
」
の
中
か
ら
、
本
章
の
標
題
に
関
す
る
論
述
を
引
用

し
て
み
る
。

「
か
く
の
如
く
弘
法
大
師
は
印
度
及
び
支
那
の
大
乗
仏
教
は
未
だ
仏
教
の
最
究
党
の
理
趣
を
顕
わ
さ
ぎ
る

顕
略
浅
近
の
教
な
り
、　
大
日

経
金
剛
頂
経
に
依
る
真
言
密
教
は
究
寛
真
実
の
理
を
明
か
す
密
教
な
り
と
し
、
仏
教
に
顕
教
と
密
教
と
あ
り
と
観
て
、
顕
密
二
教
の
判
教

を
な
し
給
う
た
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
仏
教
の
最
究
党
の
道
体
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
理
趣
な
り
や
と
い
う
に
、
仏
教
の
最
究
党

の
理
は
法
身
如
来
で
あ
る
。
即
ち
釈
迦
牟
尼
如
来
は

一
代
八
十
年
の
化
益
終
り
て
拘
戸
那
城
外
に
入
寂
し
給
い
し
も
、
釈
迦
牟
尼
如
来
の

本
身
た
る
法
身
如
来
は
常
住
不
滅
な
り
と
は
、
小
乗
大
乗
顕
教
密
教
に

一
貫
せ
る
仏
法
の
根
本
義
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
法
身
常
住
の

観
念
に
至
り
て
は
小
乗
大
乗
顕
教
密
教
に
わ
た
り
、
そ
の
意
義
同
じ
か
ら
ぎ
る
も
の
あ
る
も
、
釈
迦
牟
尼
如
来
は
縁
起
の
法
の
実
相
を
覚

り
て
成
仏
せ
ら
れ
給
え
る
旨
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
縁
起
の
法
を
ば
釈
迦
牟
尼
如
来
の
師
な
り
と
し
、
ま
た
如
来
は

そ
の
覚
れ
る
法
と

一
体
と
な
り
、
法
の
常
住
な
る
が
如
く
如
来
も
ま
た
常
住
な
り
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
法
身
如
来
常
住

の
意
義
を
明
か
す
に
至

っ
て
は
印
度
の
大
乗
仏
教
も
、
支
那
の
大
乗
仏
教
も
ほ
と
ん
ど

一
致
で
あ
る
。
所
謂
法
身
と
は
縁
起
の
法
の
自
性
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空
寂
減
の
体
で
あ
る
。　
か
く
の
如
く
縁
起
の
法
の
空
寂
滅
の
体
を
法
身
如
来
と
な
す
が
故
に
、　
法
身
と
い
う
も
無
神
論
的
の

理
体
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
法
身
は
色
形
も
な
く
説
法
も
な
く
直
接
に
衆
生
済
度
の
霊
用
も
な
き
非
人
格
的
理
体
で
あ
る
。
し
か
る
に
弘
法
大

師
は
、
こ
の
法
身
如
来
は
無
相
常
寂
滅
の
無
神
無
我
の
真
如
の
理
体
で
な
く
、
生
け
る
仏
陀
な
り
と
観
給
う
た
の
で
あ
る
。
即
ち
法
身
如

来
は
無
辺
広
大
な
る
形
色
を
具
有
し
、
大
智
大
慈
悲
の
徳
を
具
せ
る
霊
活
自
在
の
大
覚
者
に
し
て
三
世
常
恒
に
こ
の
大
覚
の
体
を
開
顕
せ

ん
が
為
に
説
法
し
給
い
つ
つ
あ
る
旨
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
印
度
の
大
乗
仏
教
も
支
那
の
大
乗
仏
教
も
常
寂
滅
の
無
神
論
的
法
身

よ
り
顕
れ
た
る
報
身
応
身
仏
に
は
説
法
も
、
衆
生
済
度
の
霊
用
の
存
す
る
こ
と
を
明
か
す
も
、
法
身
は
無
我
無
相
の
非
人
格
的
理
体
に
し

て
説
法
化
度
の
妙
用
あ
る
こ
と
を
開
説
せ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
衆
生
済
度
の
為
に
法
身
よ
り
顕
れ
給
い
し
仏
身
は
衆
生
救
度
の
因

縁

つ
き
な
ば
、
釈
迦
牟
尼
如
来
が
涅
薬
の
雲
に
隠
れ
給
い
し
が
如
く
、
常
寂
滅
の
法
身
の
理
体
に
還
帰
し
給
う
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
か

の
観
音
授
記
経
に
阿
弥
陀
仏
も
衆
生
救
度
の
因
縁
つ
き
な
ば
、
涅
槃
常
寂
の
理
に
帰
入
し
給
う
と
説
か
れ
た
る
が
如
き
は
、
こ
れ
法
身
よ

り
顕
れ
し
仏
身
が
衆
生
化
益
の
因
縁
つ
き
な
ば
、
ま
た
法
身
に
還
帰
し
給
う
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
法
よ
り
現
わ
れ
し
人
が

ま
た
法
に
還
帰
す
と
な
す
が
故
に
、
人
法
不
二
を
説
き
な
が
ら
も
常
寂
滅
の
法
を
真
実
と
な
し
法
よ
り
現
れ
た
る
人
を
非
真
実
の
仮
法
な

り
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち

一
般
仏
教
は
報
身
応
身
の
仏
身
を
明
か
す
も
、
こ
の
仏
身
は
法
身
な
る
無
神
論
的
法
の
上
に
現
れ
た
る
有

神
で
あ
る
、
法
よ
り
あ
ら
わ
れ
し
人
な
り
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
弘
法
大
師
は
印
度
支
那
の
大
乗
仏
教
に
て
、
無
神
論
的
に
説

く
法
身
仏
を
も
有
神
論
的
に
説
き
、
法
身
如
来
に
説
法
あ
り
、
衆
生
救
度
の
霊
用
あ
り
、
法
身
如
来
は
高
く
法
界
の
頂
き
た
る
色
究
寛
天

に
住
し
給
う
と
共
に
、
十
方
世
界
に
遍
せ
ざ
る
な
く
至
ら
ざ
る
な
く
、
霊
活
自
在
、
神
用
無
尋
の
大
自
在
者
な
る
実
義
を
開
演
せ
る
も
の

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
法
身
如
来
を
有
神
論
的
に
説
け
ば
仏
教
の
根
本
義
に
相
違
せ
ざ
る
や
の
疑
難
あ
り
、
か
か
る
疑
難
の
解
説
を
二
教

論
に
述
べ
ら
れ
あ
る
も
の
を
見
る
に
、
大
師
は
、
法
身
観
に
二
面
あ
り
、
法
身
仏
を
無
相
寂
滅
の
空
理
な
り
と
見
る
は
こ
れ
な
お
無
明
煩



悩
を
帯
し
、
そ
の
煩
悩
の
迷
雲
に
遮
え
ら
れ
法
身
の
真
体
を
如
実
に
見
る
こ
と
を
得
ざ
る
因
人
即
ち
人
間
の
法
身
観
で
あ
る
。
我
等
の
如

何
な
る
能
力
を
以
て
し
て
も
、
絶
対
法
身
を
如
実
に
認
識
し
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
人
間
よ
り
い
え
ば
法
身
仏
は
た
だ
否

定
的
に

一
致
せ
ら
る
る
の
み
で
あ
る
。
故
に
経
に
は
因
人
に
対
し
て
法
身
を
不
可
説
な
り
、
無
相
な
り
、
空
な
り
と
説
示
せ
ら
れ
給
う
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
法
身
の
大
覚
体
は
空
に
あ
ら
ず
、
無
に
あ
ら
ず
、
宇
宙
法
界
に
真
実
の
実
在
は
た
だ
如
来
の
大
覚
体
た
る
法
身
の
果

体
の
み
で
あ
る
。
法
身
は
諸
仏
の
本
地
で
あ
る
。
実
在
中
の
真
実
在
、
有
の
中
の
本
有
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
大
師
は
大
日
経
、

金
剛
頂
経
の
開
題
に
開
説
せ
ら
れ
た
る
が
、
二
教
論
に
は

並
び
に
因
位
に
約
し
て
談
ず
、
果
人
を
い
う
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り

と
釈
さ
れ
て
あ
る
。
即
ち
人
間
よ
り
い
え
ば
法
身
は
空
で
あ
る
。
し
か
も
法
身
自
体
よ
り
い
え
ば
法
身
は
有
空
の
対
立
を
超
え
た
る
本
有

で
あ
る
。
即
ち

一
般
仏
教
は
法
身
を
外
よ
り
わ
ず
か
に
そ
の
影
像
を
見
た
る
に
す
ぎ
ざ
る
ゆ
え
、
つ
い
に
法
身
は
不
可
説
無
相
な
り
と
説

く
も
の
な
る
も
、
真
言
密
教
は
深
く
法
身
の
内
よ
り
そ
の
本
覚
を
開
顕
せ
ら
れ
た
る
教
で
あ
る
。
法
身
如
来
自
ら
そ
の
内
証
の
境
を
開
顕

せ
ら
れ
た
る
教
法
で
あ
る
。
大
日
経
、
金
剛
頂
経
に
、
法
身
如
来
の
自
在
神
変
加
持
三
味
よ
り
、
自
証
の
大
智
を
以
て

一
切
衆
生
を
平
等

に
照
見
し
摂
取
し
給
う
普
遍
の
加
持
力
と
、
ま
た
自
証
の
大
智
よ
り

一
切
衆
生
の
各
々
の
機
根
に
応
同
し
て
救
済
し
給
う
特
殊
の
加
持
力

た
る
無
尽
の
加
持
身
を
十
方
世
界
に
示
現
し
給
う
秘
旨
を
明
か
す
。
即
ち
印
度
及
び
支
那
の
仏
教
は
応
身
の
釈
迦
如
来
及
び
阿
弥
陀
如
来

中
心
の
仏
教
な
り
し
も
、
真
言
密
教
は
応
身
仏
、
報
身
仏
の
大
覚
の
本
体
た
る
法
身
大
日
如
来
中
心
の
仏
教
で
あ
る
。
か
の
法
華
の
寿
量

品
に
近
成
の
釈
迦
牟
尼
如
来
の
実
身
た
る
久
遠
実
成
の
報
身
仏
を
明
か
す
が
如
く
、
真
言
密
教
に
て
は
報
身
大
覚
の
根
抵
た
る
法
身
大
日

如
来
の
大
覚
体
を
開
顕
せ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
印
度
の
仏
教
は
応
身
の
釈
迦
如
来
中
心
に
し
て
、
支
那
の
仏
教
は
報
身
仏
を
本
と
し
、

日
本
の
仏
教
は
法
身
大
日
如
来
を
本
と
せ
る
も
の
と
も
い
い
得
ら
る
る
の
で
あ
る
。
支
那
の
大
乗
仏
教
に
諸
法
の
実
相
を
談
じ
、
法
身
の

真
言
教
団
と
事
相
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常
住
、
法
身
の
無
限
の
功
徳
を
明
か
す
も
の
あ
る
も
、
し
か
も
密
教
よ
り
観
れ
ば
華
厳
の
教
主
も
な
お
こ
れ
報
身
仏
で
あ
る
。
し
か
し
て

日
本
仏
教
に
は
阿
弥
陀
仏
中
心
の
浄
土
教
、
釈
迦
仏
中
心
の
法
華
宗
等
あ
る
も
、
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
も
無
始
無
終
の
法
身
仏
の
大
覚
体
が

そ
の
根
抵
と
な
り
、
法
華
宗
の
釈
迦
仏
も
本
有
無
作
の
法
身
観
が
そ
の
根
抵
と
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
印
度
の
仏
教
は
主
と
し
て
空

三
味
を
明
か
す
も
の
な
る
が
、
こ
の
空
三
味
に
依
て
無
明
妄
執
の
除
か
れ
た
る
菩
薩
の
自
性
清
浄

の
浄
菩
提
心
に
、
法
身
の
影
像
の
現
顕

た
る
報
身
仏
を
観
る
は
支
那
の
大
乗
仏
教
に
し
て
、
日
本
の
真
言
密
教
は
そ
の
法
身
の
本
質
を
開
顕
せ
る
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
て
印
度

の
大
乗
教
及
び
支
那
の
大
乗
教
は
応
身
と
報
身
仏
の
説
法
を
明
か
す
も
、
法
身
仏
の
説
法
を
開
説
せ
ざ
る
顕
教
に
し
て
、　
一
切
諸
仏
の
本

体
た
る
法
身
の
体
を
開
顕
し
、
こ
の
法
身
仏
の
説
き
給
い
た
る
教
を
真
言
密
教
と
な
す
も
の
で
あ
る
。

」
（三
二
〇
―
三
二
四
頁
）。

以
上
長
文
の
引
用
を
あ
え
て
し
た
が
、
本
稿
が
密
教
学
会
の
も
の
で
な
く
、
仏
教
学
会
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
日
本
密
教
の
特
質
を
密

教
外
の
人
々
に
も
わ
か
り
易
く
紹
介
す
る
た
め
、
す
ぐ
れ
た
論
説
と
思
う
も
の
の
力
を
こ
こ
に
か
り
た
次
第
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
弘
法
大
師
の
仏
身
観
や
世
界
観
か
ら
、
日
本
密
教

「束
密
」
の
事
相
と
教
相
は
展
開
し
た
。

当
相
は
即
道
で
あ
る
。
即
事
に
而
真
で
あ
る
。
当
相
を
空
じ
て
、
そ
の
背
後
に
無
相
真
如
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
当
相
の
そ
こ

に
法
身
大
日
の
常
恒
説
法
の
声
を
聴
取
せ
ん
と
す
る
立
場
が
、
東
密
の
立
場
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
の
事
相
上
の
営
為
の
方
向
は
遮
情
の

方
向
、
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、　
生
滅
減
己
、　
寂
滅
為
楽
」
的
な
撥
無
の
方
向
で
は
な
く
、　
表
徳
の
方
向
、
ヨ
ロ提
心
為
因
、
大
悲
為

根
、
方
使
以
究
党
」
の
三
句
の
法
門
的
二
利
実
践
の
方
向
で
あ
る
。　
し
た
が

っ
て
、　
そ
の
よ
う
な
表
徳
的
立
場
の
世
界
観
、　
人
生
観
か

ら
、
次
の
よ
う
な
弘
法
大
師
の
命
題
が
展
開
す
る
。

一二

「苦
空
、
無
常
、
無
我
」
か
ら

「常
、
楽
、
我
、
浄
」

へ
の
転
換



右
の
標
題
に
関
す
る
命
題
の
強
調
が
、
弘
法
大
師
の

「咋
字
義
」
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち

「汗
字
の
実
義
ま
さ
に
こ
れ
を
知
る
べ
し
。
い
わ
ゆ
る
損
減
と
は
、
苦
、
空
、
無
常
、
無
我
の
故
に
、　
四
相
遷
変
の
故
に
、　
不
得
自
在

の
故
に
、
不
住
自
性
の
故
に
、
因
縁
所
生
の
故
に
、
相
観
待
の
故
に
、
こ
の
六
義
を
も

っ
て
の
故
に
諸
法
損
減
と
名
づ
く
。
い
ま
い
う
所

の
汗
字
の
実
義
と
は
か
く
の
如
く
に
は
あ
ら
ず
。　
経
に
い
わ
く
、　
汗
字
は
報
身
の
義
な
り
と
。　
此
の
報
と
は
因
縁
酬
答
の
報
果
に
あ
ら

ず
。
相
応
相
対
の
故
に
名
づ
け
て
報
と
い
う
。
こ
れ
す
な
わ
ち
理
智
相
応
の
故
に
報
と
い
う
。
心
境
相
対
の
故
に
報
と
い
う
。
法
身

。
智

身
相
応
無
二
の
故
に
報
と
名
づ
く
。

性
相
無
碍
渉
入
の
故
に
報
と
い
う
。
体
用
無
二
相
応
の
故
に
報
と
い
う
。
こ
の
故
に
常
、
楽
、
我
、
浄
の
実
義
な
り
。
損
減
な
き
が
故

に
。　
一
如
不
動
汗
字
の
実
義
な
り
。
異
相
遷
変
な
き
が
故
に
。
十
自
在
こ
れ
汗
字
の
実
義
な
り
。
墨
碍
な
き
が
故
に
。
本
住
体
性
汗
字
の

実
義
な
り
。
改
転
せ
ぎ
る
が
故
に
。
遠
離
因
縁
汗
字
の
実
義
な
り
。
同

一
性
の
故
に
。

」

こ
の
文
章
に
引
き
つ
づ
い
て
な
お
、

「
ま
た
次
に
因
縁
生
の
法
は
必
ず
四
相
を
帯
す
。
四
相
を
帯
す
が
故
に
変
壊
無
常
な
り
。
変
壊
無
常
な
る
が
故
に
苦
、
空
、
無
我
な
り
。

苦
空
無
我
な
る
が
故
に
不
得
自
在
な
り
。
不
得
自
在
な
る
が
故
に
不
住
自
性
な
り
。
不
住
自
性
な
る
が
故
に
、
高
下
相
望
す
る
に
尊
卑
重

重
な
り
。
若
し
劣
を
も

っ
て
勝
に
望
む
る
に
、
劣
は
す
な
わ
ち
損
と
す
。
下
を
も

っ
て
上
に
比
す
る
に
下
は
す
な
わ
ち
減
と
名
づ
く
。
か

く
の
如
く
の
損
減
そ
の
数
無
量
な
り
。
ま
こ
と
に
こ
れ
本
を
そ
む
き
、
末
に
向
か
い
、
源
を
違
し
、
流
れ
に
順
ず
る
が
致
す
所
な
り
。
こ

の
故
に
三
界
六
道
長
く

一
如
の
理
に
迷
い
、
常
に
三
毒
の
事
に
酔

っ
て
、
幻
野
に
荒
猶
し
て
帰
宅
に
心
無
く
、
夢
落
に
長
眠
す
。
覚
悟
い

ず
れ
の
時
ぞ
。
い
ま
仏
眼
を
も

っ
て
こ
れ
を
観
る
に
、
仏
と
衆
生
と
同
じ
く
解
脱
の
床
に
住
す
。
こ
れ
も
無
く
彼
も
無
く
、
無
二
平
等
な

り
。
不
増
不
減
に
し
て
周
円
周
円
な
り
。
既
に
勝
劣
増
益
の
法
な
し
。
何
ぞ
上
下
損
減
の
人
あ
ら
ん
。
こ
れ
を
汗
字
の
実
義
と
名
づ
く
。

」

真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
人
三



真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
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一
人
四

前
文
は
小
乗
仏
教
の
立
場
か
ら
大
乗
仏
教
の
立
場

へ
の
転
換
の
過
程
を
説
く
。
常
、
楽
、
我
、
浄
と
は
大
乗
仏
教
で
い
う
涅
薬
の
四
徳

で
あ
る
。
後
半
の
文
章
は
、
仏
眼
を
も

っ
て
み
れ
ば
三
界
六
道
こ
と
ご
と
く
仏
界
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
。
そ
こ
に
説
く
原
理
は
本
覚

の
世
界
、
理
具
の
成
仏
の
立
場
で
あ
る
。
真
言
密
教
の
事
相
は
、
こ
の
理
具
の
成
仏
の
立
場
で
あ
る
。
真
言
密
教
の
事
相
は
、
こ
の
理
具

の
成
仏
を
加
持
、
顕
得
の
両
成
仏
に
進
展
せ
し
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
ひ
ら
け
る
。
本
覚
の
立
場
を
始
覚
の
立
場
か
ら
確
証
し
、
本
始
不

二
の
境
地
を
開
顕
す
る
と
こ
ろ
に
、
密
教
の
事
相
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
所
に
、
仏
が
衆
生
を
驚
覚
せ
し
め
ん
と
す
る
如
来
加
持

の
面
を
本
覚
下
転
門
と
名
づ
け
、
衆
生
が
始
覚
の
立
場
か
ら
十
六
菩
薩
の
階
程
を
経
て
如
来
の
位
に
至
る
の
を
始
覚
上
転
と
い
う
。
上
転

と
下
転
、
往
相
と
還
相
は
三
カ
加
持
（如
来
加
持
力
、
行
者
の
功
徳
力
、
法
界
力
の
相
互
媒
介
の
作
用
）
の
場
に
同
時
で
あ
る
。

次
に
右
の
う
ち
、
一二
界
六
道
の
世
界
、
一量
母
深
重
の
所
に
、
な
お
仏
陀
の
姿
を
見
出
す
く
だ
り
は
、
道
範
の
阿
字
観
書
に
も
顕
者
で
あ
る
。

四
　
道
範

の
表
徳
以
表

の
阿
字
観

―
―
「貪
瞑
痴
即
ち
阿
字
の
三
徳
」
の
立
場
―
―

雷
密
雲
師
の

「阿
字
観
秘
決
集
」
（明
治
四
十
五
年
、
香
川
県
綾
歌
郡
坂
出
町
、
定
光
院
発
行
）
の
四
六
頁
に
、
栂
尾
明
恵
上
人
の

「阿
字
観
」

の
奥
書
と
し
て
印
融
盆

四
一一五
―

一
五
一
九
）
の
言
葉
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

覚
鋭
弟
子
五
智
房
融
源
作
也
。
私
云
此
阿
字
観
遮
情
為
レ表
表
徳
為
」異
記
。
道
範
表
徳
為
レ表
遮
情
為
二異
記
　
　
金
剛
仏
子
　
印
融

と
。
こ
の
明
恵
上
人
貧

一
七
三
―

一
壬
〓
こ
の

「
阿
字
観
」
は
、　
或
は
明
恵
上
人
作
と
も
い
い
、　
五
智
房
融
源
（明
恵
よ
り
数
十
年
先

の
人
で
あ
る
）
の
作
と
も
い
わ
れ
る
。
雷
密
雲
は
そ
の
こ
と
を
明
恵
上
人
の

「
阿
字
観
」
の
奥
書
の
末
尾
に
書

い
て
い
る
が
、
同
じ
阿
字

観
の
写
本
を
高
野
山
大
学
図
書
館
で
見
て
も
、　
一
は
明
恵
上
人
作
と
あ
り
、
他
は
五
智
房
融
源
作
と
あ

っ
て
、
密
雲
の
い
う
よ
う
に

「‘是



非
を
決
す
る
よ
し
な
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

さ
て
道
範
盆

一
七
八
―

一
二
五
一一）
の

「阿
字
観
消
息
」
（雷
密
雲
の
右

「阿
字
観
秘
決
集
」
で
は
二
一
頁
）
に

「所
詮
我
等
が
念
々
ノ
貪
瞑
痴
即
チ
阿
字
ノ
三
徳

ニ
テ
候
。
貪

ハ
蓮
花
部
順
ノ
境
叉

ハ
語
密
也
。　
即
チ
阿
字
ノ
仮
諦
也
。

瞑

ハ
金
剛
部

違
ノ
境
、
阿
字
ノ
空
諦
叉
ハ
意
密
也
。
痴

ハ
仏
部
無
分
別
智
即
チ
阿
字
ノ
中
諦
、
我
等
衆
生
ノ
身
密
也
、
是
ノ
如
ク
知
見
シ
ヌ
レ
バ
万
法

阿
字
円
明
ノ
一
理
ヲ
バ
不
レ出
侯
也
。

故

二
疏
家

ハ
ア
（梵
字
）
字
本
不
生

ハ
種
智
之
本
源
卜
御
釈
侯
。
此
観

二
契
証
ス
ル
時

ハ
十
界
悉
ク

阿
字
也
。
無
間
ノ
猛
炎
、
餓
鬼
ノ
飢
渇
、
畜
生
ノ
残
害
、
併
ラ
阿
字
ノ
性
徳
也
。
密
厳
ノ
浄
利
、
花
蔵
ノ
蓮
都
、
安
楽
ノ
荘
厳
、
悉
ク
阿

字
ノ
外
用
也
。
是
ノ
如
ク
心
得
侯
ヘ
ヌ
レ
バ
地
獄
モ
圧
ウ
ベ
カ
ラ
ズ
、
浄
土
モ
欣
ブ
ベ
カ
ラ
ズ
。
染
浄

二
着
セ
ズ
驚
カ
ズ
。
有
仏
ノ
処

ニ

モ
止
ラ
ズ
。
無
仏
ノ
処

ニ
モ
止
ラ
ズ
。
超
過
シ
テ
常

二
不
二
法
性
ノ
寂
都

二
遊
ビ
候
。
本
ヨ
リ
不
生
ノ
生
ナ
ン
バ
始
メ
テ
生
ズ
ベ
キ
生
モ

ナ
ク
、
本
ヨ
リ
不
滅
ノ
滅
ナ
ン
バ
始
メ
テ
滅
ス
ベ
キ
滅
モ
ナ
シ
。
生
滅
共
二
常
住
ナ
レ
バ
金
剛
不
壊
ノ
法
身
、
我
等
ガ
色
身
也
。
行
住
坐

臥
ノ
挙
動
モ
三
密
自
楽
ノ
修
行
ナ
レ
バ
語
黙
動
静
皆
阿
字
円
明
の
作
業
也
。
必
ズ
シ
モ
閑
室

二
坐
シ
テ
心

一
境
静
ナ
ル
フ
ノ
ミ
阿
字
観
ト

ハ
不
′申
也
。
（以
下
略
ご

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
彼
の
表
徳
以
本
の
立
場
を
如
実
に
露
呈
し
て
余
り
が
あ
る
。
道
範
に
は
こ
の
外
、
「阿
咋
合
観
」

の
観
法
を
説
く
。
こ
れ
は
息
の
使
い
方
に
ア
と
ウ
ン
の
二
法
が
あ
り
、
男
女
の
息
と
し
て
表
現
し
た
り
す
る
の
で
、
立
川
流
の
観
法
と
通

ず
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

む

す

び

私
は
真
言
宗
以
外

の
人

々
の
た
め
に
、
自
宗

の
教
義
を
丁
寧
に
説
明
し
よ
う
と
思
う
心
か
ら
、
引
用
文
を
冗
長
な
ま
で
に
用
い
た
。

こ

真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五



真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
）

一
八
六

れ
は
上
手
な
学
術
論
文
の
書
き
方
で
は
な
か
ろ
う
。
然
し
私
の
ね
ら
い

は
阿
字
観
等
の
事
相
上
に
用
い
ら
れ
て
来
た
数
点
の
観
法
の
対
象

（本

尊
図
）
を
学
術
発
表
会
の
参
加
者
に
示
し
、
具
体
的
に
真
言
教
団
が
歩

ん
で
来
た
道
の
傾
向
を
示
す
点
に
あ
る
の
で
、
こ
の
原
稿
に
は
こ
れ
ま

で
未
発
表
の
高
野
山
西
禅
院
寄
托
、
高
野
山
大
学
図
書
館
蔵
の
金
胎
両

部
種
子
マ
ン
グ
ラ
付
き
阿
字
観
本
尊
の
写
真
と
、
こ
れ
は
既
発
表
で
は

あ
る
が
五
色
阿
字
の
写
真
と
の
み
を
添
付
す
る
に
と
ど
め
る
。
勿
論
そ

の
写
真
の
原
図
は
会
場
で
披
露
す
る
。
そ
の
図
の
阿
字
は
五
色
阿
字
で

あ
る
。
無
、
不
、
非
の
三
つ
の
否
定
的
原
理
を
示
す
と
い
わ
れ
る
梵
字

の
ア
字
の
筒
所
に
、
地
、
水
、
火
、
風
、
空
の
五
大
を
示
す
五
色
を
配

当
図
絵
す
る
あ
た
り
、
ま
さ
に
当
相
即
道
、
即
事
而
真
の
妙
理
を
示
す

も
の
と
い
う
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
梵
字
の
ア
字
を
人
体
化
し
て
観
法

の
対
象

（本
尊
図
）
と
し
た

「
ア
ン
字
房
様
」
、
「
ア
ン
字
法
師
」
な
ど

も
こ
の
よ
う
な
構
想
の
同
埓
内
に
あ
る
。
理
供
の
外
に
併
せ
修
す
る
事

供
、
洒
水
作
法
に
洒
水
器
に
水
を
入
れ
、
そ
れ
を
散
杖
の
端
に
つ
け
て

本
尊
と
行
者
、
壇
上
等
を
浄
除
す
る
作
法
な
ど
、
ま
さ
に
真
俗
二
諦
双

修
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
る
。
真
俗
二
諦
双
修
の
立
場
は
必
然
的
に
、



大
師
の
ご
遺
戒
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
な
如
く
、

大

・
小
乗
の
顕
戒
を
三
味
耶
戒

（密
戒
）
の
外

に
併
修
す
る
立
場
を
導
く
。
こ
れ
は
天
台
の
円

頓
戒
独
修
の
立
場
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

真
言
教
団
の
立
場
は
、
無
住
所
涅
槃
に
住
す

る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
、
現
実
以
本
の
立
場

で
あ
る
。
教
勢
の
浮
沈
は
時
に
よ

っ
て
様

々
で

あ

っ
た
ろ
う
が
、
真
言
教
団
に
は
時
代
の
変
遷

に
よ

っ
て
立
場
を
変
え
ぎ
る
を
得
ぬ
よ
う
な
面

は
な
い
。

な
お
、
当
相
即
道
、
即
事
而
真
を
説
く
立
場

か
ら
左
道
密
教
立
川
流
が
派
生
し
、
宥
快
に
よ

っ
て
大

々
的
に

一
掃
処
置
を
受
け
た
が
、
な
お
徳
川
初
期
の
宥
政
、
澄
栄
等
の
高
野
山
宝
門
、
寿
門
の
門
主
に
そ
の
流
れ
を
汲
む
と
思
わ

れ
る
阿
字
観
書
が
あ
り
、
筆
者
は
最
近
そ
の
隠
語
迄
発
見
し
、
高
野
山
同
学
会
に
お
い
て
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
写
真
と
説
明

は
研
究
発
表
の
会
場
で
披
露
し
て
お
く
。

昭
和
四
十
八
年
十

一
月
十
日
早
朝
記

真
言
教
団
と
事
相

（大
野
俊
覧
）

一
八
七
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