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蓮
に
お
け
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開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

勝

一

ど
の
宗
祖
に
つ
い
て
も
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
の
中
で
あ
る

一
つ
の
立
場
を
主
張
す
る
場
合
、
か
れ
は
そ
の
立
場

が
釈
尊
の
も

っ
と
も
普
遍
的
な
教
え
に
基
く
こ
と
を
確
信
し
標
榜
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
特
定
の
宗
派
を
形
成
し
よ
う
と

い
う
意
識
は
も

っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、　
一
つ
の
立
場
を
と
る
こ
と
は
、
既
成
の
き
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
立
場
と
相
対

す
る
こ
と
に
な
り
、
あ
る
い
は
反
対
の
立
場
を
呼
び
起
す
可
能
性
も
あ
り
、
こ
こ
に
立
場
の
主
張
者
の
意
図
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
宗
派

が
形
成
さ
れ
る
。
ま
た
立
場
の
主
張
が
単
な
る
理
念
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
宗
教
と
し
て
現
実
の
社
会
に
働
き
を
持

つ
も
の
で
あ
る

以
上
、
そ
の
主
張
の
信
奉
者
た
ち
が
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
教
団
を
形
成
し
、
他
の
教
団
あ
る
い
は
社
会
的
勢
力
と
相
対
す
る
関
係
に

お
か
れ
る
こ
と
も
さ
け
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。

日
蓮
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
か
れ
が
信
奉
す
る
法
華
経
を
、
仏
教
の
も

っ
と
も
普
遍
的
な
教
え
と
し
て
確
信
し
て
い
た
か
ら
、

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題
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主
観
的
に
は
、
み
ず
か
ら
が
既
存
の
諸
宗
派
を
超
越
す
る
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
任
し
て
い
た
ｃ
「
日
蓮
は
い
づ
れ
の
宗
の
元

祖
に
も
あ
ら
ず
、
叉
未
葉
に
も
あ
ら
ず
」
（妙
密
上
人
御
消
息
）
（↓
と
い
う
。
ま
た

「宗
々
亙
に
権
を
評
ふ
。
予
こ
れ
を
あ
ら
そ
は
ず
」

（開

目
抄
）
（こ
と
も
い
う
ｏ
客
観
的
事
実
と
し
て
は
か
れ
が
天
台
宗
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
全
く
明
瞭
で
あ
る
が
、
た
だ
か
れ
は

同
じ
天
台
宗
の
中
に
お
い
て
、
同
時
代
の
先
学
を
師
と
す
る
意
識
を
全
く
持

っ
て
い
な
い
。
か
れ
が
幼
時
に
修
学
し
た
清
澄
山
は
、
慈
覚

大
師
系
統
の
天
台
寺
院
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
と
き
の
師
匠
道
董
房
に
対
し
て
は
、
情
誼
的
な
恩
愛
を
強
く
感
じ
て
い
る
が
、
思
想
上
の
師

と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
比
叡
山
留
学
時
の
師
は
有
名
な
碩
学
俊
範
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
か
れ
か
ら
何
ら
の
思
想
的
影
響
を
う

け
た
形
跡
も
認
め
ら
れ
な
い
。
日
蓮
は
遠
く
天
台

・
伝
教
の
み
を
思
想
上
の
師
と
仰
ぎ
私
淑
し
て
い
る
が
、
と
き
に
は
、
み
ず
か
ら
の
境

地
が
釈
尊
の
内
證
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
、
天
台

・
伝
教
を
も
超
越
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
な
師

を
持
た
な
い
こ
と
は
、
親
鸞
や
道
元
と
異

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し

一
方
で
は
、
日
蓮
は
、
そ
の
主
張
を
現
実
の
社
会
の
中
に
、
じ

っ
さ
い
に
働
き
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
実
現
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
か
ら
、
そ
の
実
践
活
動
は
社
会
的
抵
抗
を
呼
び
起
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
か
れ
の
信
奉
者
た
ち
は
、
日
蓮
を
中
心
と
す
る
集
団

の
形
成
を
強
固
に
し
た
。
遺
文
を
通
じ
て
著
し
く
目
に
つ
く
こ
と
は
、
か
れ
が
つ
ね
に
弟
子
信
者
に
向

っ
て
語
り
か
け
る
と
き
、　
一
人
称

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

「
日
蓮
」
と
い
う
自
称
を
ひ
ん
ば
ん
に
用
い
、
日
蓮
を
中
心
と
す
る

一
門
の
形
成
を
呼
び
か
け
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
遺
文
中
に
は

「
日
蓮
が

一
門
」
、

「
日
蓮
が
弟
子
檀
那
」
等
の
こ
と
ば
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
の
思
想
的
立
場
が
普
遍
性
を
持

つ
べ
き
こ
と
と
、
そ
れ
が
現
実
社
会
に
実
際
に
働
き
を
あ
ら
わ
す
べ
き
こ
と
と
の
二
つ
の
方
面
を
と

も
に
強
調
し
た
点
に
日
蓮
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
単
な
る
理
念
と
し
て
、
普
遍
的
思
想
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
な
教
義
の

構
成
に
よ

っ
て
事
足
り
よ
う
が
、
そ
れ
を
現
実
の
社
会
に
実
現
す
る
に
は
、
実
現
の
障
害
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
の
対
象
と
対
決
し
、
そ
れ
を



克
服
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
日
蓮
の

一
生
は
こ
の
実
践
の
連
続
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
問
題
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
日
蓮
の
四
箇
格
言
と
、
そ
れ
に
伴
う
他
教
団

へ
の
折
伏
伝
道
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
い
わ
ゆ
る

「念
仏
無
間

・
禅
天
魔

。
真
言
亡
国

。
律
国
賊
」
と
い
う
成
句
は
、
日
蓮
遺
文
の
中
で
は
、
与
建
長
寺
道
隆
書

。
本
門
宗

要
砂
に
見
ら
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
書
を
偽
作
視
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
日
蓮
に
お
け
る
四
箇
格
言
の
成
立
を
疑
問
視
す
る
も
の
も
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
疑
問
視
は
日
蓮
の
諸
宗
破
折
の
意
義
を
小
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
動
機
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
四
箇
格
言
と
類

似
し
た
表
現
は
、
遺
文
中
随
所
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
か
り
に
こ
の
言
葉
が
日
蓮
自
身
の
も
の
で
な
く
て
も
、
実
質
的
に
日
蓮
の
立
場
を
表

し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
四
箇
格
言
は
、
単
に
教
義
理
論
上
の
対
論
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
布
教
伝
道
と
い
う
社
会
的
実
践
を
伴
う
も
の
で
あ
る

か
ら
、
当
然
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
教
団
の
存
立
の
問
題
と
か
か
わ

っ
て
来
る
。
日
蓮
が
折
伏
伝
道
を
行
な

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。　
一
つ
は
、
日
蓮
以
降

近
世
初
頭
に
至
る
ま
で
は
、
他
教
団
に
対
す
る
攻
勢
的
布
教
が
可
能
で
あ

っ
た
か
ら
、
日
蓮
の
諸
宗
破
折
は
、
そ
の
思
想
の
本
質
か
ら
出

た
必
然
的
な
実
践
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
他
は
、
近
世
の
専
制
的
な
封
建
政
権
が
成
立
し
て
以
降
の
考
え
方
で
あ

っ
て
、
こ
の
時
代
攻

勢
的
な
布
教
法
が
強
権
を
も

っ
て

禁
圧
さ
れ
た
の
で
、　
日
蓮
の
折
伏
行
は
布
教
上
の
便
宣
的
手
段
と
し
て
、　
思
想
の
本
質
と
は
別
で
あ

り
、
日
蓮
の
思
想
と
い
え
ど
も
他
教
団
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
解
釈
が
有
力
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
現
代
の
日
蓮
解
釈
も

お
お
む
ね
近
世
以
降
の
解
釈
を
う
け
つ
ぎ
、
折
伏
や
四
箇
格
言
の
意
義
を
大
き
く
評
価
し
な
い
。
現
代
の
代
表
的
な
日
蓮
研
究
家
は

「
四

箇
格
言
に
し
て
も
、
最
初
か
ら
ま
と
め
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
布
教
の
過
程
に
お
い
て
、
か
れ
な
り
に
必
要
を
感
じ
て
個
々
に
い

い
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
蓮
伝
記
で
は
、
立
教
開
宗
の
日
に
四
箇
格
言
を
な
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
も
と
も
と

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
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日
蓮
は
性
格
的
に
排
他
的
で
あ

っ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
思
想
と
実
践
の
統

一
を
強
く
求
め
る
タ
イ
プ
の
宗
教
家
で
あ
る
日
蓮
が
、
そ
の
生
命
を
賭
し
て
行
な

っ
た
折
伏
伝
道
を
、
布
教

対
象
か
ら
触
発
さ
れ
た
手
段
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
解
く

一
つ
の
か
ぎ
は
、
か
の
諸
宗
破

折
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
日
蓮
の
思
想
の
根
本
を
な
す
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
に
か
れ
の
思
想

形
成
に
あ
ず
か
る
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
後
に
布
教
の
過
程
に
お
い
て
漸
次
に
成
立
し
た
思
想
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
日
蓮
の
思
想
形
成
の
由
来
を
考
え
、
そ
れ
が
四
宗
破
折
の
実

践
に
ど
う
結
び
つ
き
、
ま
た
教
団
の
問
題
に
関
係
す
る
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
考
え
て
み
た
い
。

二

日
蓮
の
青
春
時
代
の
仏
教
修
学
に
つ
い
て
は
、
後
年
か
れ
が
往
時
を
回
想
し
た
断
片
的
記
事
が
あ
り
、　
一
般
に
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し

て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。　
ま
た
こ
の
頃
に
か
れ
が
学
習
の
た
め
筆
写
し
た
と
み
ら
れ
る
円
珍
の

「
円
多
羅
義
集
」
、　
覚
錢
の

「
五
輪
九
字
秘

釈
」
等
の
著
作
の
原
物
が
残
さ
れ
て
お
り
、
参
考
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
か
ら
か
れ
の
思
想
形
成
の
過
程
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
資
料

的
に
見
て
も
あ
ま
り
に
も
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
た
だ
従
来
、
見
落
さ
れ
て
い
た
方
法
で
あ
る
が
、
か
れ
の
最
初
期
の
著
作
の
思
想
内
容
を

手
が
か
り
に
し
て
、
遡
源
的
に
思
想
形
成
の
過
程
を
推
定
す
る
方
法
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

開
宗
以
前
の
著
作
と
し
て
は
、
二
十

一
歳
の
と
き
に
著
わ
し
た

「戒
体
即
身
成
仏
義
」
が
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
澄
山
に
お

け
る
修
学
の
成
果
を
ま
と
め
、
仏
教
全
体
に
対
す
る
か
れ
の
理
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
開
宗
後
初
期
の
著
作
と
し
て
は
、
正
嘉
二

年
、
三
十
七
歳
の
と
き
に
著
わ
し
た

「
一
代
聖
教
大
意
」
を
、　
古
来
、　
宗
学
者
た
ち
は
、
「御
書
の
始
め
な
り
」

（常
師
見
聞
奥
書
）、
「著



作
の
首
め
」
（日
導
）
な
ど
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
切
経
の
趣
旨
を
要
約
し
て
述
べ
、
仏
教
全
体
に
対
す
る
か
れ
の
理
解
の
態
度
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
本
書
が
開
宗
後
最
初
の
著
作
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
昭
和
定
本
遺
文
の
配
列
に
よ
る
と
、
本
書
以

前
に
、
断
簡
や
覚
書
を
含
め
て
八
篇
の
遺
文
が
存
在
す
る
。
こ
の
中
で
、
戒
体
即
身
成
仏
義
や

一
代
聖
教
大
意
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
教
全

体
に
対
す
る
展
望
を
行
な

っ
た
も
の
に
、
「諸
宗
間
答
砂
」
が
あ
る
。

本
書
は
、
建
長
七
年
、
三
十
四
歳
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
真
言
破
折
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
異
論
が
出
さ
れ
る
余
地

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
系
年
が
何
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
の
か
、
異
説
が
あ
る
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
私
は
よ
く
承
知
し
て
い
な
い
。　
一
お
う
昭
和
定
本
遺
文
に
お
け
る
本
書
の
系
年
に
し
た
が
う
と
、
以
上
の
三
書
が
、
日
蓮
が

本
格
的
な
布
教
活
動
、
著
作
活
動
を
は
じ
め
る
前
の
段
階
に
お
い
て
、
仏
教
を
展
望
し
た
著
作
と
し
て
、
か
れ
の
思
想
の
基
本
的
姿
勢
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
見
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
こ
２
二
書
を
通
じ
て

一
致
し
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
、
か
れ
は
法
華
経
を

「開
会
」
の
思
想
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
仏
教
の
中
心
に
す
え
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
戒
体
即
身
成
仏
義
は
、
戒
体
に
は
、
小
乗

・
権
大
乗

。
法
華
経

・
真
言
宗
の
四
種
が
あ
る
が
、
戒
体
を
発
得
し
た
当
初
に
即
身
成

仏
の
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
華
経
開
会
の
戒
体
と
真
言
宗
の
戒
体
の
み
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
小
乗
戒
体
は

二
百
五
十
戒
等
、
権
大
乗
の
戒
体
は
梵
網
経

・
襲
略
経
に
よ
る
も
の
で
、
前
者
は
華
厳
経
の
結
経
に
当
る
が
、
そ
の
華
厳
経
は
頓
教
で
あ

り

一
乗
を
説
く
も
、
未
開
会
の
一
乗
で
あ
る
。
ま
た
華
厳

。
塔
網
の
二
経
に
は
、
別
円
二
教
が
説
か
れ
、
そ
の
円
教
の
方
面
に
お
い
て
、

衆
生
が
仏
戒
を
受
け
て
正
覚
を
成
ず
る
と
さ
れ
る
が
、　
法
華
以
前
の
円
の
戒
体
は
別
教
の
所
属
に
す
ぎ
な
い
、

「法
華
の
戒
体
は
受

・
不

受
を
云
は
ず
、
開
会
す
れ
ば
戒
体
を
発
得
す
」
と
い
う
。

つ
ぎ
に
法
華
経
を
論
ず
る
に
つ
い
て
、
か
れ
は
と
く
に

「法
華
開
会
の
戒
体
」
と
標
題
し
て
い
る
。
か
れ
が
法
華
経
と
他
経
を
区
別
す

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

〈勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一五
九



日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ○

る
根
拠
を
、　
開
会
の
は
た
ら
き
の
有
無
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
は
い
う
、
「唐
土
の
天
台
宗
の
末
学
、　
戒
体
を
論

ず
る
に
…
…
末
だ
梵
網

・
法
華
の
戒
体
の
差
別
に
委
し
か
ら
ず
。
法
華
経

一
部
八
巻
二
十
八
品
、
六
万
九
千
三
百
八
十
四
字
、　
一
一
の
文

字
、
開
会
の
法
門
実
相
常
住
無
作
の
妙
色
に
非
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
此
の
法
華
経
は
、
三
乗

・
五
乗

・
七
方
便

。
九
法
界
の
衆
生
を
皆

吐
慮
遮
那
の
仏
因
と
開
会
す
。　
…
…
此
等
の
衆
生
の
身
を
押

へ
て
仏
因
と
開
会
す
る
な
り
。　
其
故
は
、　
此
等
の
衆
生
の
身
は
皆
戒
体
な

り
」
と
。

天
台
以
来
の
歴
史
に
お
い
て
、
開
会
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
展
開
を
と
げ
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
独
立
に
考
究
す
べ

き
問
題
で
あ
ろ
う
が
、　
日
蓮
は
こ
の
場
合
、
「開
会
」
の
意
義
を
、
　
一
切
衆
生
を
包
含
し
て
成
仏
せ
し
め
る
原
理
と
し
て
考
え
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
開
会
は
、
会
三
帰

一
あ
る
い
は
開
権
顕
実
と
し
て
、
諸
経
の
統

一
を
意
味
す
る
思
想
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
法
華
経

の
教
え
は
、
教
法
の
統

一
（法
開
会
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
格
の
統

一
（人
開
会
）
ま
で
徹
底
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。　
一
切
衆
生
成
仏
の
意

味
に
お
け
る
開
会
は
、
人
格
の
統

一
に
外
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
必
然
的
に
、
人
格
の
集
団
と
し
て
の
教
団
の
統

一
の
方
向
を
指
示
す
る
と

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
中
で
、
日
蓮
は
早
く
も
念
仏
破
折
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
開
会
に
よ

っ
て

一
切
衆
生
成
仏
を
達
成
せ
し
め
る
法
華
経
は
、

あ
ら
ゆ
る
仏
教
の
教
え
の
も
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、　
下
機
相
応
、　
易
行
中
の
易
行
と
し
て
の

は
た
ら
き
を
な
す
と
い
う
に
あ

っ

た
。
「称
名

。
読
経

・
造
像

。
起
塔

・
五
戒

・
十
善

・
色
無
色
の
禅
定
、　
無
量
無
辺
の
善
根
あ
り
と
も
、　
法
華
開
会
の
菩
提
心
を
起
さ
ず

ん
ば
、
六
道
四
生
を
全
く
出
で
ま
じ
き
な
り
」
「此
の
経
を
意
得
る
者
は
、
持
戒

。
破
戒

。
無
戒
皆
開
会
の
戒
体
を
発
得
す
る
な
り
」

つ
い
で

「今
此
三
界
皆
是
我
有
」
と
い
う
法
華
経
の
経
文
を
引
用
し
て
、
「我
有
」

の
意
味
は
真
言
宗
で
な
け
れ
ば
知
り
難
い
、　
法
華

は
真
言
の
初
門
で
あ
る
と
い
い
、
最
後
に
、　
真
言
宗
の
戒
体
は
、　
師
に
依
ら
な
け
れ
ば
相
承
を
失
う
の
で
別
記
し
て

こ
こ
に
は
載
せ
な



い
、
標
題
に
真
言
を
あ
げ
た
の
は
、
顕
教
よ
り
密
教
の
勝
れ
る
こ
と
を
人
に
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

密
教
を
法
華
経
の
上
に
置
く
の
は
、
台
密
教
判
に
よ

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
論
調
か
ら
見
る
と
、
実
際
は
■
蓮
は
、
法
華
経

を
重
ん
じ
て
い
る
割
合
に
は
、
密
教
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
を
寄
せ
て
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
開
宗
後
し
ば
ら
く
の
間
、
日
蓮
は

「法
華

。
真
言
」
と
い
う
表
現
を
用
い
盆
代
聖
教
大
意
・
守
護
国
家
論
・
災
難
興
起
由
来
）、
こ
れ
は
か
れ
が
い
ま
だ
に
台
密
に
与
同
す
る
立

場
に
立

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
日
蓮
に
と

っ
て
は
、
法
華
と
真
言
は
理
に
お
い
て
は
同
体
で
あ
る
に
し
て
も
、

事
（は
た
ら
き
）
に
お
い
て
は
法
華
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
は
は
じ
め
か
ら
持

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
理
よ
り
も
事
を
重
ん

ず
る
日
蓮
は
、　
や
が
で
、　
事
勝
の
ゆ
え
に
理
に
お
い
て
も
法
華
経
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う

教
判
を
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。本

書
に
お
け
る

「戒
体
」
と

「即
身
成
仏
」
の
概
念
は
、
わ
が
国
の
天
台
宗
に
お
い
て
、
衆
生
の
救
済
に
か
か
わ
る
実
践
的
思
想
の
代

表
的
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は
早
く
、
伝
教
の
著
作
の
中
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
即
身
成
仏
は
、
衆
生
の
易
行
的
速
疾
成
仏
を
可
能
な

ら
し
め
る
原
理
と
し
て
救
済
圏
の
拡
大
化
を
理
論
づ
け
る
重
要
な
思
想
で
あ

っ
た
。
戒
体
は
円
頓
戒
の
内
容
を
な
す
概
念
で
あ
る
が
、
円

頓
戒
は
戒
法
と
い
う
よ
り
も
戒
の
受
授
の
作
法
儀
式
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、　
こ
れ
に
よ
り
教
団
の
秩
序
を
表
現
す
る
。　
日
本
天
台
で

は
、
受
戒
の
当
初
に
戒
体
を
発
得
し
て
成
仏
の
達
成
を
保
証
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
授
戒
の
対
象
と
な
る
衆
生
は
、
高
位
の
者
に
か
ぎ
ら

ず
下
践

。
凡
夫
の
者
を
含
む
と
し
て
、
真
俗

一
貫
、　
出
家
在
家
を
包
含
す
る
授
戒
対
象
の
拡
大
化
を
め
ざ
し
た
↑
）。　
し
た
が

つ
て
日
蓮

が
い
う

「戒
体
即
身
成
仏
」
の
概
念
は
、
教
団
的
秩
序
の
も
と
に
お
け
る
救
済
圏
の
拡
大
化
を
意
図
す
る
思
想
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
日
蓮
の
思
想
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
本
門
の
戒
壇
は
、
も

っ
と
も
明
瞭
を
欠
く
部
分
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
形
の
も
の
に
し
て
も

か
れ
が
戒
壇
の
設
立
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
最
初
の
著
作
か
ら
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ
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日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）

三

諸
宗
門
答
砂
は
、
法
華
経
に
対
す
る
天
台

。
妙
楽

・
伝
教
等
の
釈
に
お
い
て
、
雨
前
権
教
を
簡
び
捨
て
ず
、
通
別
教
の
仏
慧
を
法
華
経

と
同
体
と
み
る
い
わ
ゆ
る
仏
慧
無
殊
の
意
味
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
何
故
に
法
華
経
独
勝
と
い
え
る
か
、
と
い
う
間
に
答
え
る
こ
と
か
ら

は
じ
ま
る
。
法
華
経
の
三
種
教
相
の
う
ち
根
性
融
不
融
の
相
の
下
に
、
相
待
妙

。
絶
侍
妙
の
二
妙
が
立
て
ら
れ
る
が
、
相
待
妙
の
下
に
、

約
教
判
（与
釈
）
と
約
部
判
（奪
釈
）
が
あ
り
、
前
者
に
よ
る
と
き
は
雨
前
権
教
の
当
分
の
得
道
を
許
す
が
、
後
者
に
よ
る
と
き
は
雨
前
教
は

簡
び
捨
て
ら
れ
る
。
前
者
の
約
教
判
に
お
い
て
も
、
真
実
に
勝
劣
を
判
ず
る
と
き
は
、
円
珍
の
法
華
論
記
に
い
う
よ
う
に
、
通
別
教
も
小

乗
法
と
み
な
し
て
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
絶
待
妙
は

「開
会
の
法
門
」
で
あ
る
。
日
蓮
は
い
う

「此
の
時
は
爾
前
権
教
と
て
嫌
ひ
捨
て
ら
る
る
所
の
教
を
皆
法
華
の
大
海

に
収
め
入
る
な
り
。
随
て
法
華
の
大
海
に
入
り
ぬ
れ
ば
雨
前
の
権
教
と
て
嫌
は
る
る
者
な
き
な
り
。
皆
法
華
の
大
海
の
不
可
思
識
の
徳
と

し
て
、
南
無
妙
法
蓮
経
と
云
ふ

一
味
に
た
た
き
な
し
つ
る
間
、
念
仏

・
戒

・
真
言

・
禅
と
て
別
の
名
言
を
呼
び
出
す
べ
き
道
理
か
つ
て
無

き
な
り
」
つ
ま
り
開
会
に
よ
っ
て
諸
教
は
法
華
経
の
中
に
否
定
的
に
統

一
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
分
日
蓮
独
得
の
解

釈
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。　
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
と
反
対
の
解
釈
の
仕
方
が

一
般
的
な
も
の
と
し
て
次
に
示
さ
れ
る
。

「世
間
の
天
台

宗
は
開
会
の
後
は
、
相
待
妙
の
時
、
斥
ひ
捨
て
ら
れ
し
所
の
前
四
味
の
諸
経
の
名
言
を
唱
う
る
も
、
諸
仏
諸
菩
薩
の
名
言
を
唱
う
る
も
、

皆
法
華
の
妙
体
に
て
あ
る
な
り
。
大
海
に
入
ら
ざ
る
程
こ
そ
各
別
の
思
な
れ
。
大
海
に
入
り
て
後
に
見
れ
ば
、
日
頃
悪
し
善
し
と
斥
ひ
用

ひ
け
る
は
大
僻
見
に
で
あ
り
け
り
。
…
…
大
海
の
一
水
と
思
で
何
れ
を
も
心
に
任
せ
て
有
縁
に
随

っ
て
唱

へ
持
つ
に
苦
し
か
ら
ず
と
で
、

念
仏
を
も
真
言
を
も
何
れ
も
心
に
任
せ
て
唱
う
る
な
り
」。　
つ
ま
り
諸
教
は
開
会
に
よ
り
背
定
的
に
統

一
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。　
こ

一一一一ハ
二



れ
に
対
し
日
蓮
は

「奪

っ
て
云
ふ
時
は
随
分
の
随
地
獄
の
義
な
り
」
と
反
対
す
る
。
か
れ
は
い
う
、
「開
会
の
後
も

（雨
前
教
を
）
鹿
教
と

斥
び
捨
つ
る
な
り
」
、
「仮
令
、
雨
前
の
円
を
今
の
法
華
に
開
会
し
入
る
る
と
も
、
雨
前
の
円
は
法
華
と

一
味
な
る
事
無
し
。
法
華
の
体
内

に
開
会
し
入
れ
ら
れ
て
も
、
体
内
の
権
と
云
は
れ
て
実
と
云
は
ざ
る
な
り
」

日
蓮
に
よ
れ
ば
、
開
会
に
よ
り
統

一
す
る
も
の
（能
開
）
と
統

一
さ
れ
る
も
の
（所
開
）
の
間
に
は
次
元
の
差
が
あ
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
後

者
は
前
者
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
能
開
と
所
開
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
、
後
に
十
章
抄
に

「南
無

阿
弥
陀
仏
は
雨
前
に
か
ぎ
る
。
法
華
経
に
お
い
て
は
往
生
の
行
に
あ
ら
ず
、
開
会
の
後
仏
因
と
な
る
べ
し
。
…
…
法
華
経
は
能
開
、
念
仏

は
所
開
な
り
Ｔ
ざ

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
前
提
に
立

っ
て
、
諸
宗
問
答
紗
は
、
禅
宗

。
南
都
六
宗

・
真
言
宗

。
念
仏
の
順
に
よ

っ
て
、
諸
宗
批
判
を
行
な

っ
て
行
く
。
こ

こ
に
す
で
に
真
言
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
教
義
的
批
判
で
あ

っ
て
、
人
師
に
対
す
る
非
難
は
な
い
。

日
蓮
が
法
華
経
の
思
想
を
開
会
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
と
そ
れ
に
基
く
諸
宗
批
判
は
、
多
分
に
、
比
叡
山
天
台
宗
の
歴
史
的
事
情
を
ふ

ま
え
て
発
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
伝
教
が
、
円

。
禅

・
戒

。
密
の
四
宗
相
承
を
行
な

っ
た
の
は
、
法
華
経
を
中
心
に
諸
教
を
融

合
統

一
す
る
た
め
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
の
日
本
天
台
の
歴
史
的
展
開
は
、
逆
に
諸
教
の
雑
乱
と
分
裂
状
態
を
出
現
す
る
に
至
っ
た
。
日

蓮
は
こ
の
よ
う
な
天
台
宗
の
状
態
を
改
革
し
、
か
れ
が
理
想
と
す
る
天
台
宗
の
本
来
の
姿
、
す
な
わ
ち
法
華
経
に
よ
る
諸
教
の
統

一
を
実

現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
法
華
経
超
勝
の
思
想
は
、　
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
日
蓮
以
前
の
日
本
天
台
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
諸
宗
批

判
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
伝
教
の
依
憑
天
台
集
、
円
珍
の
授
決
集
な
ど
の
著
作
は
、
日
蓮
も
し
ば
し
ば
引
用
し
そ
の
影
響
を
う
け
て
い
る
。

授
決
集
に
は
、
「徴
他
学
」
の
項
が
あ
り
、　
こ
こ
で
簡
単
な
が
ら
諸
宗
を
批
判
し
、　
禅

・
真
言
を
法
華
の
接
引
門
と
し
て
低
く
評
価
し
て

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題
（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一一ハ三



日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一六
四

い
る
。
日
蓮
と
ほ
ぼ
同
時
代
と
思
わ
れ
る
心
賀
の
口
伝
た
る
二
帖
抄
に

「
天
台
真
言
同
異
事

。
天
台
法
相
同
異
時

・
華
厳
天
台
同
異
事

。

天
台
三
論
同
異
事

。
禅
教
同
事
」
を
い
う
論
題
が
出
て
い
る
が
、
こ
こ
で
同
異
と
は
勝
劣
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
当
時
の
天
台
宗
の
諸
宗

批
判
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
念
仏
批
判
は
か
か
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
念
仏
は
観
心
門
に
属
し
、
教
相
で
な
い
と
い
う
判

断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
当
時
の
山
門
の
教
義
学
者
が
無
視
し
て
い
た
念
仏
批
判
を
手
が
か
り
に
し
て
日
蓮
は
宗
義
を
樹

立
し
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
が
念
仏
批
判
を
出
発
点
と
し
て
諸
宗
批
判
を
開
始
し
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
そ
の
実
践
基
盤
が
、
念
仏
と
同
じ

レ
ベ
ル
の
庶
民
社
会
に
あ

っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
代
聖
教
大
意
は
、
ま
ず
蔵
通
別
円
の
四
教
に
基
い
て
、　
一
代
聖
教
を
解
説
し
、
最
後
の
円
教
に
つ
い
て
、
雨
前
円
と
法
華
の
円
を
区

別
し
、
そ
し
て
爾
前
円
教
に
は
、
少
し
は
開
会
の
法
門
を
説
く
所
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
完
全
に
そ
れ
を
具
え
た
の
は
法
華
経
で
あ
る
と
す

る
。

つ
ぎ
に
五
時
に
よ

っ
て
述
べ
、
最
後
の
法
華
経
に
つ
き
、
こ
の
経
は

一
切
衆
生
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
天
台

。
妙
楽
等
の
釈

を
引
い
て
、
そ
れ
が
末
代
の
愚
者

。
下
機

。
浅
位
に
対
応
す
る
経
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
法
華
翻
経
後
記
に
よ

っ
て
、
こ
の
経
が
東
北

州
（
日
本
）
に
流
布
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
、
そ
し
て
恵
心
の
一
乗
要
結
の

「
日
本

一
州
円
機
純
熟
、

朝
野
遠
近
同
帰
■

乗
・、　
経
素
貴
賤
悉

期
〓成
仏
一、
…
・こ

の
文
を
引
用
す
る
。
日
蓮
は
恵
心
の
こ
の
文
を
好
み
、
そ
の
後
も
よ
く
引
用
す
る
が
、
こ
の
引
文
に
よ

っ
て
日
蓮
は
、

法
華
信
仰
に
よ
る
日
本
全
体
の
統

一
、
全
教
団
の
統

一
へ
の
念
願
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。　
一
代
聖
教
大
意
に
お
い
て
、
日

蓮
は
自
己
の
独
特
の
立
場
を
後
年
の
よ
う
に
は

っ
き
り
打
出
し
て
は
い
な
い
が
、
後
の
日
蓮
の
思
想
の
基
礎
と
な
る
考
え
の
輪
郭
は
す
で

に
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に

「法
華
経
は
自
力
も
定
ん
で
自
力
に
非
ず
、
…
…
叉
他
力
も
定
ん
で
他
力
に
非
ず
」
と
い
う
。
こ
こ
で
自
力

。
他
力
と
い
う
の

は
、
実
は
外
道
の
学
説
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
の
特
有
の
用
例
か
ら
、
聖
道
門

。
浄
土
門
の
自



力

・
他
力
の
意
味
を
含
め
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。
す
る
と
日
蓮
は
、
開
会
に
よ
り
聖
道

。
浄
土
二
間
の
い
ず
れ
の
立

場
も
法
華
経
に
包
括
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
相
待

。
絶
待
の
二
妙
を
述
べ
、
絶
待
妙
は

「
一
代
聖
教
は
即
ち
法
華
経
な
り
と
開
会
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
い
、
そ
し
て
法

華
経
に
能
開

。
所
開
の
二
事
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
法
華
経
に
よ
り
雨
前
諸
経
は
す
べ
て
所
開
と
し
て
開
会
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
法
華
経
の
経
文
に
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
阿
含
経
開
会
、
華
厳
経
開
会
、
般
若
経
開
会
、
観
経
等
の
往
生
安
楽
開
会
、
外
典
開
会
、

兜
率
開
会
等
の
文
を

一
々
具
体
的
に
あ
げ
て
い
る
、
た
と
え
ば
観
経
等
の
開
会
は

「於
レ此
命
終
即
往
安
楽
世
界
」

（薬
王
菩
薩
本
事
品
）
の

文
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
法
然
の
念
仏
教
を
批
判
し
て
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

四

以
上
、
仏
教
を
展
望
し
た
初
期
の
三
書
を
見
た
が
、
こ
の
内
容
か
ら
日
蓮
は
法
華
経
の
思
想
的
機
能
を
開
会
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
に

よ
る
諸
教
の
統

一
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
に
日
蓮
が
到
達
し
た
の
は
、
戒
体
即
身
成
仏
義
を
著
し
た
二
十

一

歳
以
前
で
あ
ろ
う
。
日
蓮
は
こ
の
考
え
を
、
理
論
と
し
て
表
明
す
る
よ
り
も
、
行
動
的
実
践
の
上
に
実
現
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
を

実
現
す
る
方
策
や
理
論
づ
け
に
心
を
く
だ
い
た
。
か
れ
の
独
待
の
諸
宗
破
折
は
こ
の
動
機
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。現

実
の
存
在
は
社
会
的
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
宗
破
折
が
現
実
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
社
会
的
歴
史
的
制

約
を
ま
ね
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
蓮
は
天
台
教
団
に
身
を
お
い
て
い
た
か
ら
、
天
台
宗
と
諸
宗
と
の
間
の
、
教
団
的
な
緊
張
関
係

や
距
離
が
、
か
れ
の
行
動
を
規
定
す
る
要
因
と
な
り
、
諸
宗
に
対
す
る
か
れ
の
破
折
に
は
浅
深
や
段
階
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
真
言
破
折

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
ハ
五



日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
全
ハ

は
初
期
に
み
ら
れ
ず
後
年
に
な

っ
て
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
初
期
に
は
そ
れ
を
実
行
す
る
客
観
的
条
件
が
成
熟
し
な
か

っ
た

か
ら
と
み
る
べ
き
で
、　
真
言
破
折
の
意
志
は
は
じ
め
か
ら
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「真
言
宗
を
破
す
る
た
め
に
、

は
じ
め
は
念
仏
と
禅
を
破
し
た
↑
ざ

と
い
う
日
蓮

の
述
懐
は
、
こ
の
言
葉
ど
お
り
受
け
と
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
蓮
の
破
折
の
一
つ
の
特
色
は
、
教
義
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
人
師
に
対
す
る
批
判
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
歴

史
的
意
識
の
強
い
宗
教
家
で
あ

っ
て
、
法
華
経
流
布

の
歴
史
の
上
に
マ
イ
ナ
ス
の
働
き
を
し
た
人
物
と
し
て
諸
師
を
難
ず
る
の
で
あ
る
が
、

こ
と
さ
ら
に
人
師
を
論
難
の
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に

「人
間
会
」
の
意
義
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も

っ
と
も
こ
の
こ
と
を
日
蓮
が
は

っ
き
り
自
覚
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
批
判
の
対
象
と
な
る
人
師
は
、
歴
史
的
人
物
で

あ

っ
て
も
、
宗
派
の
教
祖
あ
る
い
は
代
表
者
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
奉
ず
る
現
実
の
教
団
と
無
関
係
で
な
い
。
た
と
え

ば
、
法
然
を
論
難
す
る
と
き
に
は
、
念
仏
教
団
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
り
、
慈
覚

・
智
證
を
破
す
る
と
き
に
は
、
山
門

・
寺
門
の
天
台
教

団
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
み
る
と
日
蓮
の
破
折
の
仕
方
は
か
な
り
意
識
的
で
あ
り
、
破
折
に
対
象
の
変
遷
や
段
階
が
あ
る
の
は
、
偶
然
に
そ
う
な

っ
た
の
で

は
な
く
、
か
れ
に
と

っ
て
は
必
然
的
な
意
味
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
布
教
の
過
程
で
、
実
在
の

人
師
と
接
触
し
、
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
諸
宗
批
判
が
激
化
し
た
こ
と
は
あ
る
。
文
永
五
―
八
年
ご
ろ
、
律
宗
の
良
観
、
禅
宗
の
道
隆
、
浄

土
宗
の
良
忠

。
道
教
ら
と
日
蓮
は
接
触
し
た
。

日
蓮
の
諸
宗
破
折
は
、
教
義
的
破
折
か
ら
人
師
の
破
折

へ
進
む
も
の
で
、
人
師
の
破
折
を
も

っ
て
そ
の
意
義
が
充
足
す
る
と
考
え
て
よ

い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
四
宗
に
つ
い
て
、
人
師
の
破
折
が
ど
の
時
点
で
は
じ
ま

っ
て
い
る
か
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
念
仏
批
判
は
戒
体
即
身
成
仏
義
に
あ
ら
わ
れ
、
論
調
も
き
び
し
く
、
浄
土
宗
の
師
弟
を
魔
師

。
魔
民
と
称
し
て
い
る
が
、
法
然
の



名
は
出
し
て
い
な
い
。
開
宗
後
二
年
の
念
仏
無
間
地
獄
り
に
、
法
然
を
非
難
し
さ
ら
に
そ
の
原
流
に
あ
た
る
善
導
を
も
批
判
し
て
い
る
。

以
後
、
法
然
を
邪
師
と
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
道
綽

。
善
導
ら
を
批
判
す
る
の
が
日
蓮
の

一
貫
し
た
態
度
に
な

っ
て
い
る
。
法
然

へ
の
批

判
が
早
く
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
日
蓮
が
所
属
し
て
い
た
当
時
の
天
台
宗
が
法
然
念
仏
宗
を
攻
撃
し
排
除
し
よ
う
と
す
る
態
勢

を
持
し
て
、
両
者
の
間
に
教
団
的
な
対
立

・
緊
張
関
係
の
あ

っ
た
こ
と
に
う
な
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
法
然

へ
の
批
判
が
き

び
し
い
の
は
、
庶
民
の
仏
教
家
と
し
て
日
蓮
が
、
同
じ
く
庶
民
の
仏
教
で
あ
る
念
仏
を
開
会
、
克
服
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
立
場
を

樹
立
す
る
こ
と
を
最
初
の
目
的
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
称
名
念
仏
と
唱
題
行
と
の
宗
教
機
能
上
あ
る
い
は
教
義
上
の
対
照

的
関
係
か
ら
察
知
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
日
蓮
は
晩
年
に
至
る
と
、
慧
心
―
，永
観
―
法
然
と
い
う
浄
土
信
仰
の
系
列
に
も
と
づ
い
て
、

法
然
批
判
を
恵
心
批
判
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
新
た
な
局
面
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
永
九
年

「開
目
抄
」
に

「道
綽
と
伝

教
と
、
慧
心
と
法
然
と
い
ず
れ
此
を
信
ず
べ
し
や
↑
ざ
　
と
あ
り
、　
こ
の
頃
ま
で
日
蓮
は
慧
心
を
天
台
家
と
し
て
背
定
的
に
引
用
し
て
い

た
。
し
か
る
に
建
治
元
年

「撰
時
抄
７
ご
　
以
後
は
念
仏
家
と
し
て
筆
誅
を
加
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。　
慧
心
批
判
は
慈
覚

・
智
証
批
判
の

後
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
お
し
進
め
た
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
、
念
仏
批
判
に
し
て
も
台
密
批
判
と
同
じ
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
、
こ
の
時
点
で
、
日
蓮
は
、
比
叡
山
天
台

へ
の
批
判
を

一
歩
進
め
て
、
自
身
に
も

っ
と
も
近
い
慧
心
流
に
対
し
て
も
対
決
の

姿
勢
を
示
す
に
至

っ
た
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

禅
宗
破
折
は
、
開
宗
後
二
年
の
蓮
盛
抄
が
は
じ
め
で
あ
る
が
、
こ
と
で
達
磨

・
慧
可
等
を
あ
げ
、
個
人
を
強
く
論
難
す
る
調
子
は
顕
著

で
な
い
。
以
後
禅
批
判
は
散
発
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
論
調
は
比
較
的
お
だ
や
か
で
あ
る
。
日
蓮
が
わ
が
国
の
現
実
の
禅
宗
教
団
を

ど
う
意
識
し
た
か
は
明
瞭
で
な
い
が
、
「建
仁
年
中
、
法
然
と
大
日

（能
忍
）
の
二
人
の
邪
師
が
あ
ら
わ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
念
仏
と
禅
宗
を
興

し
、
山
門
に
打
撃
を
与
え
た
↑
ご
　
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
比
叡
山

へ
の
対
抗
勢
力
と
見
て
い
た
。　
立
正
安
国
論
に
は
、
念
仏
破
折
の
み

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ七



日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
ハ
八

が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
北
条
時
頼
に
提
出
す
る
際
に
、　
禅
宗
を
も
破
し
た
と
日
蓮
は
述
べ
て
い
る
●
）。　
禅
宗
の
弱
点
は
、

教
相
を
無
視
す
る
無
秩
序
性
に
あ
る
の
で
、
日
蓮
は
立
正
安
国
論
に
お
い
て
、
教
相
に
基
く
正
し
い
政
治
の
秩
序
を
強
調
し
た
も
の
と
推

察
さ
れ
よ
う
。
と
も
か
く
立
正
安
国
の
幕
府
提
出
に
よ

っ
て
日
蓮
は
禅
宗
教
団
と
対
決
の
態
勢
に
入

っ
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
教
義
上
、
日

蓮
が
禅
宗
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
開
会
克
服
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
明
確
に
は
知
り
が
た
い
点
が
あ
る
。

真
言
宗
破
折
は
、
前
述
の
よ
う
に
諸
宗
間
答
抄
が
初
出
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
教
義
的
批
判
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
文
永
元
年

「法
華
真
言
勝

劣
事
」
に
東
密

。
台
密
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
、
慈
覚

・
智
証
に
対
す
る
非
難
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
本
書
は
日
蓮
の
親

作
で
な
い
と
い
う
説
が
出
さ
れ
た
の
で
６
）、
こ
れ
を
除
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
弘
長
二
年

「
顕
謗
法
抄
」
、
文
永
元
年

「聖
愚
間
答

抄
」
、　
文
永
四
年

「星
名
五
郎
太
郎
書
」
等
か
ら
、　
弘
法
破
折
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
で
は
ま
だ
慈
覚

・
智
証
ら
台
密
人
師

へ

の
批
判
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
佐
前
の
段
階
で
は
批
判
の
対
象
は
、
東
密
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
顕
謗
法
抄
の
中
に
、
善
無

畏
を
難
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
文
永
三
年

「善
無
畏
砂
」
、　
文
永
七
年

「善
無
長
三
蔵
砂
」
等
に
お
い
て
か
れ
を
論
難
し
て
い
る
。

善
無

長
は
大
日
経
疏
の
著
者
で
、
こ
の
書
は
台
密
教
義
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
蓮
は
こ
の
時
代
、
教
義
的
に
は
台
密
批
判
を
準

備
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

台
密
人
師
の
破
折
は
、
文
永
九
年

「最
蓮
一房
御
返
事
」
が
初
出
で
、
こ
こ
で
慈
覚

・
智
証
を
邪
師
と
呼
ん
で
い
る
が
、
本
書
は
疑
う
人

も
い
る
の
で
、　
一
お
う
こ
れ
を
除
く
と
、
文
永
十

一
年

「弥
源
大
入
道
殿
御
返
事
」
同
年

「曽
谷
入
道
殿
御
書
」
あ
た
り
か
ら
頻
出
す
る

よ
う
に
な
り
、
そ
の
論
調
は
か
な
り
き
び
し
い
。　
一
般
に
日
蓮
の
本
懐
は
佐
後
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
に
真
言
破
折

が
は
じ
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
台
密
人
師
破
折
の
意
味
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
慈
覚

・
智
証
等
の
台
密

人
師
を
破
折
す
る
こ
と
は
、　
か
れ
が
所
属
し
て
い
た
比
叡
山
天
台
教
団
と
対
決
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。　
日
蓮
は
は
じ
め



は
、
天
台
沙
門
と
自
称
し
て
い
た
が
、
後
に
本
朝
沙
門
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
は
天
台
宗
に
対
す
る
か
れ
の
独
立
意
識
を
意
味
す

る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
建
治
元
年

「智
慧
亡
国
御
書
」
に

「今
の
代
の
天
台
真
言
等
の
諸
宗
の
僧
を
や
し
な
う
は
、
外
は
善
根
と

こ
そ
見
ゆ
れ
ど
も
、
内
は
十
悪

・
五
逆
に
も
す
ぎ
た
る
大
悪
な
り
貧
ざ
　
と
で
、
天
台
僧
に
対
す
る
信
者
の
布
施
を
禁
じ
、　
天
台
教
団
に

対
す
る
対
決
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
対
決
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
た
か
は
、
不
明
な
部
分
が
多
く
、
今

後
の
究
明
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
律
宗
破
折
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
蓮
は
文
永
八
年
、
良
観
と
接
触
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
律
と
は
別
の
問
題
に
関
し
て
で
あ

っ
た
。
日
蓮
の
良
観
批
判
は
そ
の
後
く
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
法
華
経
の
行
者
に
じ

っ
さ
い
に
迫
害
を
加
え
た
悪
師
で
あ
る
と

い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
、
律
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
は
少
い
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
聖
愚
問
答
抄
に
、
良
観
を
と
り
あ
げ
、
論
理
整

然
と
し
た
律
宗
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
本
書
が
日
蓮
の
親
作
で
な
い
疑
い
を
強
く
さ
せ
る
が
、
律
宗
と
の
対
決
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
る
の
は
本
書
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
律
宗
の
人
師
と
し
て
は
小
乗
律
の
伝
来
者
と
し
て
鑑
真
を
た
び
た
び
あ
げ
て
い
る
が
、
か

れ
が
天
台
の
書
籍
を
将
来
し
た
功
績
も
認
め
て
い
る
の
で
論
難
の
調
子
は
強
く
な
い
。
建
治
三
年

「下
山
御
消
息
」
は
、
鑑
真

・
良
観
に

言
及
し

「今
の
邪
智
な
る
持
斎
の
法
師
ら
は
、
円
頓
戒
の
行
者
を
破
戒

。
無
戒
と
あ
な
ど
り
、
国
主
を
そ
そ
の
か
し
て
天
台
宗
の
田
畠
を

と
り
あ
げ
て
自
分
ら
に
与
え
さ
せ
た
。
（１２
ざ
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
伝
教
の
円
頓
戒
壇
を
大
い
に
称
掲
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の

「叡
山
の
円
頓
戒
は
叉
慈
覚
の
謗
法
に
曲
ら
れ
ぬ
。

彼
の
円
頓
戒
も
述
門
の
大
戒
な
れ
ば
今
の
時
の
機
に
あ
ら
ず
■
ざ

と
い
う
。

し
か
し
か
れ
自
身
の
本
門
戒
が
い
か
な
る
も
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
時
点
で
木
門
戒
壇

へ
の
関
心
を
強
め
た
こ
と
は
推
知

さ
れ
る
。

日
蓮
の
開
会
思
想
は
、
論
理
的
必
然
性
と
し
て
、
「戒
壇
」

に
帰
結
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、　
こ
れ
に
つ
い
て
か
れ
は
述
べ
る
と

日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

（勝
呂
信
静
）　
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九



日
蓮
に
お
け
る
開
会
の
思
想
と
教
団
の
問
題

こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

nっ 貧節↑ ↑↑↑ ↑ T TTT

三
七
〇

定
遺

一
一
六
五
ペ
ー
ジ

同
　
五
七
九
ペ
ー
ジ

伝
教

「顕
戒
論
」
巻
中
（伝
教
大
師
全
集

一
、　
〓
一四

一
五
ペ
ー
ジ
）

同
　
「山
家
学
生
式
」
（同

一
、　
一
九
ペ
ー
ジ
）
を
参
照

定
遺
四
九

一
ペ
ー
ジ

「
曽
谷
入
道
殿
御
書
」
定
遺
八
三
人
ベ
ー
ジ
、
「
高
橋
入
道
殿
御
返
事
」
同

一
〇
九
〇
ペ
ー
ジ

定
遺
五
九
四
ベ
ー
ジ

同
　
一
〇
五
一
ベ
ー
ジ

「安
国
論
御
勘
由
来
」
定
遺
四
二
三
ベ
ー
ジ
、
「開
目
抄
」
同
六
〇
七
ベ
ー
ジ
、
「佐
渡
御
書
」
同
六
一
五
ベ
ー
ジ

安
国
論
副
状

・
故
最
明
寺
入
道
見
参
書
・
法
門
可
被
申
様
之
事

宮
崎
英
修
博
士

「不
受
不
施
派
の
源
流
と
展
開
」
三
九
―
四
一
ペ
ー
ジ

定
遺

一
一
三
〇
ペ
ー
ジ

定
遺

一
三

一
人
ペ
ー
ジ

同
　
一
〓
一四
四
ペ
ー
ジ
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