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法
華
験
記

に
み
る
法
華
経
力
の
諸
相

間

宮

啓

壬

身

延

山

大

学

一
、
問
題
の
所
在

平
安
中
期
の
長
久
年
間
（
一
○
四
○
｜
四
四
）、
天
台
僧
・
鎮
源
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

法
華
験
記

（

本
朝
法
華
験
記

、

大
日

本
国
法
華
経
験
記

と
も
）
が
、
い
わ
ゆ
る

持
経
者

研
究
の
格
好
の
素
材
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の

持
経
者

に
つ
い
て
は
、
私
自
身
、
二
○
○
八
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
に
お
い
て
、
研
究
史
の
概
略
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

菊
地
大
樹
氏
の
研
究

１
成
果
を
踏
ま
え
、

法
華
験
記

や
日
蓮
等
を
素
材
と
し
て
、

法
華
経

の
身
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
新
た
な
提
言

を
行
な
っ

２
た
が
、
本
稿
の
場
合
、
関
心
の
対
象
は

持
経
者

で
は
な
く
、
そ
の

持
経
者

ら
が
担
う
も
の
、
つ
ま
り

法
華
経

の

側
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

法
華
経

を
信
じ
担
う
者
に
と
っ
て
、

法
華
経

と
い
う
経
典
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た

の
か
、
と
い
う
問
題
関
心
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
心
の
も
と
、

法
華
験
記

を
素
材
と
し
て
取
り
扱
っ
た
先
行
研
究
は
、
ま
こ
と
に
意

外
な
こ
と
に
、
管
見
の
限
り
で
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
ん
な
中
で
、
宗
教
学
者
の
華
園

麿
氏
に
よ
る

鎮
源
撰
述

本
朝
法

華
験
記

に
お
け
る
法
華
信
仰
の

３
諸
相

は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
論

に
お
い
て
、
華
園
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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宗
教
現
象
は

信
じ
る
も
の

と

信
じ
ら
れ
る
も
の

と
の
関
係
場
面
に
お
い
て
成
り
立
つ
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
基
本
的
視
点

で
あ
る
。

法
華
験
記

に
お
け
る
そ
の
場
面
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
華
経
と
法
華
経
の

霊
益

に
与
ろ
う
と
す
る
人
と
の

間
に
成
立
す
る
。
鎮
源
が
法
華
信
仰
の
具
体
的
な
行
態
と
し
て
挙
げ
た

受
持
・
読
誦
・
聴
聞
・
書
写

は
、
こ
の
関
係
場
面
を
成

立
さ
せ
る
志
向
的
関
係
形
式
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
と
も
に
、
法
華
経
の

霊
益

は
、
こ
の
関
係
形
式
と
の
相
関
関
係
に
お
い

て

現
出
す
る

法
華
経
の
意
味
内
実
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
内
実
が

霊
益

で
あ
る
の
は
、
そ
の

関
係
が
、

解
脱

も
し
く
は

救
済

を
求
め
る
と
い
う
動
機
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
動
機
に
応
じ
る
限
り
に
お

い
て
、
法
華
経
は

（
法
華
）
経
の
力

、

妙
法
の
（
威
）
力

、

威
神

お
よ
び

一
乗
力

と
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
、
力
能

も
し
く
は
霊
力
の
担
い
手
と
し
て
信
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

法
華
験
記

に
お
い
て
描
か
れ
る
法
華
信
仰
の
構
造
は
、
法
華
経

と
い
う
経
典
と
受
持
等
の
関
係
形
式
並
び
に
そ
の
関
係
に
お
い
て
現
出
す
る
霊
益
を
構
成
契
機
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
全
篇
一
二
八

の
霊
験
譚
は
、
こ
れ
ら
の
契
機
の
相
関
の
事
例
に
他
な
ら

４
な
い
。

鎮
源
が
法
華
経
の
霊
験
を
述
べ
る
に
際
し
て
、
（
法
華
）
経
の
力

、

妙
法
の
（
威
）
力

、

威
神

、

一
乗
力

と
い
っ
た
表
現

を
用
い
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
信
仰
の
そ
の
当
処
に
お
け
る
法
華
経
の
現
れ
方
も

し
く
は
人
間
に
対
す
る
関
わ
り
方
の
表
現
で
あ
る
。
鎮
源
に
と
っ
て
、
法
華
経
は
何
よ
り
も

力
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

読
誦

は
、
他
の
行
業
〔＝

受
持

聴
聞

書
写

〕
と
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
法
華
経
が
現
れ
且
つ
働
く

形
式
を
意
味
し
て

５
い
る
。

華
園
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
現
れ
働
く

法
華
経

の
力
こ
そ
、
登
場
人
物
も
信
仰
の
動
機
も
多
種
多
様
で
多
元
的
で
あ
る

法
華

験
記

の
内
容
に
統
一
性
・
普
遍
性
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
華
園
氏
の
場
合
、
関
心
は
、

法
華
経

の
力
と
い
う
よ
り
も
、
華
園
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の

志
向
的
関
係
形
式

、
つ
ま
り

受
持
・
読
誦
・
聴
聞
・
書
写

の
意
義
と
機
能
の
分
析
に
置
か
れ
、
論
述
の
多
く
も
そ
の
た
め
に
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、
私
、
間
宮
の

場
合
、
関
心
は
ま
さ
に

法
華
経

の
力
の
側
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た

法
華
経

の
力
、
い
わ
ゆ
る

法

華
経
力

と
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
も
の
と
し
て
発
現
し
、
い
か
な
る
影
響
力
を
も
た
ら
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ

た
問
題
を
、

法
華
験
記

を
素
材
に
素
描
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
二
○
○
五
年
度
の
日
本
佛
教
学
会
の
際
に
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
り
、
論

に
ま
と
め
た
こ
と

も

６
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

法
華
験
記

の
一
部
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
、
全
一
二
八
話
か
ら
な
る

法
華
験
記

全
体
を
視
野
に
収
め
、
そ
こ
に
描
か
れ
る

法
華
経

の
力
の
諸
相
を
描
き
出

し
て
み
た
い
と
思
う
。

法
華
験
記

所
収
の
各
説
話
が
、
信
仰
を
共
有
す
る
者
に
と
っ
て
は

信
仰
の
事
実

で
あ
り
、

実
例

、

現

証

と
し
て
の
意
義
も
持
つ

７
こ
と
を

え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
作
業
は
、
た
だ

法
華
験
記

の
編
者
で
あ
る
鎮
源
の

法
華

経
力

観
を
描
き
出
す
の
み
で
は
な
く
、
平
安
中
期
の
法
華
信
仰
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た

法
華
経
力

観

そ
れ
は
、
生
と
死
に
深

く
関
わ
っ
て
く
る

の
様
相
の
一
端
を
描
き
出
す
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

二
、

力

を
担
う
も
の
と
し
て
の

法
華
経

法
華
験
記

の

第
十
七

持
法
沙
門
・
持
金
法
師

に
は
、
次
の
よ
う
な
話
を
収
め
て

８
い
る
。

あ
る
所
に
二
人
の
聖
人
が
い
た
。

一
人
は
能
く
法
華
経
を
持

す

持
法
沙
門
（
沙
門
持
法
・
法
華
聖
・
法
華
聖
人
と
も
）
、
も

う

一
人
は
金
剛
般
若
を
受
持

す
る

持
金
法
師
（
沙
門
持
金
・
般
若
聖
・
般
若
聖
人
と
も
）

で
あ
る
。
共
に
同
じ
山
で
修
行
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に
励
ん
で
い
た
が
、
二
人
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

沙
門
持
金
は
般
若
の
験
を
顕
し
て
、
世
務
を
持
せ
ず
、
自
然
の
膳
を
得

た
り

と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
が
、
一
方
の

沙
門
持
法
は
檀
那
の
食
に
預
り
、
或
時
は
乞
食
し
て
世
事
豊
な
ら
ず

と
い
う
状
態

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
は
、
沙
門
持
金
に
次
の
よ
う
な

え
を
も
た
ら
し
た
。

我
が
所
持
の
経
の
力
用
は
最
も
大
き

な
り
。
ま
た
我
が
行
業
は
他
よ
り
勝
る
。
故

に
諸
仏
菩
薩
・
諸
天
護
法
、
食
を
送
り
て
供
養
し
、
昼
夜
に
守
護
し
た
ま
ふ
。
か
の

法
華
聖
は
、
所
持
の
経
の
威
力
下
劣
に
し
て
、
能
持
の
行
者
の
所
行
如
法
な
ら
ず
。
諸
天
供
せ
ず
、
自
力
に
営
み
生
ず
と
お
も
へ

り

。し
か
し
、
そ
れ
が
思
い
上
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
沙
門
持
金
は
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
沙
門
持
金
の
夢

に

般
若
須
菩
提

が
あ
ら
わ
れ
て
、

こ
れ
法
華
聖
、
慈
悲
の
心
を
も
て
汝
を
憐
愍
す
。
故
に
十
羅
刹
女
を
そ
の
使
者
と
し
て
、

呪
願
の
施
食
を
も
て
毎
日
に
施
を
送
れ
る
の
み
。
汝
、
聖
に
し
て

慢
の
心
を
生
す
べ
か
ら
ず
。
早
く
か
の
所
に
詣
り
て
、
悔
過
懺

謝
せ
よ

と
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
沙
門
持
金
は
深
く
悔
い
改
め
、
沙
門
持
法
の
も
と
を
訪
ね
て
懺
悔
す
る
に
至
っ
た

。

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、

経
の
力
用

経
の
威
力

と
い
わ
れ
る

力

が
経
典
に
は
備
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
力
は
、
そ
の
経

典
を
修
行
す
る
行
者
の
行
業
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

法
華
験
記

と
い
う

書
物
の
性
質
上
、

法
華
経

の
力
の
優
位
性
が
、
な
に
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
十
羅
刹

女
を
動
か
し
施
食
を
行
な
わ
せ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ

法
華
経

の

経
の
力
用

経
の
威
力

で
あ
る
、
と
い
う
形
で
話
は
落
着
し

て
い
る
。

類
似
の
話
は
、

第
四
十
八

光
勝
沙
門
・
法
蓮
法
師

に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

最
勝
王
経
を
持
し
て
誦

し
て
い
る

光
勝
沙
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門
（
光
勝
聖
・
光
勝
聖
人
と
も
）

と
、

傾
年
妙
法
華
経
を
受
持

し
て
い
る

法
蓮
法
師
（
法
華
聖
・
法
蓮
聖
人
と
も
）

と
の
間
の

験
力

比
べ
の
話
で
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

光
勝
聖
最
勝
の
威
力
を
憑
み
て
、
こ
と
に
触
れ
て
法
蓮
聖
人
を
言
ひ
煩
は
せ
り
。
何
れ
の
経
の
験
力
か
勝
れ
た
る
。
当
に
勝
負
を

知
る
べ
し
。
も
し
法
華
経
の
験
力
勝
ら
ば
、
我
最
勝
を
捨
て
て
法
華
を
持
す
べ
し
。
も
し
最
勝
王
経
の
験
力
勝
ら
ば
、
法
華
を
捨
て

て
最
勝
を
持
す
べ
し
と
い
へ
り

。
光
勝
聖
に
よ
る
強
引
と
も
い
う
べ
き
こ
う
し
た
申
し
出
に
、
結
局
、
各
々
一
町
の
田
に
ど
ち
ら

が
多
く
米
を
生
み
出
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
勝
負
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

光
勝
聖
は

経
の
威
力
に
依
り
て
、
種
子
を
下
さ
ず
苗
を
殖
ゑ
ず
し
て
、
米
穀
を
し
て
豊
に
稔
ら
し
め

る
こ
と
に
成
功
し
た
。

一
方
、
何
も
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
た
法
華
聖
で
あ
る
が
、
秋
に
入
り
、
巨
大
な

を
田
の
中
央
に
生
ぜ
し
め
、
一
々
の

の
中

に
大
量
の

精
げ
た
る
白
き
米

を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
も
、

は
取
っ
て
も
取
っ
て
も
次
々
に
生
じ
て
く
る
。
そ

れ
を
見
た
光
勝
聖
は
膝
を
屈
し
、

一
乗
経
に
お
い
て
、
忠
を
尽
し
志
を
運
ら
し
て
、
書
写
供
養
し
、
読
誦
思
惟

す
る
に
至
っ
た
。

と
い
う
話
で
あ
る
。
豊
饒
を
も
た
ら
す
こ
と
に
お
い
て
、

法
華
経
の
験
力

は

最
勝
王
経
の
験
力

に
勝
り
、
そ
の
力
は

傾
年
妙

法
華
経
を
受
持

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
醸
成
・
発
揮
さ
れ
た
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
紹
介
し
た
二
つ
の
話
で
は
、

法
華
経

の
力
は
、
十
羅
刹
女
を
動
か
し
て
の
施
食
や
、
豊
饒
を
も
た
ら
す
生
産
力

に
関
わ
る
も
の
、
一
言
で
い
え
ば
、
現
世
利
益
の
方
面
に
働
く
も
の
、
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

法
華
経

の
力
は
、

時
に
翁
和
尚
、
法
花
経
に
白
し
て
曰
く
、
永
年
の
間
、
法
華
を
持
ち
奉
れ
り
。
こ
れ
現
世
の
た
め
に
あ
ら
ず
し
て
、
後
世
菩
提
の
た

め

９
な
り
。（
一
○
九
、
傍
点
引
用
者
）

と
い
う
言
葉
が
図
ら
ず
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

後
世

の
た
め
に
発
揮
さ
れ
る
力
で
も
あ
る
。
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そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
後
世
に
向
け
て
発
揮
さ
れ
る
力

後
生
善
処

的
力

を
ま
ず
は
整
理
し
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
章
を
改

め
て
、
現
世
の
た
め
に
働
く
力

現
世
安
穏

現
世
利
益

的
力

を
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。

な
お
、

法
華
経

の
力
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
本
稿
の
副
題
お
よ
び

一
、
問
題
の
所
在

等
で
は
、

法
華
経
力

と
い
う
言

葉
を
用
い
て
い
る
が
、

法
華
験
記

各
話
に
み
え
る
そ
の
表
現
は
、
次
に
示
し
た
よ
う
に
、

妙
法
の
力

を
筆
頭
と
し
て
、
実
に
多
岐

に
亘
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

・

経
の
威
力

（
一
○
・
六
六
・
一
二
二
・
一
二
八
）

・

経
の
力

（
一
四
・
一
○
六
）

・

法
華
経
の
力
用

（
三
○
）

・

法
華
の
威
力

（
三
五
）

・

妙
法
の
力

（
四
○
・
五
四
・
五
六
・
六
八
・
八
一
・
八
六
・
九
七
・
一
一
○
・
一
二
九
）

・

法
華
経
の
力

（
四
四
・
八
六
・
一
二
六
）

・

法
華
経
の
験
力

（
四
八
）

・

一
乗
の
力

（
五
七
・
一
二
六
）

・

妙
法
の
威
力

（
八
七
・
一
○
七
・
一
二
二
）

・

一
乗
の
威
力

（
九
一
・
一
二
七
）

・

法
華
（
法
花
）
の
力

（
一
○
九
・
一
二
二
・
一
二
四
）

こ
う
し
た
表
現
に
加
え
て
、

法
華
経
を
誦
せ
し
力

（
四
三
）、

持
経
の
法
力

（
七
五
）、

経
を
聞
き
し
力

（
七
七
）、

二
十
五
品
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を
聞
き
た
る
功
徳
の
力

（
八
九
）、

妙
法
聴
聞
の
威
し
き
神
力

（
一
二
八
）
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う

に
、

法
華
経

の
力
が
、

法
華
経

の
読
誦
・
受
持
・
聴
聞
な
ど
と
い
っ
た
特
定
の
行
為
を
通
し
て
発
揮
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

三
、

後
生
善
処

的
力

法
華
験
記

が
、
一
連
の
い
わ
ゆ
る

往
生
伝

に
劣
ら
ず
数
多
く
の
往
生
譚
を
収
め
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

法
華
験
記

で
は
、
そ
の
往
生
を
可
能
に
す
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ

法
華
経

の
力
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次

の
事
例
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

①
巨
大
な
毒
蛇
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
り
、

こ
こ
に
死
を
定
め
、
弥

信
心
を
発
し
て
法
華
経
を
誦
せ
り
。
願
は
く
は
経
の
力
に
依
り

て
、
命
終
決
定
し
て
、
浄
土
に
往
生
し
、
悪
趣
に
堕
ち
ざ
ら
む

と
願
っ
た

雲
浄
法
師

。（
一
四
）

②

二
万
余
部

に
わ
た
る
法
華
読
誦
を
背
景
に
、

も
し
法
華
の
威
力
に
依
り
て
、
当
に
極
楽
に
生
る
べ
く
は
、
二
月
十
五
日
釈

迦
入
滅
の
時
に
、
娑
婆
を
別
れ
む
と
欲
す

と
常
日
頃
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
実
際
、

二
月
十
五
日
の
夜
半
に

入
滅
し
た

法

華
の
持
経
者
理
満
法
師

。（
三
五
）

③
夢
の
中
で

妙
法
の
力
に
依
り
て
、
生
死
の
海
を
渡
り
、
煩
悩
の
山
を
越
え
て
、
当
に
浄
妙
の
仏
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
べ

し

と
保
証
さ
れ
た

丹
州
の
長
増
法
師

。
彼
は

若
く
盛
な
る
年
よ
り
、
八
十
余
に
及
ぶ
ま
で
、
他
の
所
作
な
く
、
た
だ
法
花

を
読
誦

し
て
い
た
。（
五
六
）

④

阿
武
の
大
夫
入
道
沙
弥
修
覚

は
、
か
つ
て
は
悪
業
を
重
ね
、
年
老
い
て
一
旦
は

死
門
に
及

ん
だ
が
、

一
の
持
経
者
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の
法
華
読
誦
に
よ
り
、
死
の
淵
よ
り
救
わ
れ
た
。
そ
の
後
、

数
の
年
、
法
華
経
を
持
し
て
、
一
心
に
こ
れ
を
読

ん
だ
上
で
再
び

死
に
赴
い
た
が
、
同
行
の
僧
の
夢
に
現
れ
、

我
今
妙
法
の
力
に
依
り
て
、
兜
率
天
に
生
る
る
こ
と
を
得
た
り

と
告
げ
た
。（
九

七
）

⑤
越
中
国
の

立
山
の
地
獄

に
堕
ち
て
し
ま
っ
て
い
た

一
の
女
人

が
、
立
山
を
訪
れ
て
い
た
修
行
者
を
介
し
て
、

我
が
た

め
に
法
華
経
を
書
写
し
、
供
養
解
説
し
て
、
当
に
苦
を
抜
く
べ
し

と
、
近
江
国
の
両
親
に
告
げ
、
両
親
が
そ
れ
を
実
行
。
そ
の
後
、

父
親
の
夢
に
女
人
が
現
れ
て
、

法
華
の
力
、
観
音
の
護
助
に
依
り
て
、
立
山
の
地
獄
を
出
で
て
、

利
天
宮
に
生
れ
た
り

と
伝

え
た
。（
一
二
四
）

⑥
法
華
書
写
を
願
っ
た
猿
の
た
め
に

法
華
経

を
書
写
し
た
こ
と
を
通
し
て
、

法
華
経
の
力
に
依
り
て
、
浄
土
に
生
る
る
こ
と

を
得
た

、
越
後
国
乙
寺
の

持
経
者

。（
一
二
六
）

⑦
自
身
の

苦
を
救
は
む
が
た
め
に
、
妙
法
華
経
を
書
写
供
養

し
て
も
ら
っ
た
結
果
、

一
乗
の
威
力
に
依
り
て
、
劫
々
の
苦
び

を
抜
き
、
今
、

利
天
に
往
く

こ
と
を
得
た

朱
雀
大
路
の
野
干

。（
一
二
七

以
上
、
傍
点
い
ず
れ
も
引
用
者

）

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
見
て
と
ら
れ
る
よ
う
に
、

法
華
経

の
力
に
よ
る
往
生
の
行
き
先
は
多
様
で
あ
る
。
①
・
③
・
⑥
の
場
合
、
行

き
先
が
特
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
②
は

極
楽

、
④
は

兜
率
天

、
⑤
・
⑦
は

利
天

と
な
っ
て
い
る
。
今
、

法
華
経

の

力
に
類
す
る
言
葉
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
事
例
も
含
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
多
様
さ
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
一
層
明
ら
か
と
な
る
（
な
お
、

漢
数
字
の
後
の
括
弧
内
は
、
往
生
に
結
び
つ
い
た
行
業
を
示
す
）。

〔
一
〕
極

楽
（
文
脈
か
ら
極
楽
往
生
と
推
測
さ
れ
る
も
の
も
含
む
）

七
（
書
写
回
向
）、
一
五

読
誦
・
焼
身
供
養

、
一
九
（
読
誦
）、
三
四
（
読
誦
・
念
仏
）、
三
五
（
読
誦
）、
三
九
（
読
誦
）、
四
○
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（
受
持
・
読
誦
・
書
写
・
図
絵
・
講
経
・
念
仏
）、
四
三
（
読
誦
）、
五
○
（
読
誦
・
書
写
・
図
絵
・
講
経
・
念
仏

真
言
念
誦
）、
五

一
（
読
誦
・
念
仏
）、
五
二
（
読
誦
・
念
仏
）、
五
五
（
読
誦
・
懺
法
）、
六
四
（
読
誦
）、
六
五
（
読
誦
）、
七
三
（
読
誦
・
懺
法
・

念
仏
）、
八
三
（
読
誦
・
念
仏
・
学
問
・
観
心
・
持
戒
）、
九
○
（
読
誦
・
懺
法
）、
九
四
（
読
誦
・
懺
法
）、
九
九
（
読
誦
・
念
仏
）、

一
○
○
（
読
誦
・
念
仏
）、
一
○
一
（
読
誦
・
念
仏
）、
一
○
二
（
読
誦
・
直
心
）、
一
○
三
（
読
誦
）、
一
一
○
（
受
持
・
読
誦
）、

一
一
一
（
朝
法
華
・
夜
念
仏
）、
一
二
○
（
読
誦
・
念
仏
）、
一
二
一
（
書
写
・
読
誦
）。

〔
二
〕
兜
率
天

一
六
（
読
誦
・
懺
法
）、
二
三
（
書
写
）、
八
○
（
読
誦
）、
八
三
（
読
誦
・
念
仏
・
学
問
・
観
心
・
持
戒
）、
八
六
（
読
誦
）、
九
七

（
読
誦
）、
一
○
四
（
読
誦
・
念
仏
・
聴
聞
・
書
写
・
造
仏
・
布
施
）、
一
一
二
（
書
写
）、
一
一
九
（
読
誦
）、
一
二
九
（
書
写
回

向
）。

〔
三
〕

利
天

一
二
四
（
書
写
回
向
・
観
音
信
仰
）、
一
二
五
（
書
写
回
向
）、
一
二
七
（
書
写
回
向
）、
一
二
九
（
書
写
回
向
）。

〔
四
〕
特
定
さ
れ
ず

二
四
（
読
誦
）、
三
七
（
書
写
）、
五
三
（
読
誦
・
懺
法
）、
五
六
（
読
誦
）、
七
○
（
受
持
・
観
音
念
持
）、
七
四
（
読
誦
）、
八
六

（
書
写
回
向
）、
一
一
六
（
読
誦
）、
一
二
六
（
書
写
）。

〔
五
〕
そ
の
他

一
一
七

宝
威
徳
上
王
仏
の
国
土

へ
の
往
生
（
読
誦
）、
一
一
八

も
し
こ
こ
は
極
楽
世
界
な
ら
む
か
、
兜
率
天
上
な
る
べ
き
と

せ
む
か

と
あ
る
が
、
特
定
さ
れ
ず
（
読
誦
）、
一
二
八

補
陀
落
世
界
に
往
生

（
聴
聞
）。
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こ
の
よ
う
に
、
往
生
の
行
き
先
は

極
楽

が
多
数
を
占
め
る
が
、

極
楽

の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
ま
た
、

往
生
を
も
た
ら
す
行
業
と
し
て
は
、

読
誦

が
中
心
的
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
、
そ
れ
の
み

に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

法
華
験
記

の

序

で

霊

益

に
あ
ず
か
る
行
業
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

受
持
読

誦

聴
聞
書
写

は
す
べ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

読
誦

を
中
心
と
す
る
こ
う
し
た
多
様
な
行
業
は
、
い
ず
れ
も

法
華
経

と
直
接

的
・
間
接
的
に
接
触
し
、

法
華
経

の
力
を
発
動
さ
せ
る
た
め
の
い
わ
ば
手
段
で
あ
り
、

極
楽

を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
往
生
先
は
、

こ
う
し
て

法
華
経

の
力
が
発
揮
さ
れ
た
結
果
、
運
ば
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
な
お
、

利
天

往
生
に
つ

い
て
は
、
六
道
・
十
界
的
秩
序
か
ら
い
え
ば
人
間
よ
り
下
位
に
あ
る
も
の
が
、
自
身
で
は
で
き
な
い

法
華
経

書
写
の
功
徳
を
回
向
し

て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
っ
た
、
と
い
う
具
体
的
な
共
通
項
を
有
し
て
い
る
）。

と
こ
ろ
で
、

法
華
験
記

の
場
合
、
往
生
を
描
写
す
る
の
に
、
一
連
の

往
生
伝

と
は
異
な
り
、

人
間
が
今
生
に
修
行
し
て
後
生

に
救
い
の
世
界
に
趣
く

と
い
う
単
純
な
描
き
方
に
収
ま
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

後
生
善
処

と
い
う
基
本

は
守
り
つ
つ
も
、

対
象
は
人
間
、
時
間
的
に
は
今
生
か
ら
後
生
へ

と
い
う
限
定
を
設
け
ず
、
よ
り
重
層
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。例

え
ば
、
私
が

宿
世
開
示
譚

と
名
づ
け
て
い
る
一
連
の
話
（
二
四
・
二
五
・
二
六
・
二
七
・
三
○
・
三
一
・
三
六
・
五
三
・
五

八
・
七
七
・
七
八
・
八
○
・
八
九
・
九
三
）
で
は
、
宿
世＝

前
生
に
お
い
て
は
畜
生
類
・
虫
類
で
あ
っ
た
も
の
が
、
た
ま
た
ま

法
華

経

と
の
接
触
を
得
た
こ
と
で
、
今
生
、
い
く
つ
か
の
限
界
を
抱
え
つ
つ
も
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、

法
華
経

を
修
行
す
る
身
と
な
り

得
た
、
と
い
う
構
造
を
持
つ
話
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
生
か
ら
今
生
に
向
け
て
働
く

法
華
経

の
力
、
六
道
・
十
界
的
秩
序
か

ら
い
え
ば
人
間
よ
り
下
位
に
あ
る
畜
生
類
・
虫
類＝

異
類

に
も
及
ぶ

法
華
経

の
力
を
示
し
て

10
い
る
。

法
華
験
記

の
末
尾
に
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載
せ
ら
れ
て
い
る
一
連
の
い
わ
ゆ
る

異
類
救

11
済
譚

（
一
二
五
・
一
二
六
・
一
二
七
・
一
二
八
・
一
二
九
）
も
ま
た
、

異
類

に
ま
で

及
ぶ

法
華
経

の
力
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
私
が

後
世
開

12
示
譚

と
名
づ
け
る
一
連
の
話
（
七
・
二
九
・
三
七
・
八
六
・
一
二
四
）
は
、
六
道
・
十
界
的
秩
序
に
お
い
て

人
間
よ
り
下
位
に
あ
る
者
を
対
象
に
据
え
る
と
と
も
に
、
時
間
的
に
は
後
生
か
ら
後
々
生
に
向
け
て
、
と
い
う
ス
パ
ン
で

法
華
経

の

力
を
示
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
そ
の
構
造
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

今

生＝

人

間
。

←
後

生＝

六
道
・
十
界
的
秩
序
に
あ
っ
て
、
人
間
よ
り
も
低
い
ラ
ン
ク
に
落
ち
る
（
七
・
二
九
・
三
七
・
八
六＝

蛇
、
一
二
四＝

立

山
地
獄
）。
そ
の
後
、
自
身
の
後
生
に
お
け
る
こ
う
し
た
悪
報
を
、
有
縁
の
者
に
、
夢
あ
る
い
は
憑
依
・
化
現
と
い
っ
た

仕
方
で
示
す
と
と
も
に
、

法
華
経

の
力
に
よ
る
助
力
（
七
・
二
九
・
三
七
・
一
二
四＝

書
写
回
向
、
八
六＝

聴
聞
）

を
請
う
。

←
後
々
生＝

六
道
・
十
界
的
秩
序
に
あ
っ
て
、
人
間
以
上
の
ラ
ン
ク
に
転
生
す
る
（
七＝

極
楽
、
二
九＝

13
抜
苦
、
三
七＝

浄
土
、
八

六＝

天
上
、
一
二
四＝

利
天
）。
そ
の
こ
と
を
、
再
び
夢
あ
る
い
は
憑
依
と
い
っ
た
方
法
で
有
縁
の
者
に
示
す
。

さ
て
、
以
上
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

後
生
善
処

的
な

法
華
経

の
力
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
六

道
・
十
界
的
秩
序
に
お
け
る
存
在
の
あ
り
方
に
、
生
を
ま
た
い
で
上
昇
を
も
た
ら
す
力
で
あ
り
、

法
華
経

と
の
直
接
的
・
間
接
的
な

接
触
に
よ
っ
て
働
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
力
は
ま
た
、

今
聖
人
の
法
華
経
を
誦
す
る
声
を
聞
く
に
、
悪
業
転
滅
し
て
、
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善
心
現
前
せ
り

（
一
四
）、

汝

早
に
一
乗
妙
法
を
読
誦
し
て
、
悪
業
を
滅
除
す
べ
し

（
二
七
）
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

滅
罪
の
た
め
の
力
で
も
あ
る
。
滅
罪
を
も
た
ら
す
力
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
後
生
に
お
け
る
存
在
の
あ
り
方
の
上
昇
を
も
た
ら
す

力
と
し
て
も
働
き
得
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

能
く
法
華
経
を
持
せ
よ
。
今
宿
業
を
尽
し
て
、
来
世
に
極
楽
に
往
生
せ
む

（
四
○
、

傍
点
引
用
者
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
滅
罪
を
も
た
ら
す
こ
う
し
た
力
は
、
滅
す
べ
き
罪
が
膨
大
な
も
の
で
あ

る
場
合
、
妻
に
憑
依
し
た
夫
に
よ
る
次
の
セ
リ
フ
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
道
・
十
界
的
秩
序
に
お
け
る
存
在
の
あ
り
方
の
著
し
い
転

落
を
く
い
止
め
る
力

い
わ
ゆ
る

転
重
軽
受

的
力

と
し
て
働
く
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。

我
存
生
の
時
に
、
た
だ
衆
の
悪
を
好
み
て
、
殺
生
放
逸
し
、
仏
の
物
を
取
り
用
ゐ
て
、
悪
と
し
て
造
ら
ざ
る
こ
と
な
く
、
更
に
一
毫

の
善
な
か
り
き
。
死
後
当
に
阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
て
、
諸
の
救
な
き
大
き
な
る
苦
悩
を
受
く
べ
し
。
而
る
に
聖
人
と
共
に
法
輪
寺
に
詣

で
て
、
一
夜
寺
に
待
ふ
に
、
道
命
阿

梨
法
花
経
を
誦
せ
り
。
我
か
の
経
を
聞
く
に
、
そ
の
音
貴
く
妙
に
し
て
、
一
心
に
随
喜
せ
り
。

こ
の
善
根
に
依
り
て
、
無
間
の
苦
を
滅

し
、
今
軽
き
苦
を
受
け
て
、
蛇
道
の
形
を
得
た
り
。
も
し
ま
た
か
の
経
を
聞
か
ば
、
必
ず
蛇

身
を
脱
れ
て
善
処
に
生
る
る
こ
と
を
得
む
。（
八
六
、
傍
点
引
用
者
）

四
、

現
世
安
穏

現
世
利
益

的
力

前
章
で
は
、
生
を
ま
た
い
で
存
在
の
あ
り
方
の
上
昇
を
も
た
ら
す
、
い
わ
ゆ
る

後
生
善
処

的
な

法
華
経

の
力
に
つ
い
て
み
て

き
た
が
、
そ
の
同
じ

法
華
経

の
力
が
、
一
つ
の
生
の
枠
内
で
、
存
在
状
況
の
改
善
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
発
現
し
た
場
合
、
そ
れ

は
、

現
世
安
穏

あ
る
い
は

現
世
利
益

的
な

法
華
経

の
力
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
と
み
な
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

う
し
た
力
を
典
型
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、

第
六
十
六

神
明
寺
の

実
法
師

の
話
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
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実
法
師

は
、

愛
太
子
山

に
住
し
て

法
華
経
を
練
誦

す
る

法
華
の
持
経
者

聖
人

で
あ
り
、
そ
の

験
力

は

世
に
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
糞
尿
に
ま
み
れ
た
ま
ま
で
路
頭
に
放
置
さ
れ
て
い
る
病
人
に
、

聖
人
、
親
し
く
近
づ
き
て
傍
に
住
し
、
法
華
経
を

誦
し
て
、
衣
を
も
て
上
を
覆
ひ
、
病
め
る
人
を
抱
き
臥
す
れ
ば
、
経
の
威
力
、
聖
人
の
気
分
に
依
り
て
、
病
悩
除
き
癒
え
た
り
。
そ

の
数
転
多
し
。
か
く
の
ご
と
き
慈
悲
・
看
病
・
抜
苦
は
、
更
に
凡
夫
の
所
作
に
あ
ら
ず

と
評
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
鎮
西
に
下
っ
た
彼
は
、
世
俗
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
肥
後
守
の
妻
の
重
病
を
癒
す
こ
と
に
な
っ
た
。

聖
人
守
の

館
に
到
り
て
、
法
華
経
を
誦
す
る
に
、
い
ま
だ
一
品
に
及
ば
ざ
る
に
、
護
法
、
北
の
方
に
付
き
て
、
屛
風
を
投
げ
越
し
、

実
の
君

の
前
に
し
て
、
数
百
反
打
ち
逼
め
た
り
。
病
悩
除
き
癒
え
て
、
飲
食
を
受
け
用
ゐ
、
起
居
軽
利
に
し
て
、
本
の
心
現
前
す

。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

経
の
威
力

は
、
い
わ
ゆ
る

病
気
治
し

に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
病
気
治
し
で
は
、

護
法

を
使
役
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

法
華
経

の
力
が
こ
の
よ
う
に
病
気
治

し
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
。

①

法
華
経

を
誦
す
中
で
、

自
然
に
一
部
の
始
終
を
開
通

し
た

備
前
国
の
盲
目
法
師

は
、

法
華
経

一
部
の
暗
誦
に
よ

っ
て

験
力
現
前
し
て
、
邪
霊
を
結
縛
し
、
そ
れ
を
帰
伏
せ
し
め
て
、
身
心
の
病
苦
は
、
即
ち
全
く
に
除
く
こ
と
を
得
た
り

。（
二

七
）

②
世
間
に
生
き
て
い
る
以
上
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
罪
業
を
犯
さ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
な
れ
ば
、
長
年
積
み
重
ね
て
き
た
法
華
読
誦

の
功
徳
も
フ
イ
に
な
り
か
ね
な
い
と

え
た

信
誓
阿

梨

は
、
み
ず
か
ら
毒
草
・
毒
茸
を
食
し
て
こ
の
世
を
辞
そ
う
と
し
た
が
、

妙
法
の
威
力
顕
然
と
し
て
、
毒
薬
を
服
す
と
い
へ
ど
も
、
而
も
損
を
作
さ
ざ
る
こ
と
を
。
経
文
の
刀
杖
不
加
、
毒
不
能
害
は
、
あ
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に
こ
の
こ
と
に
あ
ら
ず
や

。
そ
の
信
誓
阿

梨
、

天
下
に
疫
病

が
蔓
延
し
た
折
り
、
父
母
と
と
も
に
そ
の
疫
病
に
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
自
身
は
平
素
の
法
華
読
誦
の
功
徳
に
よ
っ
て
平
癒
し
、
ま
た
、
い
っ
た
ん
死
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
父
母
を
も
、
法
華

を
誦
す
こ
と
で
蘇
生
せ
し
め
た
。（
八
七
）

③

一
乗
の
威
力
、
勝
利
顕
然

た
る
利
益
を
得
た
と
讃
え
ら
れ
る
、
盲
目
の
僧

妙
昭
法
師

に
は
、
病
を
治
す
力
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

病
み
悩
め
る
人
、
盲
ひ
た
る
僧
の
経
を
聞
き
て
、
病
患
を
除
き
癒
し
、
悪
霊
邪
気
、
盲
ひ
た
る
僧
の
経
を
聞
き
て
、

皆
道
心
を
発
し
て
、
永
く
執
着
を
捨
て
つ

と
い
う
力
で
あ
る
。
妙
昭
法
師
自
身
、

両
の
目
開
き
て
、
一
切
の
諸
色
を
見

る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
九
一
）

④
悪
業
を
積
み
重
ね
て
き
た

阿
武
の
大
夫

は
、

年
老
い
て
病
を
受
け
て
、
死
門
に
臨
ま
む
と
欲
す
。
諸
の
法
師
を
集
め
て
、

法
華
を
転
読
し
て
、
除
病
延
命
の
由
を
祈
り
乞
へ
ど
も
、
遂
に
死
門
に
及
べ
り
。
諸
の
僧
は
皆
去
り
ぬ
。
一
の
持
経
者
あ
り
。
後

世
の
抜
苦
の
た
め
に
、
死
人
に
向
ひ
て
、
法
華
経
を
誦

し
た
と
こ
ろ
、

こ
の
死
人

甦
り
ぬ

。
つ
ま
り
、
持
経
者
の
誦
経
に
よ

り
、
阿
武
の
大
夫
は
蘇
生
し
た
の
で
あ
る
。（
九
七
）

⑤

筑
前
国
の
盲
ひ
た
る
女

が
、
法
華
一
部
を
聞
き
習
っ
て
暗
誦
し
た
と
こ
ろ
、

経
の
威
力
を
も
て
、
眼
の
闇
き
障
を
除
き
、

当
に
明
か
な
る
眼
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
国
の
人
々
は

法
華
の
力
に
依
り
て
、
両
の
目
忽
ち
に
開
き
ぬ

と
讃
え
た
。（
一

二
二
）

こ
の
よ
う
に
、
蘇
生
も
含
め
て
病
気
治
し
を
も
た
ら
す

法
華
経

の
力
は
、
よ
り
一
般
化
し
て
い
う
な
ら
ば
、
危
機
的
状
況
か
ら
の

解
放
を
も
た
ら
す
力
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
右
の
②

信
誓
阿

梨

の
場
合
の
よ
う
に
、
ま
た
、
④

阿
武
の
大

夫

の
話
の
中
で
、
本
来
、

後
世
の
抜
苦

の
た
め
死
者
に
経
を
手
向
け
た

一
の
持
経
者

の
よ
う
に
、
本
人
の
意
思
と
は
食
い
違
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う
形
で
あ
っ
て
も
、
日
頃
の
法
華
修
行
を
踏
ま
え
て
、
発
動
さ
れ
る
力
な
の
で
あ
る
。

病
気
治
し
に
限
ら
ず
、
危
機
的
状
況
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

法
華
経

の
力
に
つ
い
て
は
、

法
華
験
記

に
、
左
の

如
く
散
見
さ
れ
る
。

ａ
年
老
い
て
起
居
も
不
自
由
に
な
る
ほ
ど
の
重
病
に
陥
っ
た

広
恩
法
師

は
、
こ
の
ま
ま
で
は
死
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、

魚
を
食
し
身
の
栄
養
に
し
よ
う
と
、
童
子
に
密
か
に
魚
を
買
い
求
め
さ
せ
た
。
し
か
し
、
魚
を
寺
に
運
び
込
む
途
中
で
事
が
露
見
し

そ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
時
、
魚
を
櫃
に
入
れ
て
背
負
っ
て
い
た
童
子
が
、

我
が
師
年
来
法
華
経
を
持
せ
り
。
こ

の
魚
、
経
に
変
じ
て
、
大
師
の
恥
を
隠
し
た
ま
へ

と
念
じ
た
と
こ
ろ
、
魚
が

法
華
経

の
経
巻
八
巻
に
姿
を
変
え
て
く
れ
た
。

ま
さ
に
、

経
の
威
力
に
依
り
て
、
魚
、
経
巻
に
変
じ

る
こ
と
で
、
危
機
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。（
一
○
）

ｂ

精
進
の
功
積
り
て
、
一
部
を
暗
誦

し
得
た

珍
蓮
法
師

は
、
旅
の
途
中
、
野
焼
き
の
火
に
巻
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、

迫
り
来
る
炎
を
近
づ
け
な
い

妙
法
の
力
に
依
り
て
、
軀
命
存
す
る
こ
と
を
得
た
り

。（
五
四
）

ｃ
た
ま
た
ま
宿
を
と
っ
た
廃
寺
に
潜
む

牛
頭
鬼

に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た

持
経
者
法
師

で
あ
っ
た
が
、
迫
り
来
る
鬼
を
退

治
す
る

一
乗
の
力
に
依
り
て
、
火
急
の
難
を
免
れ
た

。（
五
七
）

ｄ

法
華
の
持
者

で
あ
る

沙
門
行
空

は
、

路
に
迷
へ
ば
、
天
童
路
を
示
し
、
渇
乏
し
て
水
を
求
む
れ
ば
、
神
女
水
を
与
へ

た
り
。
も
し
悩
む
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
天
の
薬

自
ら
に
臻
り
、
も
し
食
に
飢
う
れ
ば
、
甘
き
飯
前
に
あ
り
。
妙
法
の
力
に
依
り
て
、

賢
聖
常
に
現
じ
、
天
神
身
に
副
ひ
た
り

。（
六
八
）

ｅ

法
華
経
を
誦
し
て
、
練
行
年
尚

し
い

光
空
法
師

は
、
無
実
の
罪
に
よ
り
捕
縛
さ
れ
、
矢
を
射
か
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
普

賢
菩
薩
が
身
代
わ
り
と
な
っ
て
救
い
出
し
て
く
れ
た
。（
七
二
）
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ｆ

少
年
の
時
よ
り
法
花
を
誦
し
て
、
堅
固
に
し
て
退

く
こ
と
の
な
か
っ
た

斉
遠
法
師

は
、
大
雪
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
餓
死

の
危
機
に
晒
さ
れ
た
が
、
観
音
菩
薩
が
身
を
削
っ
て
肉
を
供
し
て
く
れ
た
。
肉
食
が
露
見
し
そ
う
に
な
っ
た
時
も
、
そ
の
肉
が
柏
の

木
に
変
じ
て
助
け
ら
れ
た
。（
七
五
）

ｇ
毎
日
、

法
華
経

を

一
品
一
巻

読
み
、
中
で
も

観
世
音
菩
薩
普
門
品
（
観
音
品
）

を
暗
誦
、
観
音
の
縁
日
に
は
持
斎
し

て
い
た

仏
師
感
世
法
師

が
、
施
物
を
惜
し
ん
だ
施
主
か
ら
殺
害
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
観
音
菩
薩
が
身
代
わ
り
と
な
っ

て
助
け
て
く
れ
、

あ
に
観
音
妙
法
の
威
力
に
あ
ら
ず
や

と
讃
え
ら
れ
た
。（
八
五
、
括
弧
内
引
用
者
）

ｈ
山
中
に
一
人
と
り
残
さ
れ
て
餓
死
の
危
機
に
直
面
し
た
盲
目
の
僧

妙
昭
法
師

は
、
死
を
覚
悟
し
て

法
華
経

を
誦
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
夢
で
告
げ
ら
れ
た
通
り
、
大
風
が
吹
い
て
庭
の
木
が
倒
れ
た
。
妙
昭
法
師
は
、
そ
の
果
実
を
食
糧
と
し
、
そ
の
枝
を
薪

と
し
て
、
な
ん
と
か
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
妙
昭
法
師
は

一
乗
の
威
力
、
勝
利
顕
然

た
る
利
益
を
得
た
、

と
讃
え
ら
れ
た
。（
九
一
）

ｉ

年
来
法
花
経
を
受
持
し

、
観
音
の
縁
日
に
は
持
斎
し
て
き
た

大
隅
掾

が
、
薩
摩
守
に
憎
ま
れ
謀
ら
れ
て
、
何
も
身
に
帯

し
な
い
ま
ま
無
人
島
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

観
音
・
妙
法
の
威
力

に
よ
っ
て
、
翌
日
、
釣
り
船
が
通
り
か
か
り
、

救
出
さ
れ
た
。（
一
○
七
）

ｊ
鉄
の
採
掘
中
に
岩
盤
が
崩
落
し
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
、
美
作
国
の
あ
る

男

が
、

法
華

経

を
書
写
す
る
願
を
立
て
た
と
こ
ろ
、

法
華
経
の
大
願
の
威
力

に
よ
り
救
出
さ
れ
た
。（
一
○
八
）

ｋ
羅
刹
鬼
が
集
ま
る
所
に
、
昔
、

一
の
聖

が

法
華
経

を
安
置
し
て
人
々
の
無
事
を
願
っ
た
が
、
時
を
経
て

法
華
経

は

散
逸
し
、
経
題
冒
頭
の

妙

の
一
字
の
み
が
残
る
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
場
所
で
、

肥
後
国
の
官
人
某

が
羅
刹
鬼
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に
襲
わ
れ
た
が
、
残
っ
て
い
た

妙

の
一
字
が
人
格
化
し
て
、
官
人
を
救
い
出
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
官
人
は

深
く

仏
法
に
帰
し
、
妙
法
華
経
を
受
持
読
誦
し
て

、

極
楽
に
生
ま
る
る
こ
と
を
得
た
り

。（
一
一
○
）

ｌ

傾
年
毎
月
の
十
八
日
に
、
持
斎
精
進
し
て
、
法
華
経
第
八
巻
を
読

ん
で
い
た

奥
州
の
鷹
取
の
男

が
、
鷹
の
巣
の
あ
る
絶

壁
に
、
人
に
謀
ら
れ
て
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
蛇
に
身
を
変
じ
た
観
音
菩
薩
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
た
。（
一
一
三
）

ｍ
あ
る

盗
人

が
捕
縛
さ
れ
、
処
刑
の
た
め
次
々
と
矢
が
放
た
れ
た
が
、
そ
の
矢
が
ま
っ
た
く
盗
人
の
身
に
立
た
な
い
。
こ
れ
は

少
き
年
よ
り
、
法
華
経
の
第
八
巻
を
持
し
て

、
観
音
の
縁
日
で
あ
る

毎
月
の
十
八
日
に
精
進

し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
観

音
の
代
受
苦
で
あ
っ
た
。（
一
一
四
）

ｎ

周
防
国
の
判
官
代
某

が
、
府
庁
よ
り
家
に
帰
る
途
中
、

怨
敵

に
急
襲
さ
れ
た
が
、
身
体
に
ま
っ
た
く
傷
を
負
う
こ
と
な

く
帰
宅
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は

少
き
年
よ
り
法
華
経
を
読
み
て
、
観
音
に
奉
仕

し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
観
音
の
代
受
苦

で
あ
っ
た
。（
一
一
五
）

ｏ
自
分
の
妻
に
な
る
よ
う
、

毒
蛇

か
ら
強
引
に
求
め
ら
れ
た

女
人

が
、

妙
法
・
観
音
の
威
力

に
よ
り
救
出
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
こ
の

女
人

が

年
七
歳
よ
り
、
法
華
経
観
音
品
を
誦
し
て
、
毎
月
の
十
八
日
に
持
斎
し
て
、
観
音
を
念
じ
奉
れ
り
。
十

二
歳
に
至
り
て
、
法
華
経
一
部
を
読
め
り

と
い
う
功
徳
の
賜
で
あ
る
。（
一
二
三
）

こ
の
よ
う
に
、

法
華
経

の
力
は
、
特
に
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
、
い
わ
ば
危
機
一
髪
の
状
況
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
救
い
出
す

べ
く
働
く
力
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
右
の
ｋ
の
話
（

第
百
十

肥
後
国
の
官
人
某

）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
前
に
は

特
段
の
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
者
に
対
し
て
さ
え
も
、
み
ず
か
ら
人
格
化
し
て
ま
で
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
力
な
の
で
あ
る
。

な
お
、

現
世
安
穏

現
世
利
益

的
力
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
が
、

一
の

の
中
に
五
斗
の
白
き
米

を
生
じ
さ
せ
る
力
（
四
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八
）、
つ
ま
り
、
豊
饒
を
も
た
ら
す
力
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
か
か
る
方
面
に

法
華
経

の
力
が
働
く
こ
と
に
よ
り
、
旱
魃
と
い

う
危
機
的
状
況
か
ら
も
救
い
出
し
て
く
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

旱
損
し
た
る
田
畠
は
、
盲
ひ
た
る
僧
の
経
を
誦
す
れ
ば
、

自
然
の
水
あ
り
て
、
流
れ
充
ち
て
豊
饒
な
り

（
九
一
）
と
い
う
一
節
が
端
的
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
取
り
上
げ
た

法
華
経

は
、
意
味
内
容
が
問
わ
れ
る
べ
き
い
わ
ゆ
る

テ
キ
ス
ト

と
し
て
の

法
華
経

で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
力
を
担
う

モ
ノ

と
も
い
う
べ
き

法
華
経

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

法
華
験
記

に
お
い
て
、

法
華
経

が

担
う
そ
の
力
は
、
今
生
き
て
い
る
こ
の
生
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
際
に
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
力
と
し
て
、
ま
た
、
こ
の
生
を
終
え
て

死
を
迎
え
た
後
の
あ
り
方
に
も
決
定
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
く
る
力
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら

法
華
経

を
取
り
上
げ
る
際
に
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
論

を
挙
げ

て
お
き
た
い
。

小
杉
麻
李
亜

ク
ル
ア
ー
ン
研
究
に
お
け
る
文
化
装
置
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

プ
ラ
チ
ッ
ク
と
し
て
の
聖
典

（
立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科

コ
ア
・
エ
シ
ッ
ク
ス

Ｖ
Ｏ
Ｌ

１
、
二
○
○
五
年

ク
ル
ア
ー
ン
と
同
様
、

法
華
経

も
ま
た
、
当
然
、

テ
キ
ス
ト

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
教
学
や
宗
学
に
お
け
る

法

華
経

の
捉
え
方
は
大
方
が
そ
う
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
杉
氏
が
い
み
じ
く
も
、

ム
ス
リ
ム
社
会
に
一
歩

足
を
踏
み
入
れ
た
途
端
、
ク
ル
ア
ー
ン
は

テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
も
の

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る

（
右
小
杉
論
文
、
一
八
頁
）
と

記
し
て
い
る
よ
う
に
、

法
華
経

も
ま
た
、
霊
験
記
類
に
触
れ
て
み
る
と
、
あ
る
い
は
、
僧
侶
と
し
て
現
場
に
立
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
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が

テ
キ
ス
ト

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
に
、
否
応
な
く
気
づ
か
さ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト

と
し
て
の

法
華
経

は
、

法
華
経

の
ほ
ん
の
一
面
で
し
か
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る

法
華

経

は
、
力
の
担
い
手
と
し
て
い
わ
ば

モ
ノ

化
し
た

法
華
経

で
あ
り
、
読
誦
や
書
写
・
聴
聞
と
い
っ
た

行
為

を
通
し
て
そ

の
力
を
媒
介
す
る
と
こ
ろ
の

法
華
経

で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
、
は
る
か
に
実
態
に
即
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
言
葉
を
換
え
る
な

ら
ば
、
ま
さ
に

行
為
と
し
て
の
ク
ル
ア
ー
ン

（
右
小
杉
論

、
二
三
頁
）
な
ら
ぬ
、

行
為
と
し
て
の

法
華
経

な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
行
為
の
種
類
や
意
味

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
華
園
氏
の
分
析
が
あ
る

、
さ
ら
に
は
、
そ
の

行
為
に
お
い
て
表
出
さ
れ
る

法
華
経

の
意
味
づ
け
等
を
捉
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
私
、
間
宮
の
目
下
、
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら

法
華
経

を
捉
え
よ
う
と
す
る
本
格
的
な
仕
事
は
、
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
管
見
の
限
り
で
は
、
思

い
の
ほ
か
少
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
か
る
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
分
野
は
異
な
る
も
の
の
、
大
変
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
た
も
の
と
し
て
、
小
杉
氏
の
論

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

註１

菊
地
大
樹

持
経
者
の
原
形
と
中
世
的
展
開

（
菊
地
大
樹

中
世
仏
教
の
原
形
と
展
開

吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
七
年
。
初
出
は
、

史

学
雑
誌

一
○
四
編
八
号
、
一
九
九
五
年
）。

２

そ
の
発
表
レ
ジ
ュ
メ
が
、

身
体
の

法
華
経

化
、

法
華
経

の
身
体
化

持
経
者
と
日
蓮

（

宗
教
研
究

第
八
二
巻
第
四

輯
、
通
巻
第
三
五
九
号
、
二
○
○
九
年
）、
三
五
六
｜
三
五
七
頁
で
あ
り
、
発
表
の
詳
細
を
成
稿
化
し
た
も
の
が
、
拙
稿

身
体
の

法
華

経

化
、

法
華
経

の
身
体
化

持
経
者
と
日
蓮

（
法
華
仏
教
研
究
会

法
華
仏
教
研
究

第
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
で
あ
る
。

３

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二
六
集
、
一
九
九
○
年
。

４

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二
六
集
、
三
一
頁
。
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５

東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告

第
二
六
集
、
四
五
頁
、〔

〕
内
引
用
者
。

６

拙
稿

存
在
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
も
の

法
華
経
力
の
一
断
面

（

日
本
佛
教
学
会
年
報

第
七
一
号
、
二
○
○
六
年
）、
拙

稿

存
在
の
上
昇

法
華
験
記

に
み
る
法
華
経
力
の
一
断
面

（
立
正
大
学
法
華
経
文
化
研
究
所

法
華
文
化
研
究

第
三
三

号
、
二
○
○
七
年
）。

７

信
仰
の
事
実

、
お
よ
び

実
例

、

現
証

と
い
っ
た
術
語
に
つ
い
て
は
、
華
園
氏
に
よ
る
次
の
論
述
を
踏
ま
え
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

信
仰
を
共
有
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
（

信
仰
の
事
実

）
は
単
に
過
去
の
、
任
意
の
場
所
で
起
こ
っ
た
偶
然
の
出
来
事
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自
ら
の
信
仰
の
た
め
の

実
例

と
見
做
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
、
条
件
が
同
じ
な
ら
ば
、
我
が
身

に
も
起
こ
り
得
る
一
つ
の
可
能
性
と
見
做
さ
れ
る
べ
き

聖
な
る
出
来
事

を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
経
典
に
記
さ
れ
た
出
来

事
と
同
じ
意
味
を
持
つ
出
来
事
が
実
際
に
或
る
場
所
で
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と

ま
た
は
そ
の
伝
承

は
、
取
り
も
直
さ
ず
経
典

の
出
来
事
の

現
証

で
あ
り
、
そ
れ
は
経
典
の
真
理
性
を
証
明
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
神
仏
の
霊
験
譚
や

往
生
伝
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
文
献
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
担
わ
さ
れ
た
も
の
と

え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
書
承
さ
れ
て
い
く
歴
史
は
、

現
証
に
信
仰
の
拠
を
求
め
て
い
く

現
証

的
信
仰
の
歴
史
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

（
華
園

麿

日
本
古
代
の
仏
教
信
仰
を
め
ぐ
る
正
統
と
異
端

日
本
霊
異
記

に
見
る
霊
力
信
仰
の
世
界

〔
片
野
達
郎

編

正
統
と
異
端

天
皇
・
天
・
神

角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
〕、
一
九
頁
、
括
弧
内
引
用
者
）。

８

本
稿
に
お
け
る

法
華
験
記

の
テ
キ
ス
ト
は
、
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
校
注

往
生
伝
・
法
華
験
記

日
本
思
想
大
系
七

、
岩
波

書
店
、
一
九
七
四
年
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
の
訓
読
も
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
。

９

以
下
、
漢
字
で
示
し
た
数
字
は
、
原
則
と
し
て
、

法
華
験
記

所
収
話
の
話
数
を
示
す
。

10

宿
世
開
示
譚

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、拙
稿

存
在
の
上
昇

法
華
験
記

に
み
る
法
華
経
力
の
一
断
面

、六
一
｜
六
三
頁
を
参
照
。

11

異
類
救
済
譚

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
右
拙
稿
、
六
五
｜
六
九
頁
を
参
照
。

12

後
世
開
示
譚

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
右
拙
稿
、
六
九
｜
七
一
頁
を
参
照
。

13

二
九＝

第
廿
九

定
法
寺
の
別
当
法
師

）
で
は
、
末
尾
に

そ
の
後
化
し
て
苦
び
の
息
み
し
こ
と
を
示
せ
り

と
あ
る
だ
け
で
、

極
悪
の
大
蛇

の
身
か
ら
果
た
し
て
何
に

化
し

た
の
か
、
つ
ま
り
、
何
に
転
生
し
た
の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
と
も

か
く
も

苦
び
の
息
み
し
こ
と

は
確
実
な
の
だ
か
ら
、
六
道
・
十
界
的
秩
序
に
あ
っ
て

大
蛇

よ
り
上
の
ラ
ン
ク
の
存
在
に
転
生
し
た
、
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と
読
ん
で
も
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

【
附

記
】

二
○
○
九
年
九
月
一
六
・
一
七
日
の
両
日
、
立
正
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
佛
教
学
会
学
術
大
会
に
お
い
て
、
筆
者
は
本
稿
の
基
本
と
な
る
口

頭
発
表
を
行
な
っ
た
。
そ
の
際
、
東
京
大
学
の
下
田
正
弘
先
生
よ
り
、
タ
イ
の
と
あ
る
村
を
対
象
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
た
、

p
ra
ctica

l relig
io
n

に
関
す
る
タ
ン
バ
イ
ア
の
論

を
読
ん
で
み
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
論

は
、T

a
m
b
ia
h
,
S
.
J.,

T
h
e

 
Id
eo
lo
g
y o

f M
erit a

n
d th

e S
o
cia
l C

o
rrela

tes o
f B

u
d
d
h
ism
 
in a T

h
a
i V

illa
g
e,
in
:
D
ialectic in

 
P
ractical R

eligion
ed
.

E
d
m
u
n
d L

ea
ch
,
C
a
m
b
rid
g
e:
U
n
iv
.
P
ress,

1968.

の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
紙
数
の
関
係
上
、
そ
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
こ
の
論

に
お
い
て
、
社
会
人
類
学
者
で
あ
る
タ
ン
バ
イ
ア
が
立
つ
基
本
的
立
場
は
、

分
析
者
が
、
超
自
然
的
な
る
も
の
は
、
社

会
的
諸
関
係
に
根
を
持
つ
と
か
、
社
会
的
諸
関
係
の
延
長
線
上
に
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
観
点
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
分
析
者
は
、
論
理
的
に

は
、
超
自
然
的
な
特
殊
領
域
を
対
象
化
す
る
こ
と
も
、
実
在
し
な
い
も
の
と
人
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
宗
教
の
本
質
を
定
義
す
る

こ
と
も
で
き
は
し
な
い
。
儀
礼
の

働
き

は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
人
間
の
諸
関
係
を
表
現
す
る
側
面
と
、
人
間
の
諸
関
係
を
操
作
す
る

側
面
と
い
っ
た
観
点
か
ら
理
解
す
る
べ
き
も
の
と
し
て
探
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（ib
id
.,
p
.
44.

）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
こ

の
論

の
結
論
で
も
あ
る
。
こ
の
立
場
あ
る
い
は
結
論
に
賛
同
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
（
僧
が
唱
え
る
）
言
葉
は
、
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
理
解
で
き
な
い
人
が
た
く
さ
ん
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
そ
れ
自
体
、
力
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
僧
が
（
宗
教
的
言
葉
を
）
唱
え
る
こ
と
に
対
し
俗
人
が
い
か
な
る
態
度
を
取
る
か
を
見
る
に
際
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
観

点
で
あ
る

（ib
id
.,
p
.
103.

括
弧
内
引
用
者
）
と
い
う
タ
ン
バ
イ
ア
の
指
摘
は
、
入
念
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

説
得
力
が
あ
る
と
い
え
よ
う
し
、
歴
史
的
文
献
に
基
づ
く
筆
者
の
研
究
の
限
界
を
十
分
に
補
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と

え
る
。

タ
ン
バ
イ
ア
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

仏
は
、
涅
槃
を
達
成
し
、
今
や
生
あ
る
存
在
で
は
な
い
。（
そ
の
一
方
で
、）
仏
、
よ

り
は
っ
き
り
言
え
ば
、
仏
を
物
質
的
に
表
現
し
た
も
の

仏
像
や
仏
の
遺
物

は
、
呪
術
的
な
潜
在
力
を
有
し
て
い
る
。
法
は
、
経
典
に
説

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
義
的
に
は
、
死
や
欲
望
の
克
服
、
涅
槃
の
達
成
に
よ
る
解
脱
や
救
済
の
追
及
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。（
そ
の
一
方

で
、）
経
典
は
、
日
常
生
活
を
送
る
人
々
に
祝
福
と
良
き
生
を
与
え
る
力
を
有
し
て
も
い
る
。
僧
団
と
そ
れ
を
構
成
す
る
僧
た
ち
は
、（
俗
人
と
し
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て
の
）
生
を
放
棄
し
、
厳
格
な
宗
教
的
決
ま
り
ご
と
の
実
践
を
通
し
て
救
い
を
求
め
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。（
そ
の
一
方
で
、）
僧
た
ち
は
、
呪

術
的
な
力
へ
の
接
近
方
法
を
有
す
る
媒
介
者
で
も
あ
り
、
そ
の
力
は
、（
俗
人
と
し
て
の
）
生
を
超
克
す
る
と
こ
ろ
に
源
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ

が
俗
人
に
移
さ
れ
た
場
合
は
、
俗
人
の
生
を
著
し
く
強
化
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
（ib

id
.,
p
.
104.

括
弧
内
引
用
者
）。
こ
う
し
た
指

摘
は
、
仏
教
を
構
成
す
る
重
要
な
三
要
素
（
い
わ
ゆ
る

三
蔵

）
が
有
す
る
、
教
理
上
の
意
味
づ
け
と
実
際
上
の
意
味
づ
け
の
二
重
性
に
加
え

て
、
実
際
の
信
仰
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
的
言
葉
の
み
な
ら
ず
、

三
蔵

の
各
要
素
が
い
ず
れ
も

力

の
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
知

ら
せ
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
タ
ン
バ
イ
ア
の
研
究
を
参
照
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
のT

h
e
 
M
a
g
ica
l P

o
w
er o

f W
o
rd
s,
in
:
M
an
,

N
ew
 
S
eries,

V
o
l.
3,
N
o
.
2

（Ju
n
.,
1968

）
に
当
た
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
読
了
し
て
い
な
い
。
後

を

期
し
た
い
。
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