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特
別
寄
稿
］日

本
仏
教
に
お
け
る
継
承
と
伝
統

 

東
京
大
学
大
学
院
教
授
　

蓑

輪

顕

量

は
じ
め
に

仏
教
を
継
承
す
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
が

釈
迦
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
以
来
、
二
千
五
百
年
近
く
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
が
、
現
在
、
仏
教
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
、

東
南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
欧
米
に
も
伝
播
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
は
確
か
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
継
承
の
内
実
は
、
地
域
に
よ
っ
て
、
文
化
伝
統
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
事
情
に
簡

単
に
触
れ
て
、
そ
の
上
で
日
本
の
仏
教
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

一　

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
継
承

東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
仏
教
の
継
承
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
視
点
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
サ
ン
ガ
が
継
承
さ
れ

る
こ
と
が
、
仏
教
の
継
承
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
は
、
文
字
通
り
に
は
仏
の
教
え
で
あ
る
が
、
教
え
が
継
承

さ
れ
る
と
い
う
の
は
、た
だ
単
に
教
え
が
残
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
教
え
を
実
践
し
て
い
る
比
丘
の
方
た
ち
が
存
在
し
、

サ
ン
ガ
を
構
成
し
、
律
蔵
の
規
定
に
従
っ
て
、
比
丘
の
再
生
産
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
教
え
が
継
承
さ
れ
て
い
る
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こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
教
え
と
そ
れ
を
実
践
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
が
、
仏
教
の
継
承
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
宝
の
中

の
法
と
サ
ン
ガ
の
不
可
分
性
と
言
っ
て
良
い
か
も
知
れ
な
い
。

筆
者
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
チ
ッ
タ
ゴ
ン
に
、
仏
教
の
現
状
調
査
に
趣
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
り
に
、
チ
ッ
タ

ゴ
ン
か
ら
は
る
か
西
北
の
地
に
、
仏
教
が
伝
わ
る
現
場
に
遭
遇
し
た
。
そ
れ
は
、
新
し
く
仏
教
サ
ン
ガ
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
の
だ
が
、
現
地
の
人
が
二
人
、
先
に
比
丘
に
な
っ
て
い
て
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン
の
あ
る
僧
院
に
滞
在
し
、
僧
侶
と
し
て
の
修
行
を
積
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
や
が
て
は
故
郷
に
帰
り
、
最
初
は
チ
ッ
タ
ゴ
ン
の
比
丘
と
共
同
し
な
が
ら
、
サ
ン
ガ
生
活
を
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
い
つ
か
は
現
地
の
人
々
だ
け
で
、
五
人
の
正
式
の
比
丘
が
揃
え
ば
、
彼
ら
だ
け
で
正
式
の
受
戒
作
法
が
成
立
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
彼
ら
だ
け
で
サ
ン
ガ
の
生
活
が
営
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

釈
尊
の
教
え
は
比
丘
の
集
団
を
基
本
単
位
と
し
て
展
開
す
る
。
サ
ン
ガ
の
最
少
の
人
数
は
四
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
授
戒
を
行
え
る

の
は
五
名
以
上
で
あ
る
か
ら
、
当
面
は
五
名
以
上
が
必
要
で
あ
る
。
三
師
七
証
の
十
名
に
よ
る
白
四
羯
磨
形
式
の
授
戒
が
で
き
る
こ

と
が
次
の
目
標
、
そ
し
て
比
丘
が
僧
残
法
に
相
当
す
る
学
処
を
犯
し
た
と
き
、
そ
の
出
罪
羯
磨
の
た
め
に
は
二
十
名
の
比
丘
か
ら
な

る
サ
ン
ガ
が
必
要
と
な
る
か
ら
、
最
終
的
に
は
正
式
の
サ
ン
ガ
が
で
き
る
二
十
名
以
上
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
教
え
は
、

そ
の
教
え
を
信
奉
す
る
比
丘
の
集
団
で
あ
る
サ
ン
ガ
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
サ
ン
ガ
が
継
承
さ
れ
る
こ

と
が
、
仏
法
の
継
承
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
教
え
が
文
字
、
す
な
わ
ち
経
典
の
形
と
し
て
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
践
す
る
人
が
居
な
け
れ
ば
、
そ
の
教
え

が
残
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
い
く
ら
古
い
時
代
の
経
典
が
残
っ
て
い
て
も
、（
あ
る
い
は
仏
像
が
残
っ
て
い
て
も
、
同
じ
こ
と

で
あ
る
）、
そ
れ
を
守
り
実
践
す
る
人
が
居
な
け
れ
ば
、
そ
れ
も
個
人
で
は
な
く
、
一
定
規
模
以
上
の
集
団
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
教

え
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
翻
っ
て
日
本
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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二　

日
本
に
お
け
る
仏
教
の
継
承

日
本
の
場
合
は
、
古
代
か
ら
大
き
く
事
情
が
異
な
る
。
古
代
、
欽
明
天
皇
の
御
代
に
、
仏
教
が
公
式
に
百
済
の
聖
明
王
か
ら
伝
え
ら

れ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
外
交
上
の
儀
礼
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
仏
像
や
経
論
が
先
に

入
る
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、仏
教
は
、日
本
伝
統
の
神
祇
信
仰
と
、ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。『
日
本
書
紀
』

に
は
興
味
深
い
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
天
皇
は
自
ら
祀
る
べ
き
か
ど
う
か
、
自
ら
は
定
め
ず
臣
下
に
問
う
た
。
そ
こ
で
、

蘇
我
蝦
夷
は
仏
を
祀
る
こ
と
を
主
張
し
、
一
方
、
物
部
守
屋
は
祀
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
は
蘇
我
氏
に
仏
像
を

祀
る
こ
と
を
許
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
蘇
我
氏
が
仏
像
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
、
数
年
を
経
ず
し
て
流
行
病
が
生
じ
た
。
物
部
氏
は
、
こ
の
病

を
仏
を
祀
っ
た
か
ら
だ
と
主
張
し
、
蘇
我
氏
の
邸
宅
を
襲
撃
し
、
仏
像
を
難
波
津
に
棄
捨
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
出
来
事
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
当
時
、
仏
が
疫
病
神
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
時
、
天
皇
が
仏
像

を
自
ら
祀
ら
な
か
っ
た
の
は
、
神
を
祀
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
直
系
の
子
孫
の
み
と
す
る
伝
統
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
と
、
昨
今

で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
が
自
ら
祀
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
ら
の
祖
先
神
で
あ
る
天
照
大
神
の
み
で
あ
っ
て
、
直
接
に
関
係

の
な
い
仏
は
祀
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
で
臣
下
に
委
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
仏
教
初
伝
に
絡
む
記
事
は
、
当
時
の
大
和
朝
廷
に
存
在
し
た
、
神
祇
信
仰
の
伝
統
を
彷
彿
さ
せ
る
点
で
、
と
て
も
興
味
深
い
。

そ
の
伝
統
は
、
当
時
の
人
々
の
考
え
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
人
々
が
、
大
和
朝
廷
の
主

要
な
メ
ン
バ
ー
を
構
成
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
し
ば
ら
く
仏
教
に
関
す
る
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
登
場
し
な
い
。
や
が
て
六
世
紀
の
後
半
よ
り
、
再
び
仏
教
関
連
の
記

事
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
最
初
が
尼
僧
の
登
場
で
あ
る
。
そ
れ
が
司
馬
達
等
の
娘
、嶋
で
あ
る
。『
元
興
寺
伽
藍
並
流
記
資
材
帳
』

に
よ
れ
ば
、
達
等
の
娘
、
斯
末
売
、
阿
野
斯
保
斯
の
女
、
等
己
売
、
及
び
錦
師
都
瓶
善
の
女
、
伊
志
売
の
三
名
の
女
性
が
、
高
麗
か
ら
渡
っ
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て
き
て
い
た
恵
便
と
比
丘
尼
法
明
に
つ
い
て
出
家
し
た
。
そ
し
て
、
三
人
は
百
済
に
渡
り
、
百
済
に
お
い
て
戒
を
受
け
、
正
式
に
沙
弥

尼
と
な
っ
た
。
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
善
信
、
善
蔵
、
恵
善
と
名
乗
り
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
出
家
者
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も

最
初
の
出
家
者
が
尼
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
古
代
の
宗
教
者
が
巫
女
で
あ
っ
た
こ
と
の
影
響
を
受
け
（
そ
の
典
型
は
卑
弥
呼
と

考
え
て
良
い
）、
巫
女
の
伝
統
を
継
承
し
た
も
の
と
推
定
し
て
大
過
は
無
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
は
、
ま
ず
女
性
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
や
が
て
男
性
の
僧
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

最
初
の
男
僧
は
六
世
紀
の
最
末
期
か
ら
で
あ
る
。
最
初
の
男
性
の
僧
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
尼
僧
か
ら
嗣
法
し
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。

や
が
て
本
格
的
な
僧
寺
で
あ
る
法
興
寺
の
創
建
が
始
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
崇
峻
天
皇
三
（
五
九
〇
）
年
「
山
に
入
り

寺
の
材
を
取
」
っ
た
と
云
い
、
同
五
（
五
九
二
）
年
、「
大
法
興
寺
の
仏
堂
と
歩
廊
、
起
つ
」
と
あ
り
、
こ
の
年
よ
り
本
格
的
な
造
営

が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
法
興
寺
は
日
本
最
初
の
僧
寺
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
仏
教
が
展
開
し
て
い
く
。
し
か
し
、
正
式
の

出
家
者
で
あ
る
比
丘
た
ち
の
集
団
が
構
成
さ
れ
て
、
仏
教
が
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
に
は
、
し
ば
ら
く
時
間
を
要
し
た
よ

う
で
あ
る
。
奈
良
の
地
に
伝
わ
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
中
葉
過
ぎ
に
道
昭
（
六
二
九
─
七
〇
〇
）
が
入
唐
し
、
唐
都
長
安
に
お

い
て
玄
奘
に
学
び
、
そ
の
後
、
斉
明
天
皇
六
（
六
六
〇
）
年
頃
に
彼
が
唐
か
ら
帰
国
し
て
か
ら
以
降
、
サ
ン
ガ
形
式
の
仏
教
が
始
ま
っ

た
と
い
う
。

こ
の
時
以
降
、
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
、
サ
ン
ガ
形
式
の
仏
教
が
日
本
の
社
会
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
サ
ン
ガ
形
式
と
い
う
の
は
、
基
本
は
現
前
僧
伽
を
単
位
と
す
る
。
現
前
僧
伽
と
は
、
四
名
以
上
の
比
丘
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、

正
式
の
僧
伽
は
二
十
名
以
上
で
あ
る
。

さ
て
、
法
興
寺
が
日
本
に
最
初
に
で
き
た
比
丘
の
寺
院
で
あ
り
、
規
模
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
、
法
興
寺
は
飛
鳥
寺
と
呼

ば
れ
、
小
さ
な
寺
院
と
し
て
存
在
す
る
が
、
も
と
も
と
は
土
塀
を
廻
ら
し
た
規
模
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
発
掘
調
査
か
ら
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分
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
道
昭
が
法
興
寺
に
入
っ
た
と
き
に
は
「
東
南
の
隅
に
禅
院
」
を
構
え
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

法
興
寺
は
一
つ
の
寺
院
の
中
に
「
院
」
が
存
在
し
た
最
初
と
推
定
さ
れ
る
。

や
が
て
明
日
香
の
地
に
規
模
の
大
き
な
寺
院
が
創
建
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
弘
福
寺
や
百
済

大
寺
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
寺
院
で
は
、
僧
伽
の
運
営
は
律
蔵
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
半
月
に
一
度
、
布
薩
が
行
わ
れ
、
サ
ン
ガ
の
問
題
は
現
前
僧
伽
で
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
寺
院
を
超

え
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
推
古
天
皇
の
頃
よ
り
、
僧
綱
制
が
導
入
さ
れ
た
。
僧
綱
と
は
、
奈
良
朝
期
に
は
律
師
、
僧
都
、
僧
正

よ
り
構
成
さ
れ
る
僧
侶
の
代
表
委
員
会
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
、
玄
蕃
寮
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
僧
侶
集
団
の
問
題
が
審
議
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

都
が
平
城
京
に
移
っ
て
か
ら
は
、
寺
院
も
移
り
、
ま
た
創
建
さ
れ
た
り
も
し
た
。
た
と
え
ば
、
天
平
十
五
（
七
四
三
）
年
、
聖
武
天

皇
は
東
大
寺
創
建
の
詔
を
出
さ
れ
、
東
大
寺
の
創
建
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
藤
原
氏
は
氏
寺
と
し
て
山
階
寺
を
持
っ
て
い
た
が
、
平
城

京
遷
都
と
と
も
に
山
城
の
国
か
ら
平
城
京
に
寺
院
を
移
し
、
こ
れ
が
興
福
寺
と
な
っ
た
。
明
日
香
の
地
、
藤
原
京
に
あ
っ
た
大
官
大
寺

も
平
城
京
に
移
り
、
大
安
寺
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
平
城
京
の
地
に
も
、
機
構
の
整
っ
た
大
寺
院
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

飛
鳥
時
代
以
来
の
伝
統
と
し
て
、一
つ
の
寺
院
が
生
活
の
単
位
と
し
て
位
置
付
く
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
現
前
僧
伽
が
成
立
し
、

そ
の
中
で
必
要
な
こ
と
を
処
理
す
る
体
制
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
伝
統
が
、
現
代
の
二
十
一
世
紀
に
ま
で
継
承

さ
れ
て
お
り
、と
く
に
東
大
寺
、薬
師
寺
、興
福
寺
な
ど
で
は
、そ
の
傾
向
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
日
香
、奈
良
の
地
に
伝
わ
り
、

展
開
し
た
仏
教
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
現
前
僧
伽
の
伝
統
を
色
濃
く
残
し
て
お
り
、
様
々
な
行
事
も
、
寺
院
単
位
で
行
う
傾
向
を
持
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
、
現
前
僧
伽
す
な
わ
ち
比
丘
集
団
の
重
要
性
を
、
継
承
と
い
う
点
で
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三　

血
脈
の
重
視
と
い
う
伝
統

こ
の
僧
伽
の
伝
統
に
、
も
う
一
つ
新
た
な
伝
統
が
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
は
付
加
さ
れ
た
。
そ
れ
が
血
脈
で
あ
る
。
血
脈
と
は
師

資
相
承
を
指
す
用
語
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
血
統
が
親
か
ら
子
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
法
の
法
脈
が
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
継
承

さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
と
も
と
仏
法
は
集
団
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
、
個
人
か
ら
個
人
へ
と
い
う
視
点
は
そ
れ
ほ
ど

強
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
は
、
儒
教
の
影
響
が
強
く
、
個
人
か
ら
個
人
へ
の
視
点
が
強
く
正
面
に
出

た
。
そ
れ
は
、
親
子
関
係
を
特
別
に
重
視
す
る
儒
教
の
な
せ
る
技
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
出
家
は
、
家
を
出
る
こ
と
、
つ
ま
り
親
子
関
係
な
ど
の
親
族
の
関
係
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
親

子
関
係
を
「
孝
」
と
い
う
徳
目
で
謳
い
、
人
間
関
係
の
中
で
も
っ
と
も
重
視
し
た
儒
教
が
大
き
な
力
を
持
っ
た
東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
、

仏
教
の
も
た
ら
し
た
出
家
は
、
通
常
の
価
値
観
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
文
化
的
な
背
景
の
中
で
、
仏
教
者
た
ち
は
、

親
子
関
係
を
主
題
に
し
た
『
父
母
恩
重
経
』
を
造
り
、
ま
た
疑
似
親
子
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
本
来
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
親
子
関
係
を
僧
伽
の
中
に
造
り
だ
し
、
そ
の
文
化
的
な
要
請
に
答
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
登
場
し
て
く

る
疑
似
親
子
関
係
が
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
続
く
血
脈
に
な
る
の
で
あ
る
。

血
脈
は
禅
宗
、
天
台
宗
、
三
論
宗
な
ど
の
中
で
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
禅
宗
が
、
そ
の
血
脈
を
喧
伝
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
禅
宗
の
歴
史
を
伝
え
る
灯
史
の
中
に
は
、
そ
の
初
祖
の
達
磨
に
始
ま
り
、
二
祖
慧
可
、
三
祖
僧
璨
な
ど
と
、
そ
の
系
譜
を
重
視
す

る
記
述
が
登
場
す
る
。
親
か
ら
子
へ
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
、
禅
の
教
え
が
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
継
承
さ
れ
た
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

確
か
に
最
初
期
の
灯
史
で
あ
る
『
宝
林
伝
』
や
『
伝
法
宝
記
』『
六
祖
壇
経
』
な
ど
で
は
、
そ
の
代
々
の
僧
侶
に
相
違
が
存
在
し
、

歴
史
的
な
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、
と
に
か
く
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
血
脈
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
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定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
伝
統
が
日
本
に
伝
わ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
血
脈
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
最
初
に
重
視
し
た
の
は
、
日
本
天

台
宗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
天
台
の
開
創
者
で
あ
る
最
澄
が
、
達
磨
禅
の
う
ち
北
宗
禅
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に

も
一
因
が
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
天
台
宗
そ
の
も
の
に
血
脈
を
重
視
す
る
傾
向
が
見
て
取
ら
れ
る
の
で
、
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
そ
の

可
能
性
は
高
い
と
思
う
。

さ
て
、
最
澄
の
主
張
す
る
血
脈
は
、
彼
の
著
作
に
基
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
よ
り
推
定
さ
れ
る
。
最
澄

が
大
乗
戒
の
設
立
の
た
め
に
著
述
し
た
『
顕
戒
論
』
を
上
表
す
る
た
め
に
表
し
た
表
文
で
あ
る
「
上
顕
戒
論
表
」
に
は
、弘
仁
皇
帝
（
嵯

峨
天
皇
）
に
対
し
て
「
弘
仁
十
一
（
八
二
〇
）
年
載
次
庚
子
、
円
戒
を
伝
え
ん
が
た
め
、
顕
戒
論
三
巻
、
仏
法
血
脈
一
巻
を
造
り
謹
ん

で
陛
下
に
進
む
」（
伝
教
大
師
全
集
一
、二
五
六
頁
）
と
あ
り
、
本
来
は
「
仏
法
血
脈
」
と
呼
ば
れ
た
資
料
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
を
継
承
す
る
『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
血
脈
が
印
さ
れ
て
い
る
。

達
磨
大
師
付
法
相
承
血
脈
譜

天
台
法
華
宗
相
承
師
師
血
脈
譜

天
台
円
教
菩
薩
戒
相
承
師
師
血
脈
譜

胎
蔵
金
剛
両
界
相
承
師
師
血
脈
譜

雑
曼
荼
羅
相
承
師
師
血
脈
譜  

 （『
伝
教
大
師
全
集
』
一
、一
九
九
頁
）

こ
の
血
脈
が
示
す
よ
う
に
、
最
澄
は
ま
ず
最
初
に
達
磨
の
付
法
を
掲
げ
、
そ
し
て
第
二
、
第
三
に
天
台
の
法
華
経
と
天
台
円
教
の
系
譜

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
最
初
の
達
磨
大
師
の
付
法
を
挙
げ
れ
ば
、
瞿
曇
に
始
ま
り
、
釈
迦
、
摩
訶
迦
葉
、
阿
難
、
商
那
和
修
、
そ
し



日本仏教における継承と伝統

20

て
二
十
四
人
を
歴
て
、
菩
提
達
磨
に
至
る
。
五
つ
の
相
承
は
、
そ
れ
ぞ
れ
師
資
相
承
の
連
綿
た
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
血
脈
に
お
け
る
大
事
な
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
た
中
身
が
、
師
か
ら
弟
子
へ

と
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
点
に
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
重
要
な
点
は
、「
人
的
な
系
譜
」
と
「
教
理
上
の
特
徴
」

す
な
わ
ち
「
宗
義
、
教
義
」
の
二
つ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
姿
勢
は
、
平
安
初
期
の
新
し
い
宗
で
あ
っ
た
天
台
宗
に
は
、
明
瞭
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
や
が
て
は
日
本
に
生
ま
れ
た
宗
、

す
な
わ
ち
浄
土
宗
や
日
蓮
宗
、
と
く
に
禅
宗
に
お
け
る
特
徴
と
な
っ
て
い
く
。
最
初
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
奈
良
の
地
に
展
開
し
た
仏
教

で
も
、
や
が
て
こ
の
価
値
観
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
院
政
期
、
鎌
倉
期
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
継
承

と
伝
統
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
。

四　

院
政
期
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
継
承
と
伝
統

こ
の
時
代
に
お
け
る
継
承
を
考
え
た
場
合
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
出
せ
る
。
そ
れ
は
、
前
の
時
代
か
ら
の
伝
統
で
あ
っ
た
、
連
綿

と
繋
が
っ
た
人
的
な
系
譜
が
重
視
さ
れ
る
継
承
と
、
人
的
な
系
譜
で
は
な
く
、
直
接
に
仏
・
菩
薩
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う
継
承
が
登
場

し
、
そ
れ
ら
の
二
つ
が
、
と
も
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
南
都
や
京
に
で
き
た
伝
統
の
中
で
、
人
的
な
系
譜

と
、
伝
え
ら
れ
る
教
義
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
継
承
を
考
え
て
い
る
例
と
し
て
、
禅
宗
の
伝
播
に
大
き
な
力
が
あ
っ
た
円
爾
辯
円

（
一
二
〇
二

−
一
二
八
〇
）
の
場
合
と
、
南
都
の
碩
学
、
東
大
寺
戒
壇
院
の
凝
然
（
一
二
四
〇

−

一
三
二
一
）
の
例
を
見
て
お
こ
う
。

ま
ず
円
爾
は
、
栄
西
の
後
に
登
場
し
、
禅
宗
を
実
際
に
日
本
に
広
く
伝
播
さ
せ
た
人
物
と
し
て
名
高
い
が
、
十
三
世
紀
の
初
頭
に
著

述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
十
宗
要
道
記
』
と
い
う
資
料
を
残
し
て
い
る
。
本
書
は
当
時
、
円
爾
が
重
要
と
考
え
た
宗
を
十
宗
ほ
ど
挙

げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
的
な
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
部
分
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と



浄土真宗総合研究 10

21

が
で
き
る
。

夫
れ
生
死
を
出
離
す
る
際
に
、
涅
槃
に
入
る
城
の
門
は
、
甚
だ
其
の
数
は
広
多
な
り
。
然
り
と
雖
も
、
相
承
、
伝
法
は
、
十
宗
を

過
ぎ
ず
。
一
に
は
華
厳
、
二
に
は
律
宗
、
三
に
は
成
実
宗
、
四
に
は
倶
舎
宗
、
五
に
は
三
論
宗
、
六
に
は
法
相
宗
、
七
に
は
真
言
宗
、

八
に
は
天
台
宗
、
此
の
八
宗
は
古
に
依
る
。
九
に
は
浄
土
宗
、
十
に
は
仏
心
宗
な
り
。
こ
の
二
つ
の
宗
は
今
に
依
る
。
今
、
此
れ

を
摂
む
る
に
、
三
門
を
出
で
ず
。
謂
わ
く
、
一
に
は
律
門
、
二
に
は
教
門
、
三
に
は
禅
門
な
り
。

 

（『
禅
宗
』
二
百
十
号
付
録
、
二
頁
）

    

円
爾
は
十
三
世
紀
初
頭
の
時
点
で
、
仏
法
に
十
宗
が
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
重
要
な
記
述
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
相

承
、
伝
法
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
承
は
代
々
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
に
よ
る
継
承
が
あ
る
こ
と
、

伝
法
は
伝
え
ら
れ
る
内
容
と
し
て
の
法
、
す
な
わ
ち
宗
義
、
教
義
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
円
尓
は
、「
人
的
な
継
承
」

と
「
教
義
の
継
承
」
の
双
方
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
宗
の
構
成
要
件
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

同
じ
よ
う
な
意
識
は
、
後
の
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
に
、
東
大
寺
戒
壇
院
を
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
凝
然
に
も
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
凝
然
は
二
九
歳
で
仏
法
の
綱
要
書
に
な
る
『
八
宗
綱
要
』
を
述
作
し
、
そ
の
後
に
も
『
内
典
塵
露
章
』
と
呼
ば
れ
る

綱
要
書
を
述
作
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
に
お
い
て
も
、
宗
を
規
定
す
る
原
理
に
同
様
の
意
識
が
見
て
取
れ
る
。

周
知
の
如
く
『
八
宗
綱
要
』
に
は
律
、
成
実
、
倶
舎
、
法
相
、
三
論
、
華
厳
の
南
都
の
六
宗
に
天
台
、
真
言
の
二
宗
が
加
わ
り
、
最

後
に
当
時
、
勢
力
を
得
つ
つ
あ
っ
た
禅
と
浄
土
が
附
属
す
る
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
構
成
は
、
八
宗
の
そ
れ
ぞ
れ

を
伝
え
た
人
的
な
系
譜
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
を
代
表
す
る
教
義
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
台
宗
の
項
で
は
「
問

う
、此
の
宗
は
何
れ
の
教
え
を
所
憑
と
為
す
や
。
答
う
。
法
華
を
以
て
所
依
の
本
経
と
為
し
、以
て
一
代
の
諸
経
を
判
ず
。（
大
仏
全
三
、
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三
〇
上
）」
の
問
答
が
あ
り
、
次
に
は
「
問
う
。
此
の
宗
は
誰
を
以
て
祖
師
と
為
す
や
。
答
う
。
天
台
智
者
大
師
を
以
て
宗
師
と
為
す
。

（
同
）」と
の
問
答
が
つ
づ
く
。
そ
し
て
、教
観
二
門
と
伝
法
の
人
に
関
す
る
事
柄
が
中
心
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
形
式
は『
内
典
塵
露
章
』

で
も
同
様
で
あ
り
、
よ
り
象
徴
的
な
言
葉
で
そ
の
二
つ
が
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
序
文
を
見
よ
う
。

  

一
々
の
宗
教
は
、
義
理
は
尽
く
し
が
た
し
。
今
、
精
要
を
挙
ぐ
る
に
、
塵
露
に
同
じ
き
有
り
、
宗
に
随
わ
ば
、
各
お
の
微
塵
を
拾
い
、

門
に
つ
か
ば
、
倶
に
繊
露
を
滴
た
る
、
と
爾
か
云
う
。 

（
大
仏
全
三
、四
九
上
）

  こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、「
塵
露
」
に
相
当
す
る
内
容
は
、
塵
は
教
義
、
露
は
そ
れ
を
伝
え
た
僧
侶
の
血
脈
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
仏
法
の
継
承
は
「
人
的
な
師
資
相
承
」
と
「
宗
義
、
教
義
の
継
承
」
と
い
う
二
つ
が

条
件
と
な
っ
て
、
伝
統
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
初
期
の
九
世
紀
初
頭
の
頃
か
ら
、
人
的
な
継
承
だ
け
で
は
な
く
、
仏
菩
薩
か
ら
の

継
承
と
い
う
新
し
い
形
態
が
見
出
さ
れ
る
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

五　

仏
・
菩
薩
か
ら
の
継
承

仏
・
菩
薩
か
ら
直
接
に
授
か
っ
た
と
い
う
観
点
で
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
受
戒
の
中
に
、
ま
ず
は
見
出
せ
る
。
そ
の
例
が
、
菩
薩
戒
の

授
受
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
は
、
最
澄
の
大
乗
戒
の
主
張
の
中
に
、
そ
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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最
澄
の
大
乗
戒
の
授
受

最
澄
が
、
大
乗
戒
を
授
け
る
時
の
作
法
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
彷
彿
と
さ
せ
る
資
料
に
『
授
菩
薩
戒
儀
』
が
あ
る
。
本

書
は
「
山
家
高
祖
大
伝
教
大
師　

御
撰
、
山
家
六
七
祖
大
師　

朱
書
。（
伝
教
大
師
全
集
巻
一
、三
三
一
）」
と
の
識
語
が
伝
わ
る
資
料

で
あ
る
が
、
本
書
が
初
期
天
台
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
戒
作
法
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ

に
登
場
す
る
菩
薩
戒
の
戒
師
が
、
実
は
人
間
で
は
な
く
仏
・
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
そ
の
戒
儀
の
三
師
（
戒
和
尚
、
羯
磨
師
、
教
授
師
）

を
請
う
「
第
三
請
師
」
の
部
分
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
言
が
並
ぶ
。

弟
子
［
某
甲
］
等
一
心
に
霊
山
浄
土
本
来
常
住
の
釈
迦
如
来
応
正
等
覚
を
請
じ
奉
る
。
我
が
為
に
菩
薩
戒
の
和
上
と
作
さ
ん
。
我

和
尚
に
依
る
が
故
に
菩
薩
戒
を
受
く
る
こ
と
を
得
。
慈
愍
の
故
に
。［
礼
一
拝
］

弟
子
［
某
甲
］
等
一
心
に
清
涼
山
中
の
金
色
世
界
の
文
殊
師
利
龍
種
上
智
尊
皇
如
来
応
正
等
覚
を
請
じ
奉
る
。
我
が
為
に
菩
薩
戒

の
羯
磨
阿
闍
梨
と
作
さ
ん
。
我
、
阿
闍
梨
に
依
る
が
故
に
菩
薩
戒
を
受
く
る
こ
と
を
得
。
慈
愍
の
故
に
。［
礼
一
拝
］

弟
子
［
某
甲
］
等
一
心
に
知
足
天
上
四
十
九
重
摩
尼
宝
殿
当
来
の
大
導
師
、
弥
勒
慈
尊
応
正
等
覚
を
請
じ
奉
る
。
我
が
為
に
菩
薩

戒
の
教
授
阿
闍
梨
と
作
さ
ん
。
我
、
和
尚
に
依
る
が
故
に
菩
薩
戒
を
受
く
る
こ
と
を
得
。
慈
愍
の
故
に
。［
礼
一
拝
］

 

（『
伝
教
大
師
全
集
』
一
、三
〇
七
）

菩
薩
戒
の
三
師
は
、
和
尚
が
釈
迦
如
来
、
羯
磨
師
が
文
殊
師
利
龍
種
上
智
尊
皇
如
来
（
文
殊
師
利
菩
薩
か
）、
教
授
師
が
弥
勒
如
来
と

な
っ
て
い
る
。
尊
証
師
も
「
十
方
浄
土
の
一
切
如
来
応
正
等
学
（
伝
教
大
師
全
集
、
三
〇
八
）」
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
人
で
は
な
く
、

仏
菩
薩
が
そ
の
授
け
る
主
体
で
あ
り
、
ま
た
証
明
を
す
る
師
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
的
系
譜
よ
り
も
、
仏
菩
薩
か
ら

の
直
接
の
相
承
が
存
在
す
る
と
の
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。



日本仏教における継承と伝統

24

こ
の
よ
う
に
菩
薩
戒
の
授
受
に
お
い
て
は
、
人
か
ら
の
継
承
で
は
な
く
、
仏
菩
薩
か
ら
直
接
、
継
承
し
た
と
い
う
新
し
い
観
点
が
入

り
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
傾
向
は
中
世
南
都
に
お
け
る
律
宗
の
復
興
運
動
に
お
い
て
も
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
南
都
の
戒
律
復
興
運
動
に
お
け
る
仏
菩
薩
か
ら
の
受
戒

中
世
南
都
に
お
い
て
戒
律
の
復
興
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
既
に
多
く
の
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
か
で
も
興
福
寺
に

出
家
し
、
後
に
唐
招
提
寺
に
入
っ
た
覚
盛
は
、
そ
の
理
論
的
な
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
彼
は
、『
菩
薩
戒
通
別
二
受
鈔
』
や
『
菩

薩
戒
通
受
遣
疑
鈔
』
を
述
作
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
戒
律
復
興
運
動
は
、
新
た
に
「
通
受
」
と
命
名
さ
れ
る
受
戒
方
法
を

創
出
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
通
受
と
は
、
三
聚
浄
戒
を
通
じ
て
受
け
る
こ
と
で
菩
薩
と
し
て
の
具
足
戒
が
授
か
る
と
い
う
も

の
で
、
興
福
寺
の
良
遍
や
東
大
寺
の
真
空
廻
心
が
良
き
理
解
者
に
な
り
、
西
大
寺
の
叡
尊
に
よ
っ
て
さ
ら
に
新
た
な
理
解
が
生
み
出
さ

れ
、
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
通
受
は
白
四
羯
磨
と
並
列
さ
れ
る
羯
磨
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
南
都
の
律
宗
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
出
来
事
は
嘉
禎
二
（
一
二
三
六
）
年
、
東
大
寺
法
華
堂
に
お
い
て
覚
盛
、
叡
尊
、
円
晴
、

有
厳
な
ど
が
自
誓
受
戒
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
記
録
が
叡
尊
の
「
自
誓
受
戒
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は

東
大
寺
法
華
堂
に
一
週
間
参
籠
し
、
夢
の
中
で
仏
菩
薩
か
ら
摩
頂
さ
れ
る
、
天
か
ら
花
が
降
る
な
ど
の
好
相
が
生
じ
た
こ
と
を
、
仏
か

ら
戒
を
授
か
っ
た
こ
と
の
証
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
こ
に
、
仏
菩
薩
か
ら
直
接
に
戒
を
授
か
っ
た
と
い
う
意
識
が
、
先
と
同
様
に
確

認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、時
代
が
下
る
と
、良
遍
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、叡
尊
は
、通
受
に
独
自
の
形
式
を
創
出
し
た
。
そ
れ
は
、

七
衆
戒
を
受
得
す
る
た
め
の
方
軌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
通
受
を
、具
体
的
に
優
婆
塞
、優
婆
夷
、沙
弥
、沙
弥
尼
、式
叉
摩
那
、比
丘
、

比
丘
尼
の
七
衆
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
作
法
で
授
受
す
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
方
軌
を
作
成
し
、
現
代
に
伝
え
て
く
れ
た
の
で
あ
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る
。
そ
れ
が
西
大
寺
蔵
の
『
受
菩
薩
戒
作
法
』
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
作
法
は
羯
磨
と
説
相
の
二
つ
の
部
分
に
大
き
く
分
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
羯
磨
の
部
分
で
は
、
三
聚
浄
戒
を
授
け

る
と
の
文
言
を
出
し
、
説
相
の
部
分
で
は
、『
瑜
伽
師
地
論
』
に
登
場
す
る
四
他
勝
処
法
と
と
も
に
律
蔵
所
説
の
七
衆
戒
を
出
す
と
い

う
形
式
を
生
み
出
し
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
比
丘
の
場
合
、
羯
磨
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
三
聚
浄
戒
を
用
い
、
説
相
で
は
四
他
勝
処

法
と
と
も
に
四
波
羅
夷
法
を
授
け
る
と
い
う
形
式
を
用
い
た
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ら
の
通
受
の
受
戒
に
お
い
て
も
、三
師
（
七
証
も
含
め
て
）
が
仏
菩
薩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

西
大
寺
に
伝
わ
る
菩
薩
戒
の
受
戒
方
軌
に
表
現
さ
れ
た
実
際
の
文
言
を
見
て
み
よ
う
。

次
、
師
告
げ
て
云
わ
く
、
先
に
本
師
釈
迦
如
来
応
正
等
覚
を
請
い
奉
り
受
菩
薩
戒
和
尚
と
為
さ
ん
。
我
、
和
尚
に
依
る
が
故
に
菩

薩
戒
を
受
く
る
こ
と
を
得
。
慈
愍
の
故
に
。［
三
説
］。

次
に
曼
師
利
菩
薩
を
請
い
奉
り
戒
阿
闍
梨
と
為
さ
ん
。（
中
略
）

次
に
弥
勒
菩
薩
摩
訶
薩
を
請
い
奉
り
受
菩
薩
戒
教
授
師
と
為
さ
ん
。 

［
蓑
輪
顕
量1999: 579-580

］

こ
こ
で
も
登
場
す
る
三
師
は
す
で
に
人
間
で
は
な
く
、
釈
迦
如
来
、
曼
師
利
（
文
殊
師
利
）
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
で
あ
り
、
人
か
ら
人
へ

の
授
受
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
的
継
承
で
は
な
い
視
点
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

法
の
継
承
に
は
、
人
的
相
承
が
関
わ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
菩
薩
戒
の
相
承
に
は
、
仏
菩
薩
か
ら
の
時
空
を
越
え
た
人
へ
の
継
承

が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
法
の
肝
要
を
仏
か
ら
直
接
に
授
か
る
と
い
う
例
も
存
在
す
る
。
次
に
そ

の
例
の
一
つ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

 



日本仏教における継承と伝統

26

 

宗
を
佛
菩
薩
か
ら
継
承
す
る
例

中
世
の
鎌
倉
時
代
、
比
較
的
後
発
で
あ
る
が
、
日
蓮
は
叡
山
天
台
の
中
に
学
び
、
や
が
て
天
台
法
華
宗
と
自
負
す
る
、『
法
華
経
』

を
中
心
と
す
る
信
仰
を
確
立
し
た
。
日
蓮
の
門
侶
集
団
は
、
現
在
、
日
蓮
宗
と
呼
称
さ
れ
る
が
、
日
蓮
の
思
想
の
中
で
は
、『
法
華
経
』

を
至
上
と
し
、
久
遠
実
成
の
釈
尊
か
ら
の
直
接
の
継
承
を
主
張
す
る
。

さ
て
、『
法
華
経
』
従
地
踊
出
品
第
一
五
に
は
上
行
、無
辺
行
、浄
行
、安
立
行
の
四
菩
薩
が
登
場
す
る
。
日
蓮
は
数
々
の
法
難
の
中
で
、

法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
自
覚
を
高
め
て
い
き
、
最
後
に
は
釈
尊
か
ら
、
末
法
の
今
の
時
代
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
、
上
行
菩
薩
の
再
誕

で
あ
る
と
の
自
覚
に
た
ど
り
着
く
。
日
蓮
遺
文
の
『
種
種
御
振
舞
御
書
』（
真
蹟
曽
存
）
に
は
、「
教
主
釈
尊
の
御
使
な
れ
ば
天
照
大
神
、

正
八
幡
宮
も
頭
を
か
た
ぶ
け
、手
を
合
て
地
に
伏
し
給
べ
き
也
」（
昭
和
定
本
、九
七
六
頁
）と
の
言
及
が
見
え
る
。
ま
た『
法
華
取
要
抄
』

（
真
蹟
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

疑
い
て
云
わ
く
、
何
ぞ
広
略
を
棄
て
て
要
を
取
る
や
。
答
え
て
云
わ
く
、
玄
奘
三
蔵
は
略
を
棄
て
て
広
き
を
好
む
。
四
十
巻
の
大

品
を
六
百
巻
と
為
す
。
羅
什
三
蔵
は
広
き
を
捨
て
略
を
好
む
。
千
巻
の
大
論
を
百
巻
と
成
せ
り
。
日
蓮
は
広
略
を
捨
て
て
肝
要
を

好
む
。
所
謂
、
上
行
菩
薩
所
伝
の
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
な
り
。 

（
昭
和
定
本
、
八
一
六
頁
） 

こ
こ
で
は
日
蓮
は
、
明
ら
か
に
上
行
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
の
自
覚
を
持
っ
て
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
、
す
な
わ
ち
妙
法
蓮
華
経
と
い

う
経
典
が
主
張
す
る
内
容
そ
の
も
の
を
受
け
止
め
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
釈
尊
が
上
行
菩
薩
に
付
属
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

日
蓮
は
自
ら
そ
れ
を
受
け
止
め
た
の
だ
と
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
る
と
の
自
覚
と
表
裏
一
体
と
な
っ

て
い
る
記
述
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
は
、
日
蓮
自
身
が
、
釈
尊
か
ら
、
直
接
に
付
属
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
継
承
し
た
の
だ

と
い
う
自
覚
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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六　

院
政
期
以
降
に
見
ら
れ
る
独
自
の
継
承
の
仕
方

最
後
に
日
本
仏
教
独
特
の
継
承
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
真
弟
子
と
呼
ば
れ
る
弟
子
に
、
法
が
継
承

さ
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
真
弟
子
と
は
、
自
ら
の
子
息
を
指
す
呼
称
で
あ
り
、
時
に
は
真
弟
と
も
、
一
字

で
弟
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
の
呼
称
自
体
が
、
僧
侶
の
妻
帯
の
問
題
と
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
出
家
前
に
設
け
た
子
息
な
の
か
、

出
家
し
た
後
に
設
け
た
子
息
な
の
か
、
は
た
ま
た
出
家
し
て
還
俗
し
た
後
に
設
け
た
子
息
な
の
か
、
実
態
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
の
継
承
が
自
ら
の
子
息
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
例
が
、
院
政
期
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う

な
継
承
は
、
多
く
の
場
合
、
興
福
寺
、
東
大
寺
、
延
暦
寺
な
ど
の
よ
う
な
貴
族
の
子
弟
が
、
数
多
く
入
門
し
た
大
寺
院
に
お
い
て
発
生

し
た
現
象
で
あ
る
。

東
大
寺
で
は
院
家
と
呼
ば
れ
る
小
規
模
の
寺
院
が
成
立
し
、
そ
の
院
家
を
中
心
に
宗
が
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
先
に
触

れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
、
東
大
寺
東
南
院
と
尊
勝
院
で
あ
る
。
東
南
院
は
清
和
天
皇
の
貞
観
十
七
（
八
七
五
）
年
に
聖
宝
に
よ
っ

て
創
建
さ
れ
、
三
論
、
真
言
兼
学
の
僧
が
院
務
を
務
め
る
三
論
宗
の
拠
点
と
な
っ
た
。
一
方
の
尊
勝
院
は
、
天
暦
元
（
九
四
七
）
年
に

創
建
さ
れ
、
華
厳
宗
の
拠
点
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
知
足
院
は
法
相
宗
、
真
言
院
は
真
言
宗
、
戒
壇
院
は
華
厳
と
律
宗
の
、
そ
れ
ぞ
れ

東
大
寺
に
お
け
る
拠
点
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
院
家
で
は
、
仏
法
の
継
承
は
、
院
主
が
そ
れ
を
担
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
の
長
者
を
務
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
継
承
に
は
、院
家
に
所
蔵
さ
れ
る
一
群
の
聖
教
の
継
承
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
東
南
院
、

尊
勝
院
で
は
、
院
主
が
代
々
そ
の
宗
の
長
者
を
兼
ね
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
の
代
表
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
法
脈
を
示
し
た

資
料
が
、『
東
南
院
院
主
次
第
』
や
「
院
務
次
第
」、
及
び
『
尊
勝
院
院
主
次
第
』
や
「
院
務
次
第
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
院
主
、
院
務

次
第
の
中
に
、親
子
で
法
を
継
承
し
て
い
る
場
合
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
東
大
寺
の
『
尊
勝
院
院
務
次
第
』
を
挙
げ
る
。

本
書
は
、『
東
大
寺
続
要
録
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
り
、
鎌
倉
期
ま
で
の
尊
勝
院
の
院
主
を
記
録
し
て
い
る
。
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第
十
二　

隆
助
大
法
師
［
定
暹
譲
に
依
る
。
そ
の
時
、
上
臈
覚
厳
已
講
有
り
と
雖
も
、
付
属
の
理
に
依
り
て
、
隆
助
は
院
家
を
管

領
し
了
ん
ぬ
。］

第
十
三　

弁
暁
法
印

　
　
　
　

俗
称　

隆
助
法
橋
子

 

（
筒
井
寛
秀
編
『
東
大
寺
続
要
録
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
五
年
、
一
八
八
頁
）

      こ
こ
に
挙
げ
る
の
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
弁
暁
は
講
説
に
勝
れ
、
俊
乗
房
重
源
が
治
承
の
兵
乱
で
焼
失
し
た
東
大
寺
の
再
建
を
伊

勢
神
宮
に
祈
願
に
行
っ
た
際
に
も
同
行
し
、
導
師
を
務
め
た
著
名
な
僧
侶
で
あ
る
。
そ
の
彼
の
父
も
、
同
じ
く
尊
勝
院
の
院
主
を
務
め

て
お
り
、
親
子
で
尊
勝
院
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
親
子
で
華
厳
宗
の
長
者
を
務
め
た
こ
と
で
も
あ
り
、
宗
を
継
承
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

小　
　

結

以
上
、
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
日
本
に
お
け
る
仏
法
の
継
承
は
、
時
代
と
と
も
に
特
徴
の
あ
る
仕
方
を
見
せ
、
そ
れ
が
伝
統
と
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
も
固
定
的
で
は
無
く
、
次
第
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
仏
法
が
伝
わ
っ
た
最
初
期
は
、

遠
く
イ
ン
ド
の
伝
統
に
近
い
形
で
、
す
な
わ
ち
僧
伽
と
い
う
集
団
が
、
仏
法
の
継
承
の
主
体
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
南
都
の
仏
教
に
は

現
在
も
そ
の
片
鱗
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

次
に
、
教
義
を
中
心
と
し
た
宗
が
正
面
に
出
る
と
、「
人
の
相
承
」
と
「
教
義
の
継
承
」
が
重
要
な
視
点
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
血
脈

が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
た
。
そ
の
最
初
は
、
お
そ
ら
く
天
台
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
最
初
期
に
は
、
教
義
の
継
承
の
み
が
、
宗
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の
特
徴
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
人
的
相
承
、
す
な
わ
ち
師
か
ら
弟
子
へ
と
い
う
血
脈
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
、
平
安
時
代
初
期
頃
か
ら
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
延
長
線
上
で
、
宗
の
問
題
に
触
れ
て
い
た
の
が
円
尓

や
凝
然
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
人
的
継
承
の
上
に
、
新
た
な
視
点
も
加
わ
っ
た
。
そ
れ
が
仏
菩
薩
か
ら
直
接
継
承
す
る
と
い
う
意
識
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
継
承
の
仕
方
に
、
や
が
て
、
普
通
の
意
味
の
血
縁
関
係
、
す
な
わ
ち
親
子
関
係
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
院
政
期

で
あ
っ
た
。
親
子
と
師
弟
と
い
う
二
つ
の
重
な
る
関
係
に
よ
る
仏
法
の
継
承
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
彼
ら
が
貴
族
階
層
出
身
者
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
、
優
秀
な
貴
族
が
政
治
の
世
界
で
出
世
で
き
ず
、
出
家
の
世
界
に
新
天

地
を
求
め
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
実
際
、
貴
族
の
子
弟
に
は
優
秀
な
人
材
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
院
政
期
以
降
、
様
々
な
伝
統
が
家
と
い
う
制
度
の
中
で
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
一
般
に
言
わ
れ
る
。
仏
教
も
そ

の
影
響
を
受
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

本
来
は
僧
伽
で
教
え
を
継
承
す
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
ろ
う
。
や
が
て
東
ア
ジ
ア
世
界
の
伝
統
的
価
値
観
の
影
響
を
受
け
、
血
脈
と

い
う
視
点
が
生
じ
た
。
最
初
は
擬
似
的
親
子
関
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
平
安
時
代
の
貴
族
階
層
の
参
入
と
い
う
事
態
が
付
加

さ
れ
、
家
的
な
価
値
観
が
入
っ
た
。
そ
し
て
、
親
子
と
師
弟
関
係
が
重
な
っ
た
と
き
に
、
親
か
ら
子
へ
と
仏
法
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
、

違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
本
来
、
宗
の
継
承
に
、
そ
の
特
徴
と
な
る
宗
義
、
教
義

の
継
承
が
、
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
点
で
あ
る
と
思
う
。
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