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人
間
仏
教
の
百
年
の
回
顧
と
再
考
察

　
─
太
虚
、
印
順
、
星
雲
を
中
心
に
─

何
　
建
明

松
森
秀
幸
　
訳

論
文
要
旨

　

人じ
ん
か
ん間
仏ぶ
っ

教き
ょ
うは
、
こ
こ
百
年
来
、
大
陸
と
台
湾
の
中
国
仏
教
の

主
流
の
流
れ
で
あ
り
、
こ
の
十
数
年
、
学
術
界
に
お
い
て
非
常

に
重
要
視
さ
れ
、
真
剣
に
議
論
さ
れ
た
中
心
的
テ
ー
マ
の
一
つ

で
あ
る
。
本
稿
は
、
関
連
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
太
虚
、
印
順

な
ら
び
に
星
雲
と
い
う
人
間
仏
教
の
思
想
家
、
ま
た
実
践
家
と

し
て
認
め
ら
れ
る
三
人
を
取
り
上
げ
、
人
間
仏
教
百
年
の
歴
史

の
中
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
を
検
討
し
、
百
年
来
の
人
間

仏
教
に
お
い
て
、
そ
の
三
つ
の
座
標
の
歴
史
上
の
関
係
性
と
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
太
虚
は
現
代

人
間
仏
教
運
動
の
創
始
者
で
あ
り
、
か
つ
思
想
家
で
あ
る
。
印

順
は
現
代
人
間
仏
教
の
学
術
的
理
想
を
提
示
し
た
人
物
で
あ
り
、

か
つ
仏
学
家
で
あ
る
。
そ
し
て
星
雲
は
現
代
人
間
仏
教
運
動
の

発
展
を
推
進
し
た
最
も
重
要
な
実
践
家
で
あ
る
。

序

　

こ
こ
百
年
の
中
国
仏
教
の
人
間
仏
教
運
動
に
お
い
て
、
人
々

が
最
も
注
目
す
る
人
物
は
、
太
虚
、
印
順
、
星
雲
の
三
人
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
こ
百
年
来
の
中
国
の
人

間
仏
教
運
動
に
お
い
て
最
も
名
の
知
れ
た
創
始
者
、
思
想
家
、
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推
進
者
で
あ
り
、
学
術
界
に
お
け
る
議
論
も
、
か
れ
ら
三
人
と

人
間
仏
教
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
か
れ
ら
の
相
互
の
関
係
性

と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
わ
ず
か

に
歴
史
的
角
度
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
が
、
太
虚
、
印
順
、
星
雲

を
中
心
と
し
て
、
こ
の
議
論
を
さ
ら
に
進
め
て
深
く
考
察
し
、

専
門
家
か
ら
の
ご
意
見
を
た
ま
わ
り
た
い
と
思
う
。

一
．
太
虚
と
現
代
人
間
仏
教
運
動

　

一
九
一
三
年
初
め
、
上
海
仏
教
界
の
釈
寄
禅
︵
一
八
五
一
-
一

九
一
二
︶
の
追
悼
会
に
お
い
て
太
虚
が
発
表
し
た｢

仏
教
革
命
の

三
大
主
張あ｣

か
ら
数
え
る
な
ら
、
近
代
以
降
の
中
国
人
間
仏
教
運

動
は
す
で
に
百
年
近
く
の
歩
み
を
経
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、

な
ぜ
人
間
仏
教
運
動
が
太
虚
の
﹁
仏
教
革
命
の
三
大
主
張
﹂
か

ら
始
ま
る
の
か
、
太
虚
は
﹁
人
生
仏
教
﹂
を
提
唱
し
た
の
で
は

な
い
か
、
と
疑
問
に
思
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か

に
、
太
虚
が
生
前
に
重
視
し
、
努
め
て
提
唱
し
た
の
は
﹁
人
生

仏
教
﹂
で
あ
り
、﹁
人
間
仏
教
﹂
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

後
の
人
々
の
印
象
の
よ
う
に
﹁
人
生
仏
教
﹂
と
﹁
人
間
仏
教
﹂

に
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

印
順
は
晩
年
に
か
れ
と
太
虚
の
思
想
の
相
違
を
区
別
す
る
た
め

に
、
太
虚
が
提
唱
し
た
も
の
を
﹁
人
生
仏
教
﹂
と
規
定
し
、
自

身
が
提
唱
し
た
も
の
を
﹁
人
間
仏
教
﹂
と
規
定
し
た
。
そ
の
結
果
、

現
在
の
大
陸
・
台
湾
の
人
の
中
に
は
、
た
だ
印
順
が
提
唱
し
た

も
の
だ
け
が
﹁
人
間
仏
教
﹂
で
あ
り
、
太
虚
が
提
唱
し
た
も
の

は
﹁
人
生
仏
教
﹂
で
あ
る
と
考
え
る
人
も
い
る
が
、
実
は
、
こ

れ
は
歴
史
上
に
生
じ
た
一
種
の
誤
解
で
あ
る
。

　

台
湾
の
学
者
、
江
燦
騰
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
印
順

法
師
は
常
々
自
分
が
提
唱
し
て
い
る
の
は
﹃
人
間
仏
教
﹄
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
が
、
仏
光
山
の
星
雲
法
師
も
ま
た
自
分
が
提

唱
し
て
い
る
の
は
﹃
人
間
仏
教
﹄
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

率
直
に
い
え
ば
、
両
者
の
内
容
は
一
致
し
な
い
。
そ
し
て
、﹃
人

間
仏
教
﹄
と
い
う
語
は
、
や
は
り
印
順
法
師
が
太
虚
の
﹃
人
生

仏
教
﹄
を
修
正
す
る
た
め
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説

は
、﹃
人
天
乗
﹄
の
中
の
﹃
神
通
と
い
う
色
合
い
﹄
を
減
少
さ
せ

る
た
め
に
、﹃
阿
含
経
﹄
の
中
の
﹃
諸
仏
は
み
な
人
間
の
世
界
に

出
現
す
る
。
最
終
的
に
天
上
に
お
い
て
成
仏
す
る
の
で
な
い
﹄

と
い
う
教
説
に
合
致
さ
せ
る
と
い
う
思
想
的
背
景
の
も
と
醸
成

さ
れ
たい
﹂
と
。
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こ
の
学
説
は
、
印
順
の
﹁
氷
雪
の
大
地
に
種
を
ま
く
愚
か
な

男

─
﹃
台
湾
当
代
浄
土
思
想
の
新
動
向
読
後
﹄﹂
と
い
う
文
章

に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
中
で
印
順
は
、
太
虚
は
晩
年

に
﹁
現
在
は
﹃
人
生
仏
教
﹄
を
宣
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
し
て
﹂﹁
死
を
重
ん
じ
鬼
神
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
中
国
の
伝

統
に
対
し
て
﹃
人
生
仏
教
﹄
と
い
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
印
順
が
太
虚
と
異
な
る
の
は
、
次
の
三
点

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
﹁
大
師
は
幾
重
に
も
重
な
り
合
っ

た
峰
々
で
あ
り
、
私
は
一
人
抜
き
ん
出
た
独
立
し
た
峰
で
あ
る
﹂。

第
二
に
﹁
大
師
は
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
徹
底
し
て
極
め
る
こ
と
に

長
け
て
い
る
が
、
私
は
区
別
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
﹂。
第
三
に

﹁
大
師
は
﹃
人
生
仏
教
﹄
と
い
い
、
私
は
﹃
人
間
仏
教
﹄
と
い
う
。

一
般
に
は
も
っ
ぱ
ら
死
と
鬼
神
を
重
視
す
る
が
、
太
虚
は
と
く

に
人
生
仏
教
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
対
治
し
た
。
そ
れ

な
ら
ば
、
仏
教
は
人
間
を
本
と
す
る
の
で
あ
り
、
天
や
神
と
い

う
よ
う
に
神
格
化
す
べ
き
で
は
な
い
。
鬼
神
の
教
え
で
は
な
く
、

天
神
の
教
え
で
も
な
い
。
鬼
神
化
も
天
神
化
も
し
な
い
人
間
仏

教
で
こ
そ
、
は
じ
め
て
仏
法
の
真
実
の
意
味
を
明
ら
か
に
で
き

る
の
で
あ
るう
﹂。
さ
ら
に
晩
年
の
人
間
仏
教
に
関
す
る
重
要
な
著

作
で
あ
る
﹁
契
理
契
機
の
人
間
仏
教
﹂
に
お
い
て
は
、﹁
太
虚
大

師
は
﹃
人
生
仏
教
﹄︵
私
は
そ
れ
を
進
め
て
﹃
人
間
仏
教
﹄
と
称
し
て

い
る
︶
を
提
唱
し
た
が
、
民
国
四
〇
年
以
前
に
、
中
国
仏
教
界
が

受
け
た
影
響
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
台
湾
仏
教
は
現
在
極
め
て
大

き
な
影
響
を
受
け
て
い
るえ
﹂
と
言
及
し
て
い
る
。

　

以
上
に
引
用
し
た
印
順
が
晩
年
に
著
し
た
二
編
の
重
要
な
著

作
か
ら
は
、
太
虚
が
提
唱
す
る
﹁
人
生
仏
教
﹂
と
印
順
自
身
が

提
唱
す
る
﹁
人
間
仏
教
﹂
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
強
調

し
て
区
別
し
て
い
る
の
は
、
他
の
誰
で
も
な
く
、
印
順
自
身
で

あ
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
太
虚
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
﹁
人
生
仏
教
﹂、
そ
し
て
印
順
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
﹁
人
間
仏
教
﹂
と
い
う
区
別
を
最
初
に
設
定
し
た
人
物
こ
そ
、

印
順
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
し
印
順
の
言
う
通
り
太
虚
は
た
だ
﹁
人
生
仏
教
﹂
と
だ
け

主
張
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、﹁
人
間
仏
教
﹂
は
印
順
に
よ

っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
印
順
は
す
で
に

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
人
間
仏
教
と
い
う
論
題
は
、
民
国

以
来
、
徐
々
に
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
民
国
二
三
年
、﹃
海
潮
音
﹄

は
﹃
人
間
仏
教
特
集
号
﹄
を
出
し
、
当
時
に
お
い
て
す
で
に
多
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く
の
人
々
の
共
感
を
得
た
。
そ
の
後
、
慈
航
法
師
は
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
に
お
い
て
、
仏
教
雑
誌
を
編
集
し
て
﹃
人
間
仏
教
﹄
と
名

づ
け
た
。
抗
日
戦
争
期
に
は
、
浙
江
省
縉
雲
県
で
も
小
型
の
﹃
人

間
仏
教
月
刊
﹄
が
出
版
さ
れ
たお
﹂
と
。

　

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
他
の
﹃
人
間
仏
教
﹄
刊
行
物
の
狙

い
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
、
た
だ

﹃
海
潮
音
﹄
が
出
版
し
た
﹁
人
間
仏
教
特
集
号
﹂
に
限
っ
て
い
え

ば
、
こ
の
雑
誌
は
民
国
二
三
年
︵
一
九
三
四
年
︶
初
め
の
も
の
で

あ
る
が
、﹃
海
潮
音
﹄
雑
誌
社
は
こ
の
半
年
前
に
、
す
で
に
﹁
人

間
仏
教
特
集
号
﹂
を
ま
も
な
く
編
纂
出
版
す
る
と
の
告
知
を
発

表
し
て
い
る
。
一
九
三
三
年
六
月
三
〇
日
、﹃
海
潮
音
﹄
雑
誌
社

は
﹁﹃
人
間
仏
教
﹄
特
別
号
、
原
稿
募
集
の
お
知
ら
せ
﹂
を
発
表

し
た
。
こ
こ
に
は
﹁
釈
迦
牟
尼
仏
は
、
人
間
の
世
界
に
お
生
ま

れ
あ
そ
ば
さ
れ
、
そ
の
教
化
の
対
象
は
人
間
を
中
心
と
さ
れ
た
。

ゆ
え
に
一
、
二
の
振
る
舞
い
も
、
す
べ
て
人
・
法
に
わ
た
っ
て

示
さ
れ
、
人
生
の
光
明
の
道
を
指
し
示
さ
れ
た
。
ま
さ
に
人
間

の
世
界
の
大
導
師
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
奥
深
く
神
秘
的
で
悟
り

が
た
い
と
い
う
色
合
い
は
な
く
、
乞
食
を
行
じ
、
深
く
社
会
に

関
わ
っ
て
い
る
。
人
間
の
社
会
を
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
乗
・
小
乗
の
経
・
律
・
論
の
三
蔵
に
は
、
す
べ
て
に
こ
の
本

意
が
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
後
の
世
に
至
る
と
、
仏
教
を
持

つ
者
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
智
力
を
も
た
ず
、
奥
深
く
図
り
が
た
い

幕
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
覆
っ
て
し
ま
っ
た
。
仏
教
は
人
間

の
世
界
以
外
の
も
の
と
な
り
、
ほ
ぼ
＂
人
の
世
を
離
れ
て
、
空

門
に
隠
棲
す
る
＂
も
の
、
い
や
、＂
仏
と
無
縁
＂
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
仏
教
は
空
想
上
の
、
人
間
の
世
と
い
う

基
盤
を
持
た
な
い
足
の
な
い
お
化
け
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
部
の
消
極
的
な
世
を
厭
い
人
生
を
悲
観
す
る
要
求
に
応
じ
て

い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
方
便
で
あ
り
真
実

で
は
な
い
。
釈
迦
牟
尼
仏
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
根
本
の
目
的

に
大
い
に
背
い
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
るか
。

　

以
上
の
文
章
か
ら
は
、﹃
海
潮
音
﹄
の
編
者
が
、
非
常
に
明
確

に
仏
教
を
仏
陀
の
人
間
の
世
に
お
け
る
教
化
と
み
な
し
て
お
り
、

仏
教
は
人
間
の
社
会
を
基
礎
と
す
る
も
の
、
人
類
を
中
心
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
を
人
間
の
世
界
以
外
の
も
の
に
変
え
て

し
ま
う
と
い
う
や
り
方
を
根
本
か
ら
否
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
仏
教
も
一
部
で
は
消
極
的
に
世
を
厭

い
、
人
生
を
悲
観
す
る
と
い
う
要
求
に
応
じ
て
い
る
と
は
い
っ
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て
も
、
そ
れ
は
方
便
で
あ
り
、
仏
教
の
本
質
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
観
念
は
、
事
実
上
す
で
に
現
代
の

人
間
仏
教
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間

の
世
界
以
外
に
お
け
る
仏
教
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
な
規

定
を
根
本
か
ら
否
定
し
、
た
だ
、
仏
教
の
本
質
と
は
人
間
の
社

会
を
基
礎
と
し
て
、
人
間
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
他
の
一
切
の
仏
教
形
式
は
す
べ
て
方
便
に
過
ぎ
ず
、
仏
教
の

本
質
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
﹁
人
間
仏
教
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
、
印
順
が
指
摘

す
る
よ
う
な
﹁
天
化
﹂・﹁
神
化
﹂
と
い
う
傾
向
は
な
く
、
ま
た

﹁
鬼
︵
訳
者
注
：
幽
霊
・
妖
怪
の
こ
と
︶
化
﹂・﹁
非
人
化
﹂
と
い
う

傾
向
も
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
印
順
が
出
家
し

て
ま
も
な
く
、
ま
だ
普
陀
山
で
仏
典
を
閲
覧
し
て
い
た
頃
に
、

﹃
海
潮
音
﹄
の
編
者
は
、
す
で
に
﹁
人
間
仏
教
﹂
に
つ
い
て
の
本

質
的
で
非
常
に
確
実
な
説
明
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。﹃
海
潮

音
﹄
の
編
者
に
よ
る
﹁
人
間
仏
教
﹂
に
つ
い
て
の
特
徴
的
な
説

明
は
、
太
虚
の
﹁
人
間
仏
教
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
に
相
当
影
響

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
太
虚
は
﹃
海
潮
音
﹄
の
﹁
人

間
仏
教
特
集
号
﹂
に
お
い
て
、﹁
ど
の
よ
う
に
人
間
仏
教
を
建
設

す
る
か
﹂
と
い
う
講
演
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
太
虚
は
冒

頭
に
全
編
の
主
旨
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。﹁
人

間
仏
教
の
意
味
と
は
、
人
に
人
間
を
離
れ
て
神
に
な
っ
た
り
鬼

に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
皆
が
出
家
し
て
山
林
の
寺
院
で
僧
侶

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
仏
教
で
は
な
い
こ
と
を
示
す

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
道
理
に
よ
っ
て
社
会
を
改
良
し
、

人
間
を
進
歩
さ
せ
て
、
世
界
を
改
善
す
る
に
す
ぎ
な
い
﹂
とき
。

太
虚
は
仏
教
自
体
に
鬼
化
、
神
化
の
現
象
が
あ
る
か
な
い
か
に

つ
い
て
は
意
見
を
述
べ
て
お
ら
ず
、
た
だ
仏
教
の
社
会
的
機
能

に
つ
い
て
、
社
会
を
指
向
し
、
社
会
を
改
良
す
る
と
い
う
考
え

を
提
出
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
か
れ
が
仏

教
は
鬼
神
化
あ
る
い
は
非
人
間
化
と
一
線
を
画
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、

仏
教
の
中
の
鬼
神
化
あ
る
い
は
非
人
間
化
を
肯
定
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
太
虚
は
一
九
三
二
年
に
、
あ
る
人
物
の

経
文
・
呪
文
に
よ
っ
て
国
を
救
う
と
い
う
や
り
方
に
対
し
、﹁
密

呪
す
な
わ
ち
八
部
衆
あ
る
い
は
夜
叉
衆
を
本
位
と
す
る
仏
教
［
を

知
る
と
い
う
こ
と
］
は
、
そ
れ
が
た
だ
人
間
仏
教
の
助
行
と
な

れ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
るく
。
そ
の
後
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ま
た
、
か
れ
は
印
順
の
イ
ン
ド
仏
教
の
研
究
に
つ
い
て
﹁
思
う

に
、
仏
陀
を
本
と
す
る
こ
と
は
、
仏
陀
の
無
上
遍
正
覚
と
諸
法

実
相
の
心
境
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
報
か
ら
因
行
に

遡
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
流
れ
出
る
仏
の
華
厳
に
よ
っ
て
、

ま
た
一
切
の
有
情
を
陶
冶
し
教
化
を
積
み
時
に
合
わ
せ
て
種
々

の
法
門
を
施
す
こ
と
で
あ
る
。
阿
含
経
に
は
ま
た
仏
の
三
時
の

説
法
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
暁
に
は
諸
天
、
昼
に
は
人
、
晩
に
は

鬼
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
後
に
出
現
し
た
大
乗
に
お
い

て
は
、
み
な
そ
の
根
本
を
有
し
て
い
るけ
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

実
際
に
、
太
虚
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
人
間
仏
教
﹂
は
、﹁
人
生

仏
教
﹂
に
相
対
し
て
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
太
虚
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
か
れ
︵
訳
者
注
：
印
順
︶
が
、
も
し
仏
法

が
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
応
じ
る
中
で
も
、
特
に
人
生
を
重
ん
じ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
来
、
私
が
強
く
提
唱
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
生
仏
教
、
人
間
仏
教
、
人じ

ん
か
ん間
浄じ
ょ
う

土ど

の

建
設
、
人
乗
よ
り
直
ち
に
大
乗
に
接
続
す
る
こ
と
、
人
生
の
発

展
に
よ
っ
て
上
に
向
か
っ
て
段
階
的
に
進
み
円
満
に
至
る
、
す

な
わ
ち
成
仏
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
仏
法
は

結
局
、﹃
十
方
の
器
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
業
果
が
相
続
す
る

世
間
﹄
を
第
一
基
層
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
世
間
の

中
の
人
間
の
世
界
は
特
に
美
し
い
第
二
の
階
層
で
あ
り
、
業
の

相
続
か
ら
解
脱
す
る
三
乗
と
あ
ま
ね
く
有
情
を
救
う
大
乗
と
が

必
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
原
著
で
は
阿
含
経
の
﹃
諸
仏
は

み
な
人
間
の
世
界
に
出
現
す
る
。
最
終
的
に
天
上
で
成
仏
す
る

の
で
な
い
﹄
と
い
う
断
片
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
仏
法
を
他
の

有
情
界
か
ら
切
り
離
し
て
、
た
だ
人
間
の
世
界
を
本
と
す
る
傾

向
だ
け
を
取
り
上
げ
、
人
を
本
と
す
る
と
い
う
狭
隘
に
堕
し
て

い
るこ
﹂
と
。
こ
れ
は
上
述
し
た
﹃
海
潮
音
﹄
の
編
者
が
述
べ
る
、

仏
教
は
人
間
社
会
を
基
礎
と
し
、
さ
ら
に
人
間
を
中
心
と
す
る

と
い
う
教
説
と
矛
盾
し
な
い
。
太
虚
は
続
け
て
こ
う
述
べ
る
。

﹁
そ
し
て
現
実
の
人
間
の
世
界
の
楽
を
求
め
る
者
は
、
ま
さ
に
仏

法
は
儒
家
・
道
教
に
劣
ら
ず
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
よ
う
な
者
は
た
と
え
ば
、
梁
漱
溟
、
熊
子
真
、
馬
一
浮
、
馮

友
蘭
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
未
来
の
天
上
の
楽
を
求
め
る
者
は
、

ま
さ
に
仏
法
は
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
に
劣
ら
ず
簡
潔
で

あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
仏
法
は
ま
さ
に
人
間
の
世
界
か
ら
捨

て
ら
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
るさ
﹂
と
。
こ
れ
は
実
際
に
は
、
仏

教
︵
法
︶
は
世
間
の
法
と
完
全
に
同
等
に
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
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い
し
、
ま
た
出
世
間
の
法
と
完
全
に
同
等
に
み
な
す
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
仏
法
が
関
心
を
よ

せ
て
い
る
の
は
、
宇
宙
と
人
生
の
問
題
で
あ
る
。
人
間
の
問
題

に
関
心
を
よ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
が
、
仏
教
は
と
り
わ
け
人
生

の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
。﹃
阿
含
経
﹄
の
中
の
い
わ
ゆ
る
﹁
諸

仏
は
み
な
人
間
の
世
界
に
出
現
す
る
。
最
終
的
に
天
上
で
成
仏

す
る
の
で
な
い
﹂
と
は
、
仏
陀
の
教
え
や
戒
め
が
人
生
の
問
題

を
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
仏
陀
の
説
法
が
人
間
自
身
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
を
も
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
上
記
の
文
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、﹁
人
生
仏
教
﹂
と
﹁
人

間
仏
教
﹂
と
は
、
太
虚
の
思
想
に
お
い
て
、
け
っ
し
て
相
対
す

る
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
﹃
海
潮
音
﹄

の
編
者
が
次
の
よ
う
に
言
う
通
り
で
あ
る
。﹁
現
代
の
環
境
は
以

前
と
す
で
に
一
線
を
画
し
、
す
べ
て
が
転
換
し
て
し
ま
っ
た
。

人
生
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
こ
の
現
実
の
世
界
か
ら
解
決
を
求
め

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
神
秘
的
な
解
決
は
必
要
と
し
な
い
。

現
実
の
世
界
の
現
実
の
生
活
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
、
人
間
自

身
の
問
題
へ
の
解
答
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ら
を
こ
の
人
間
の
世
界
を
離
れ
て
、
別
の
方
法
に
よ
っ
て

解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
、
こ
の
現
実
的
な
人
生
の
思
想

に
適
応
し
な
い
。
仏
教
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
と
も

と
対
象
の
機
感
を
み
て
教
え
を
施
す
の
で
あ
る
。
現
代
の
先
進

的
な
仏
教
徒
は
、
人
間
の
世
間
に
立
ち
、
人
間
の
世
間
の
文
化
・

道
徳
・
生
活
を
す
べ
て
釈
迦
牟
尼
仏
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
光

明
の
大
道
に
向
か
っ
て
前
進
さ
せ
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
出
現
し
た

こ
の
五
濁
悪
世
に
大
無
畏
・
大
勇
猛
の
精
神
を
回
復
さ
せ
、
人

間
の
世
界
に
仏
国
浄
土
を
建
設
す
べ
き
で
あ
るし
﹂。

　

太
虚
に
お
い
て
は
、﹁
人
間
仏
教
﹂
と
は
﹁
人
間
浄
土
﹂
の
意

味
で
あ
り
、
人
間
仏
教
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
人
間
浄
土
を
建

設
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
明
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
世

界
の
仏
教
化
を
実
現
す
る
こ
と
と
は
、
人
間
の
社
会
を
仏
教
化

し
た
仏
国
浄
土
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
仏
教
あ

る
い
は
人
間
浄
土
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
人
生
仏
教
を

提
唱
し
て
、
仏
教
を
人
生
に
実
現
さ
せ
、
具
体
的
な
人
間
の
仏

教
化
に
実
現
さ
せ
、
人
間
の
社
会
に
実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
人
間
の
社
会
の
一
人
ひ
と
り
の
人
生
を
す
べ
て
円
満
に

し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
真
の
人
間
浄
土
を
建
立
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
仏
教
は
一
種
の
理
想
的
目
標
で
あ

る
の
で
あ
り
、
実
際
の
実
践
方
式
で
は
な
い
。
そ
し
て
﹁
人
生

仏
教
﹂
は
、
仏
教
が
人
生
社
会
に
合
致
し
た
実
践
方
式
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
人
間
仏
教
の
本
質
は
人
生
仏
教
で
あ
る
と
も
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
人
生
に
お
い
て
実
現
で
き
な
い
﹁
人
間
仏
教
﹂

は
、
一
種
の
理
想
で
し
か
な
い
。
太
虚
が
論
じ
る
﹁
人
生
仏
学

の
大
旨
﹂
と
は
、
実
は
後
に
印
順
が
強
調
す
る
非
鬼
・
非
神
︵
天
︶

の
﹁
人
間
仏
教
﹂
な
の
で
あ
る
。

　

太
虚
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
仏
法
は
、
普
遍
的
に
あ

ら
ゆ
る
有
情
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
文
化
に
適
応

す
る
の
で
、
ま
さ
に
﹃
人
類
﹄
を
中
心
と
し
て
、
時
機
に
適
っ

た
仏
学
を
施
す
べ
き
で
あ
る
。
仏
法
は
無
限
の
生
死
の
繰
り
返

し
が
あ
る
と
い
う
が
、
現
代
の
＂
現
実
的
人
生
化
＂
に
適
応
し

て
い
る
の
で
、
ま
さ
に
﹃
人
類
の
生
存
と
発
展
を
探
求
す
る
こ

と
﹄
を
中
心
と
し
て
、
時
機
に
適
っ
た
仏
学
を
施
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
は
人
生
仏
学
の
第
一
の
意
義
で
あ
る
。
仏
法
は
ま
た

無
我
と
い
う
個
人
が
解
脱
す
る
小
乗
の
仏
学
を
許
し
て
い
る
と

は
い
え
、
今
は
現
代
の
人
生
の
＂
組
織
的
大
衆
化
＂
に
適
応
す

る
の
で
、
ま
さ
に
大
悲
大
智
と
い
う
普
遍
的
な
大
衆
の
た
め
の

大
乗
の
法
を
中
心
と
し
て
、
時
機
に
適
っ
た
仏
学
を
施
す
べ
き

で
あ
る
。
こ
れ
は
人
生
仏
学
の
第
二
の
意
義
で
あ
る
。
大
乗
仏

教
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
み
な
成
仏
さ
せ
る
た
め
の
究
竟
円
満

の
法
で
あ
る
と
は
い
え
、
大
乗
の
法
に
も
円
漸
と
円
頓
の
区
別

が
あ
る
。
今
、
効
果
を
重
ん
じ
、
秩
序
を
重
ん
じ
、
証
拠
を
重

ん
じ
る
現
代
の
＂
科
学
化
＂
に
適
応
す
る
の
で
、
ま
さ
に
円
漸

の
大
乗
の
法
を
中
心
と
し
て
、
時
機
に
適
っ
た
仏
学
を
施
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
生
仏
学
の
第
三
の
意
義
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
﹃
人
生
仏
学
﹄
と
は
、﹃
天
﹄
や
﹃
鬼
﹄
を
一
時
的
に
設

置
す
る
こ
と
を
論
じ
な
い
に
等
し
い
。
さ
ら
に
、﹃
人
生
﹄
か
ら

そ
の
完
成
を
求
め
、
人
生
を
超
え
、
人
生
を
超
え
る
こ
と
を
超

え
る
よ
う
に
発
達
す
る
こ
と
は
、
一
切
の
﹃
天
の
教
え
﹄
や
﹃
鬼

の
教
え
﹄
な
ど
と
い
う
迷
信
を
洗
い
除
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
現
代
の
＂
人
生
化
＂、＂
民
衆
化
＂、＂
科
学
化
＂
を
基
礎

と
し
、
そ
の
基
礎
の
上
に
無
上
正
遍
覚
へ
と
向
か
う
円
漸
の
大

乗
仏
学
を
建
設
す
る
の
で
あ
るす
﹂
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
醒
は
﹁
人

間
仏
教
特
集
号
﹂
の
﹁
あ
い
さ
つ
﹂
に
お
い
て
、
と
く
に
以
下

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。﹁
人
間
仏
教
と
は
、
も
と
も
と
本
雑

誌
が
最
初
に
編
集
さ
れ
て
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
主
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張
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で

あ
る
。
本
雑
誌
の
命
名
は
、﹃
人
海
の
思
潮
の
中
の
覚
音
﹄
の
意

味
で
あ
る
。
ま
た
本
雑
誌
の
宗
旨
は
、﹃
大
乗
仏
法
の
真
義
を
発

揚
し
、
現
代
人
の
心
を
正
し
い
思
想
に
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
﹄

で
あ
る
。
十
五
年
来
、
本
雑
誌
は
す
べ
て
こ
の
一
貫
し
た
宗
旨

に
よ
っ
て
、
現
代
人
の
心
を
正
し
い
思
想
に
導
く
た
め
に
、
大

乗
仏
教
の
真
実
の
意
味
を
発
揚
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
責

任
は
ま
だ
果
た
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
精
神
は
い
ま
だ

か
つ
て
怠
惰
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
十
五
年
来
、
我
が

国
で
仏
法
を
学
ぶ
人
士
が
増
加
し
た
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、

本
雑
誌
と
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
極
め
て
大
き
な
影
響
が
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
雑
誌
は
決
し
て
こ
の
わ
ず
か
な
功

徳
の
結
果
で
満
足
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
な
お
全

国
の
大
善
知
識
の
知
力
を
集
め
、
本
雑
誌
に
よ
っ
て
人
間
仏
教

の
完
璧
な
道
場
の
建
設
を
進
め
る
べ
き
で
あ
るせ
﹂
と
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
太
虚
が
﹃
海

潮
音
﹄
を
創
刊
し
た
宗
旨
と
は
、
ま
さ
に
か
れ
が
初
期
に
提
出

し
た
﹁
仏
教
革
命
の
三
大
主
張
﹂
の
中
の
﹁
教
理
の
革
命
﹂
の

主
張
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
よ
うそ
。

二
．
印
順
と
人
間
仏
教
の
学
術
的
理
想

　

印
順
の
人
間
仏
教
概
念
は
、
一
九
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年

代
初
め
に
か
け
て
の
重
慶
市
北
碚
区
の
漢
蔵
教
理
院
と
、
四
川

省
合
江
県
の
法
王
仏
学
院
と
に
お
け
る
イ
ン
ド
仏
教
史
に
つ
い

て
の
詳
細
な
研
究
を
基
礎
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
印
順
は
、
仏
陀
の
社
会
性
の
思
想
を
最
初
に
自
覚
し
た
因

縁
に
つ
い
て
回
想
し
て
述
べ
て
い
る
。﹁
二
七
年
︵
一
九
三
八
年
︶

の
冬
、
梁
漱
溟
氏
が
来
山
し
、
か
れ
が
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
を
や

め
た
理
由
に
つ
い
て
﹃
こ
の
時
、
こ
の
地
、
こ
の
人
［
に
合
致

し
て
い
な
い
か
ら
だ
］﹄
と
語
っ
た
。
私
は
こ
れ
を
聞
き
、
梁
氏

へ
の
賛
意
ば
か
り
で
な
く
、
宋
・
明
代
の
理
学
が
仏
教
か
ら
儒

教
に
帰
着
し
た
こ
と
も
、
ま
た
こ
の
考
え
に
関
係
の
な
い
こ
と

で
は
な
い
、
と
深
く
思
っ
た
。
十
方
世
界
に
遍
在
し
、
未
来
の

彼
方
に
ま
で
、
一
切
の
有
情
を
救
済
す
る
仏
教
は
、
心
量
す
る

こ
と
広
大
で
あ
り
、
尽
く
善
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
末
・
先
後

を
区
別
し
、
ま
た
使
命
を
重
視
し
て
遠
き
に
致
す
と
い
う
修
行

を
行
ず
る
こ
と
な
く
、﹃
三
生
取
辦
︵
三
世
の
う
ち
に
成
仏
す
る
こ

と
︶﹄﹃
一
生
円
証
︵
一
生
の
う
ち
に
円
証
を
得
る
こ
と
︶﹄﹃
即
身
成
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仏
︵
そ
の
身
の
ま
ま
に
成
仏
す
る
こ
と
︶﹄
を
語
っ
て
、
大
な
る
こ

と
に
従
事
し
て
目
前
の
成
功
を
焦
り
、
仏
教
は
言
葉
が
高
尚
で

あ
る
が
修
行
が
低
俗
で
あ
る
と
迷
っ
て
は
な
ら
な
い
。
我
が
心

は
疑
い
が
深
く
、
極
め
て
不
安
で
あ
っ
た
。
時
に
唯
識
学
を
修

め
、
そ
の
源
を
﹃
阿
含
経
﹄
に
求
め
、﹃
諸
仏
は
み
な
人
間
の
世

界
に
出
現
す
る
。
最
終
的
に
天
上
に
お
い
て
成
仏
す
る
の
で
な

い
﹄
と
い
う
一
句
に
出
会
い
、
心
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

釈
尊
の
教
法
は
、
十
方
世
界
の
中
で
も
こ
の
土
を
詳
し
く
述
べ
、

三
世
を
立
て
て
現
実
を
重
ん
じ
て
い
る
。
志
は
一
切
の
有
情
を

救
済
す
る
こ
と
に
あ
り
、
と
く
に
人
間
を
本
と
し
て
い
る
。
釈

尊
の
真
実
の
教
え
は
、
さ
き
の
末
流
の
円
融
者
と
は
異
な
り
、

と
く
に
十
方
世
界
、
あ
ら
ゆ
る
有
情
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
知
り
喜
び
き
わ
ま
り
感
涙
し
たた
﹂
と
。

　

印
順
は
一
九
四
一
年
、
漢
蔵
教
理
院
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
仏

教
の
歴
史
、
と
く
に
釈
迦
牟
尼
の
出
家
と
伝
教
の
本
懐
に
つ
い

て
継
続
的
に
深
く
研
究
し
て
、﹁
仏
は
人
間
の
世
に
あ
り
﹂
と
い

う
論
文
を
著
し
た
。
こ
れ
は
最
も
早
く
﹁
人
間
仏
教
﹂
を
詳
説

し
た
著
作
で
あ
り
、
か
れ
の
﹁
人
間
仏
教
﹂
思
想
の
代
表
作
と

な
っ
た
。
か
れ
は
﹁
仏
陀
は
﹃
天
界
に
あ
っ
て
は
天
界
の
衆
生

で
あ
り
、
人
界
に
あ
っ
て
は
人
界
の
衆
生
で
あ
る
﹄
の
で
、
ど

う
し
て
執
着
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
う
と
は
い

え
、
私
た
ち
は
現
在
、
人
間
の
世
界
に
い
る
の
で
あ
り
、
私
た

ち
は
人
間
の
世
界
に
お
け
る
仏
陀
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
仏
陀
は
人
間
の
世
界
の
存
在
で
あ
り
、
私
た
ち
は
仮
の
考

え
か
ら
離
れ
て
、
仏
が
人
間
の
世
界
に
存
在
す
る
と
い
う
確
実

性
を
理
解
し
、
人
間
の
世
界
の
正
し
い
見
解
と
し
て
の
仏
陀
観

を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
と
は
人
に
即
し
て
成
仏
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
世
俗
的
な
見
解
か
ら
離
れ
、
仏
陀

の
仏
と
し
て
の
品
格
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
仏
陀

に
直
接
見ま

み

え
る
体
験
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、︵
天
上

で
は
な
く
︶
出
世
間
の
正
し
い
見
解
と
し
て
の
仏
陀
観
を
把
握
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
融
け
合
っ
て
隔
た
り
が
な
く
な

る
こ
と
が
、
仏
陀
観
の
真
実
の
姿
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
発
展

に
お
い
て
、
も
し
人
乗
に
よ
っ
て
趣
き
を
発
す
る
大
乗
が
あ
り
、

天
乗
に
よ
っ
て
趣
き
を
発
す
る
大
乗
が
あ
る
と
言
う
の
な
ら
、

な
ら
ば
人
間
の
世
界
に
お
け
る
成
仏
と
天
上
に
お
け
る
成
仏
と

に
は
、
ま
さ
に
明
確
な
境
界
線
が
あ
る
。
仏
陀
が
ど
の
よ
う
に

天
上
に
祭
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
も
、
私
た
ち
は
や
は
り
人
間
の
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世
界
に
迎
え
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
仏
教
の
信
仰
者

は
、
人
間
の
世
界
か
、
天
上
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
以

外
に
あ
な
た
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
い
る
余
地
は
な
い
。
仏
陀
の

聖
教
を
何
度
も
読
誦
し
、
あ
な
た
の
正
確
な
仏
陀
観
を
樹
立
し

な
さ
い
。﹃
諸
仏
は
み
な
人
間
の
世
界
に
出
現
す
る
。
最
終
的
に

天
上
で
成
仏
す
る
の
で
な
い
﹄
の
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
は
、
印
順
の
人
間
仏
教
思
想
の
初
期
の
内
容
で
あ
り
、

こ
の
思
想
は
か
れ
が
堅
持
し
続
け
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
。
こ

の
時
点
で
は
、
仏
教
は
人
間
の
世
界
に
あ
る
、
あ
る
い
は
、
仏

陀
は
人
間
の
世
界
に
い
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
だ
け
で
、﹁
人
間

仏
教
﹂
と
い
う
か
れ
が
晩
年
に
非
常
に
強
調
し
た
﹁
独
創
性
﹂

の
あ
る
概
念
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
自
覚
的
に
具
体
的
な
解
釈
を

行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
全
文
を
通
し
て
も
一
箇
所
し
か
見
出
さ

れ
ず
、
そ
れ
も
単
独
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
か
れ
が
時
代
に
応
じ
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
、
仏

教
あ
る
い
は
仏
陀
は
人
間
の
世
界
に
あ
り
、
最
終
的
に
は
天
上

で
成
仏
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
実
は
か

れ
が
人
間
仏
教
を
論
じ
る
十
数
年
前
に
、
太
虚
や
大
醒
に
よ
っ

て
、
す
で
に
よ
り
明
確
に
よ
り
深
く
説
き
明
か
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
当
然
、
印
順
は
太
虚
の
学
生
で
あ
り
、
か
れ
は
太
虚

に
対
し
て
一
貫
し
て
極
め
て
大
き
な
敬
意
を
払
い
続
け
て
い
る
。

太
虚
の
逝
去
よ
り
印
順
の
晩
年
に
至
る
ま
で
、
か
れ
が
書
い
た

多
く
の
著
作
で
は
、
専
ら
か
れ
と
太
虚
と
の
因
縁
、
と
り
わ
け

太
虚
の
人
生
仏
教
が
か
れ
に
与
え
た
深
い
影
響
と
啓
発
と
を
述

べ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
印
順
の
人
間
仏
教

の
学
術
的
研
究
に
太
虚
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
認
め

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
印
順
は
結
局
は

一
人
の
仏
教
学
者
な
の
で
あ
り
、
か
れ
の
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史

的
研
究
、
と
く
に
原
始
仏
教
と
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
は
、
空

前
の
水
準
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
太
虚
が
及
ば
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
に
学
術
的
側
面
に
お
い
て
太
虚
の
人
間
仏

教
思
想
に
不
足
し
て
い
る
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
ば
し
ば

補
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
が
人
間
仏
教
思
想
と
い
う
側
面

に
お
い
て
太
虚
を
超
え
た
か
ど
う
か
、
ま
た
一
部
の
現
代
の
学

者
や
仏
教
界
の
人
物
が
称
賛
す
る
よ
う
な
﹁
人
間
仏
教
の
父
﹂

あ
る
い
は
﹁
玄
奘
以
来
の
第
一
人
者
﹂
と
な
っ
た
か
ど
う
か
は
、

検
討
を
要
す
る
。
太
虚
と
印
順
の
同
門
の
先
輩
で
あ
る
大
醒
や

法
舫
ら
は
み
な
印
順
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
太
虚
の
人
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生
仏
教
に
関
す
る
体
系
的
な
論
述
は
、
現
代
の
人
間
仏
教
思
想

の
最
も
核
心
的
な
内
容
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
重
要
な
理

論
的
意
義
と
現
実
で
の
指
導
的
意
義
を
備
え
て
い
る
。
印
順
は

歴
史
性
に
お
い
て
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
仏
教
思
想
の
歴

史
的
変
遷
の
中
か
ら
人
間
仏
教
の
歴
史
的
根
拠
を
探
究
し
、
法

と
律
の
合
一
、
縁
起
と
性
空
の
統
一
、
自
利
と
利
他
の
合
一
に

よ
っ
て
、
人
間
仏
教
の
理
論
的
原
則
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

太
虚
は
か
つ
て
﹁
私
の
仏
教
革
命
失
敗
史
﹂
と
い
う
論
文
を

著
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
太
虚
の
仏
教
改
革
運
動
が
、
印
順

の
述
べ
た
よ
う
な
﹁
民
国
四
〇
年
以
前
に
、
中
国
仏
教
界
が
受

け
た
影
響
は
極
め
て
僅
か
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
状
況
と
同
じ
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
民
国
の

初
め
に
太
虚
が
提
出
し
た
叢
林
の
学
院
化
と
学
院
の
叢
林
化
と

い
う
改
革
思
想
は
、
一
時
期
、
保
守
派
の
寺
僧
か
ら
の
強
烈
な

反
対
と
抵
抗
に
遭
っ
た
が
、
武
昌
仏
学
院
の
創
設
以
降
、
各
地

の
寺
院
が
創
設
す
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
仏
学
教
育
機
関
が
陸
続

と
出
現
し
た
。
太
虚
が
雑
誌
﹃
海
潮
音
﹄
を
創
刊
し
て
か
ら
は
、

各
地
で
創
設
さ
れ
た
仏
教
雑
誌
、
例
え
ば
﹃
現
代
僧
伽
﹄・﹃
人

海
灯
﹄・﹃
師
子
吼
﹄・﹃
覚
音
﹄
な
ど
と
い
う
新
時
代
の
僧
侶
に

よ
る
刊
行
物
が
大
量
に
創
刊
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
代
以
降
、

海
峡
両
岸
で
弘
法
、
衆
生
利
益
に
お
い
て
最
も
影
響
力
が
あ
っ

た
高
僧
大
徳
た
ち
、
た
と
え
ば
台
湾
の
大
醒
、
慈
航
、
東
初
、

印
順
、
道
安
、
演
培
、
星
雲
、
大
陸
の
趙
朴
初
、
巨
賛
、
法
尊
、

正
果
、
塵
空
、
茗
山
、
惟
賢
、
雪
煩
、
雪
松
、
遍
能
、
お
よ
び
、

海
外
の
竺
摩
、
法
舫
ら
は
、
い
ず
れ
も
太
虚
の
影
響
を
受
け
、

し
か
も
﹁
民
国
四
〇
年
前
﹂
に
成
長
し
て
い
た
人
間
仏
教
運
動

の
自
覚
的
な
継
承
者
あ
る
い
は
宣
揚
者
で
あ
る
。

　

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
、
新
勢
力
の
閩
南
仏
学
院
と

旧
勢
力
の
寧
波
観
宗
学
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
東
南
地
区
の
新
旧
の

僧
教
育
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。
閩
南
仏
学
院
の
創
刊
し
た
﹃
現

代
僧
伽
﹄︵
後
に
﹃
現
代
仏
教
﹄
と
改
め
る
︶
は
、
観
宗
学
社
と
旧

勢
力
の
僧
侶
を
保
守
的
で
あ
る
と
批
判
し
、
仏
教
革
新
を
宣
揚

す
る
こ
と
を
も
っ
て
宗
旨
と
し
た
が
、
観
宗
学
社
で
学
ん
だ
青

年
僧
侶
が
閩
南
仏
学
院
に
あ
こ
が
れ
て
、
か
れ
ら
の
多
く
が
後

に
閩
南
仏
学
院
の
学
僧
に
な
っ
た
。
後
に
か
く
か
く
た
る
名
声

を
得
る
黙
如
、
戒
徳
、
竺
摩
、
心
道
ら
は
、
み
な
観
宗
学
社
か

ら
閩
南
仏
学
院
に
移
っ
た
も
の
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法

尊
は
太
虚
の
﹁
私
の
仏
教
革
命
失
敗
史
﹂
を
読
ん
だ
後
、
感
慨
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深
げ
に
、［
太
虚
］
大
師
は
生
涯
に
わ
た
り
僧
侶
制
度
を
整
理
し
、

寺
院
財
産
を
保
護
し
、
僧
教
育
を
創
設
す
る
た
め
に
奮
闘
し
た
。

多
く
の
挫
折
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、﹁
自
ら
失
敗
と
い
っ
た
と
し

て
も
、
私
は
そ
れ
を
成
功
と
考
え
るち
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

太
虚
と
印
順
が
現
代
人
間
仏
教
運
動
史
に
果
た
し
た
貢
献
に

は
違
い
は
あ
る
が
、
か
れ
ら
は
ま
た
互
い
に
補
い
合
っ
て
い
る
。

太
虚
は
徹
底
し
て
究
め
る
こ
と
、
新
機
軸
を
打
ち
出
す
こ
と
、

思
想
の
建
設
に
長
け
て
い
る
。
か
れ
は
二
〇
世
紀
の
中
国
仏
教

史
上
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
思
想
家
で
あ
り
、
中
国
仏
教

史
上
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
仏
教
革
新
家
の
一
人
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
早
く
も
一
九
三
〇
、
四
〇
年
代
に
は
、
あ
る
人
に

よ
っ
て
中
国
仏
教
の
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
、
中
国
仏
教
史
上

の
永
明
延
寿
で
あ
る
、
と
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
印
順

は
分
析
、
考
証
、
歴
史
的
研
究
に
優
れ
て
い
る
。
か
れ
は
二
〇

世
紀
の
中
国
仏
教
史
上
に
お
い
て
も
っ
と
も
偉
業
を
な
し
た
仏

学
家
で
あ
り
、
中
国
仏
教
史
上
に
お
け
る
も
っ
と
も
傑
出
し
た

仏
教
史
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
を
﹁
玄
奘
大
師

以
来
の
第
一
人
者
﹂
と
称
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ち
ょ
う
ど
台

湾
の
学
者
、
江
燦
騰
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
玄
奘
の
主
要

な
貢
献
は
、
中
国
と
イ
ン
ド
の
仏
教
文
化
の
交
流
と
、
中
国
法

相
唯
識
学
の
創
設
、
仏
典
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
印
順
の

得
意
な
分
野
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
太
虚
は
現
代
の
人
間
仏
教

運
動
の
指
導
者
で
あ
り
、
か
つ
偉
大
な
思
想
家
で
あ
っ
て
、
印

順
は
現
代
の
人
間
仏
教
運
動
の
推
進
者
で
あ
り
、
か
つ
偉
大
な

学
術
者
な
の
で
あ
る
。

　

印
順
は
、
太
虚
が
中
国
仏
教
を
そ
の
本
位
と
し
て
い
る
こ
と

を
何
度
も
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
虚
の
人
間
仏
教
思
想

は
中
国
仏
教
の
良
き
伝
統
を
徹
底
し
て
究
め
た
も
の
で
あ
る
。

か
れ
の
い
わ
ゆ
る
﹁
人
成
、
即
仏
成
︵
人
格
が
完
成
し
て
、
仏
は
完

成
す
る
︶﹂
と
い
う
現
代
の
菩
薩
行
観
は
、
中
国
の
伝
統
的
諸
宗

派
が
執
り
行
う
実
践
を
継
承
し
宣
揚
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代

の
需
要
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
印
順

は
中
国
の
伝
統
仏
教
宗
派
に
対
し
て
、
非
常
に
厳
格
な
批
判
、

な
い
し
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
か
れ
は
、
自
分
の
人

間
仏
教
思
想
と
太
虚
の
人
生
仏
教
思
想
の
間
の
区
別
も
主
に
こ

の
点
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
何
度
も
強
調
し
て
い
る
。
印
順
は

中
国
の
伝
統
仏
教
の
修
行
方
式
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
﹁
信
・
智
・

悲
﹂
の
三
つ
を
兼
ね
備
え
た
現
代
の
菩
薩
行
の
実
践
方
式
を
提
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出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
長
い
時
間
を
か
け
て
中
国
社
会
に
順

応
し
た
中
国
の
伝
統
仏
教
の
実
践
方
式
を
全
面
的
に
否
定
す
る

こ
と
は
、
必
然
的
に
印
順
の
人
間
仏
教
理
論
を
導
き
出
す
こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
は
社
会
に
深
く
入
っ
て
い
く
実
践
の
方
途
を

欠
い
て
し
ま
う
が
た
め
に
理
想
化
へ
と
流
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
．
星
雲
と
人
間
仏
教
の
現
代
的
実
践

　

近
年
、
仏
光
山
人
間
仏
教
研
究
室
の
釈
満
義
は
台
湾
に
お
い

て
﹃
星
雲
モ
デ
ル
の
人
間
仏
教
﹄
と
い
う
著
作
を
出
版
し
、
人

間
仏
教
の
﹁
星
雲
モ
デ
ル
﹂
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
釈
満
義

は
そ
の
著
作
に
お
い
て
﹁
星
雲
モ
デ
ル
﹂
と
は
、
星
雲
が
独
自

に
提
唱
、
実
践
し
た
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
か
別
の
場
所
に
起
源

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
釈
迦
牟
尼
仏
と
星
雲
と
に
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
備
わ
る
人
間
的
性
格
に
起
源
が
あ
る
と
明
確
に
主
張

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
に
星
雲
の
説
話
を
引
用
す

る
。﹁
私
の
人
間
仏
教
の
思
想
は
、
実
は
私
の
本
来
の
性
格
で
あ

る
。
ま
だ
出
家
す
る
以
前
か
ら
、
私
は
、
人
に
善
を
な
し
、
善

か
ら
流
れ
る
よ
う
に
、
人
の
た
め
に
考
え
、
人
に
歓
喜
を
与
え
、

人
々
に
合
わ
せ
人
々
を
好
み
、
人
を
助
け
る
こ
と
を
楽
し
み
、

歓
喜
融
和
し
て
、
同
じ
体
の
よ
う
に
共
に
生
き
る
、
と
い
う
性

格
で
あ
っ
た
﹂。﹁
こ
の
思
想
と
理
念
は
、
機
会
あ
る
ご
と
に
徐
々

に
実
践
に
移
し
た
。
決
し
て
他
の
誰
か
か
ら
影
響
を
受
け
た
の

で
は
な
く
、
こ
れ
は
私
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
備
わ
っ
た
性

格
な
の
で
あ
るつ
﹂
と
。
つ
ま
り
、
星
雲
が
指
導
す
る
仏
光
山
僧

団
が
宣
揚
し
て
い
る
人
間
仏
教
思
想
と
は
、
そ
の
時
代
特
有
の

性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

若
き
よ
り
出
家
し
て
い
た
星
雲
は
、
太
虚
に
対
し
て
こ
れ
ま

で
ず
っ
と
敬
慕
と
崇
敬
の
念
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
。
か
れ
は

太
虚
の
人
間
仏
教
運
動
の
中
に
中
国
仏
教
復
興
の
希
望
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
星
雲
が
一
九
六
九
年
の
太
虚
八
〇

年
記
念
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

﹁
大
師
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
仰
ぎ
尊
び
、
ま
た
崇
拝
す
る

長
老
で
あ
り
、
大
師
の
人
格
と
徳
業
、
慈
心
と
悲
願
は
、
こ
れ

ま
で
ず
っ
と
私
が
心
か
ら
慕
い
、
学
び
た
い
と
願
う
も
の
で
あ

る
。
ま
だ
大
師
が
ご
健
在
の
頃
に
、
私
は
し
ば
し
ば
次
の
よ
う

な
青
年
僧
た
ち
の
声
を
耳
に
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。﹃
も
し

太
虚
が
私
に
火
坑
に
飛
び
降
り
ろ
と
求
め
る
な
ら
、
そ
の
理
由

を
問
わ
ず
に
、
私
は
必
ず
従
う
だ
ろ
う
﹄
と
﹂
と
。
こ
れ
を
み
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る
と
、
星
雲
と
当
時
の
志
の
あ
る
青
年
僧
は
、
積
極
的
に
太
虚

の
﹁
仏
教
革
命
﹂
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
自
覚
的
に
太
虚
の
仏

教
革
命
の
経
験
と
教
訓
を
吸
収
し
、
大
い
に
仏
教
改
革
活
動
を

展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
星
雲
は
後
に
回
想
し
て
こ
う

も
述
べ
て
い
る
。﹁
二
十
歳
の
年
に
、
私
は
仏
教
学
院
の
門
を
踏

み
、
不
安
定
で
仏
教
の
地
位
が
低
落
し
た
情
勢
の
時
代
に
身
を

置
き
、
社
会
の
種
々
の
危
難
を
目
の
当
た
り
に
し
、
衆
生
の
苦

し
み
の
叫
び
を
耳
に
し
た
。
私
も
多
く
の
血
気
盛
ん
な
青
年
僧

と
同
じ
く
、
仏
教
を
改
革
す
る
と
い
う
満
腔
の
志
を
抱
い
た
。

そ
れ
は
、
太
虚
の
教
産
・
教
義
・
教
理
の
﹃
革
命
﹄
を
借
り
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
自
身
の
地
盤
が
な
っ
た
た
め
に
、
成
功
を

目
前
に
し
て
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
私
と
同
門
の

僧
た
ち
は
、
喜
ん
で
南
京
の
華
蔵
寺
を
受
け
入
れ
、
新
し
い
生

活
の
規
約
を
取
り
決
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
叢
林
の
僧
団
の
道
風

を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
一
つ
の

経
文
・
懺
悔
の
道
場
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
失

敗
は
お
の
ず
と
想
像
で
き
る
。
こ
れ
が
私
の
生
涯
に
お
け
る
初

め
て
の
﹃
革
命
﹄
で
あ
っ
た
﹂
とて
。
ま
た
青
年
時
の
星
雲
は
、

太
虚
が
欧
米
を
歴
訪
し
、
積
極
的
に
中
国
仏
教
の
国
際
化
を
推

進
し
た
と
い
う
古
い
書
籍
や
雑
誌
を
目
に
し
、
非
常
に
感
激
し

て
奮
い
立
ち
、
無
意
識
の
内
に
仏
教
の
国
際
化
と
い
う
理
想
を

抱
い
て
い
た
。﹁
一
九
三
八
年
、
太
虚
は
遠
く
欧
米
に
赴
き
弘
法

し
た
。
そ
し
て
各
地
で
﹃
世
界
仏
学
院
﹄
や
﹃
仏
教
友
誼
会
﹄

を
提
唱
、
組
織
し
た
。
し
か
し
結
局
、
後
継
者
が
お
ら
ず
、
経

費
も
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
働
き
を
十
分
に
果
た
せ

な
か
っ
た
。
若
か
っ
た
私
が
新
聞
・
雑
誌
に
お
い
て
そ
の
事
実

を
知
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
す
で
に
歴
史
上
の
古
い
ニ
ュ
ー
ス
で

あ
る
と
は
い
え
、
な
お
心
に
比
類
の
な
い
痛
恨
の
念
を
引
き
起

こ
し
た
。﹃
仏
教
を
国
際
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹄
と
い
う
理

想
は
、
こ
れ
に
よ
り
脳
裏
に
深
く
刻
ま
れ
、
私
の
生
涯
の
闘
争

の
目
標
と
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂
とと
。
か
れ
は
招
き
に
応
じ
て
太

虚
が
創
刊
し
た
﹃
覚
群
週
報
﹄
の
主
編
を
務
め
た
が
、﹁
責
任
者

が
創
刊
者
で
あ
る
太
虚
の
本
意
に
基
づ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、

私
は
袖
を
振
っ
て
去
る
ほ
か
は
な
く
、
薄
給
に
へ
り
く
だ
る
こ

と
は
な
か
っ
たな
﹂。
後
に
、
星
雲
は
宜
蘭
︵
訳
者
注
：
台
湾
北
東
部
︶

に
渡
り
弘
法
し
て
い
る
が
、
太
虚
の
仏
教
革
命
の
精
神
は
ず
っ

と
か
れ
を
激
励
し
続
け
て
い
る
。
か
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。﹁
太
虚
が
仏
教
に
対
し
て
提
出
し
た
興
学
理
論
と
は
、
教
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産
革
命
・
教
制
革
命
・
教
理
革
命
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
最
初

に
敬
慕
す
る
と
こ
ろ
の
仏
教
復
興
の
不
二
法
門
と
な
っ
た
。
二

十
三
歳
の
時
に
、
台
湾
に
渡
っ
て
以
来
、
人
々
の
心
は
不
安
で
、

寄
る
辺
が
な
く
さ
ま
よ
う
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
正
し
く

信
じ
る
べ
き
仏
法
は
隠
れ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
順
を
追
っ
て

漸
進
的
に
仏
教
界
の
弘
法
の
方
途
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

仏
教
を
通
俗
化
・
大
衆
化
・
文
芸
化
・
生
活
化
さ
せ
て
、
衆
生

の
利
益
を
縦
横
に
拡
大
で
き
る
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

いに﹂
と
。

　

星
雲
の
著
作
に
お
い
て
、
最
も
多
く
提
示
さ
れ
る
名
前
は
﹁
太

虚
﹂
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
星
雲
が
若
い
頃
よ
り
、
自
覚

的
に
太
虚
の
新
し
い
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
は
当
時
、
僧
侶
制
度
の
改

革
の
分
野
に
多
く
見
受
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
か
れ
と
太
虚
の

新
し
い
仏
教
思
想
と
の
間
の
歴
史
的
つ
な
が
り
は
客
観
的
に
存

在
す
る
。
で
は
、
太
虚
の
学
生
時
代
の
後
輩
で
あ
り
、
ま
た
星

雲
よ
り
二
十
数
歳
年
上
で
あ
る
印
順
は
、
二
十
世
紀
の
四
〇
年

代
に
す
で
に
人
間
仏
教
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
か
れ
と
星

雲
と
の
間
に
も
歴
史
的
つ
な
が
り
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
印
順
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
大
陸
を
訪
問
し

て
い
た
星
雲
は
直
ち
に
福
厳
寺
に
弔
電
を
送
り
、
哀
悼
の
意
を

示
し
た
。
後
に
星
雲
は
追
悼
の
文
を
著
し
、
こ
の
現
代
中
国
仏

教
史
上
に
お
い
て
最
も
重
要
な
仏
学
家
を
称
え
た
。
星
雲
は
こ

の
文
章
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
出
家
し
て
六
十

数
年
の
生
涯
の
中
で
、
何
度
か
仏
教
界
の
先
輩
の
円
寂
に
遇
い
、

心
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
と
く
に
悲
し
み
に
耐
え
え
な
か

っ
た
最
初
の
人
は
太
虚
で
あ
る
。﹁
こ
の
た
め
に
、
二
日
間
食
事

が
で
き
ず
、
た
だ
天
地
が
暗
く
感
じ
ら
れ
た
。
憂
鬱
な
心
境
は

数
个
月
の
長
き
に
わ
た
っ
た
﹂。
後
に
法
航
が
太
虚
を
継
承
し
て

新
し
い
仏
教
の
中
心
的
指
導
者
に
な
る
だ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
た

も
の
の
、
か
れ
も
ま
た
久
し
か
ら
ず
し
て
逝
去
す
る
と
は
誰
が

知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。﹁
忽
ち
に
し
て
再
び
希
望
を
失
っ
て
し

ま
い
、
心
に
受
け
た
衝
撃
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
﹂。
そ
の

後
、
仏
教
界
の
大
徳
、
た
と
え
ば
慈
航
、
南
亭
、
東
初
、
法
尊
、

証
果
、
虚
雲
、
円
瑛
ら
の
逝
去
に
、
星
雲
は
世
の
中
の
無
常
を

嘆
い
た
。﹁
し
か
し
、
太
虚
、
法
航
法
師
の
円
寂
の
よ
う
に
私
を

感
傷
的
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
ら
は
仏
教

の
中
心
的
指
導
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
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そ
の
後
、
北
京
の
中
国
仏
教
協
会
の
趙
朴
初
会
長
が
亡
く
な
り
、

私
は
ま
た
﹃
人
天
眼
滅
﹄
と
嘆
じ
、
中
国
仏
教
の
悲
運
と
し
た
﹂。

い
ま
﹁
印
順
法
師
が
円
寂
な
さ
れ
た
。
私
は
ま
た
太
虚
、
法
航

法
師
が
往
生
な
さ
れ
た
と
き
と
同
様
の
悲
痛
な
心
境
を
抱
い
て

い
る
﹂
と
。
星
雲
は
特
に
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
印
順

が
か
れ
よ
り
二
十
数
歳
年
上
で
あ
り
、
前
後
し
て
長
年
仏
学
院

の
教
職
を
担
い
、
印
順
が
﹃
太
虚
全
書
﹄
を
編
纂
し
た
こ
と
は

﹁
さ
ら
に
自
分
に
敬
服
・
尊
敬
の
念
を
強
く
さ
せ
﹂、﹃
仏
教
概
論
﹄

の
出
版
後
は
、﹁
人
々
は
か
れ
の
原
始
仏
教
研
究
の
深
遠
さ
を
賛

嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
当
代
の
仏
学
の
権
威

た
る
に
恥
じ
な
い
﹂。
ま
た
印
順
の
著
作
は
陸
続
と
出
版
さ
れ
て

い
る
が
、
星
雲
は
﹁
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
も
の
は
な
い
。

私
は
心
よ
り
深
く
こ
の
仏
学
に
対
し
て
多
大
な
貢
献
の
あ
っ
た

長
者
に
敬
服
し
て
い
る
が
、
私
が
推
進
す
る
人
間
仏
教
は
全
て

か
れ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
いぬ
﹂
と
。

　

こ
の
星
雲
に
よ
る
印
順
へ
の
追
悼
文
か
ら
は
、
星
雲
が
太
虚

の
後
継
者
と
し
て
印
順
が
な
し
た
歴
史
的
貢
献
を
肯
定
し
て
い

た
こ
と
、
か
れ
は
印
順
に
﹁
心
よ
り
深
く
敬
服
﹂
し
、
長
年
、

印
順
の
著
作
を
熟
読
し
て
い
た
こ
と
、
か
れ
自
身
も
印
順
の
思

想
的
影
響
を
あ
る
程
度
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

同
時
に
、
星
雲
は
か
れ
が
人
間
仏
教
を
推
進
す
る
の
は
、
決
し

て
印
順
の
思
想
的
影
響
が
全
て
で
は
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
星
雲
の
人
間
仏
教
の
最
も
重
視
す
る
も
の
は
、
そ

の
僧
団
の
建
設
と
教
団
制
度
の
創
設
の
実
践
面
を
体
現
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
印
順
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

第
二
に
、
星
雲
の
人
間
仏
教
は
人
間
仏
教
の
実
践
的
性
格
を

強
調
し
、
さ
ら
に
仏
陀
の
人
間
社
会
に
お
け
る
教
化
の
現
代
化

と
世
界
化
と
い
う
多
元
的
な
社
会
実
践
に
ま
で
充
分
に
展
開
し

て
い
る
。
こ
の
点
も
印
順
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

第
三
に
、
星
雲
の
人
間
仏
教
の
理
念
は
宗
派
性
を
打
破
し
、

諸
宗
を
と
も
に
弘
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
仏
教

の
伝
統
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
中
国
に
伝
わ
っ

た
大
乗
仏
教
の
禅
・
浄
土
の
修
持
の
伝
統
を
継
承
し
、
宣
揚
す

る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
印
順
は
中
国
の
伝

統
的
な
仏
教
宗
派
、
お
よ
び
歴
史
上
、
盛
ん
で
あ
っ
た
多
く
の

仏
教
宗
派
に
対
し
て
、
批
判
的
あ
る
い
は
否
定
的
な
態
度
を
取

っ
て
い
る
。
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第
四
に
、
星
雲
の
人
間
仏
教
は
、
現
代
仏
教
事
業
の
展
開
、

さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
弘
教
方
法
と
弘
教
事
業
の
模
索
に
重
き
を

置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
印
順
は
た
だ
理
論
上
、
多
く
の
衆
生
を

利
益
す
る
弘
教
事
業
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

第
五
に
、
星
雲
の
人
間
仏
教
は
円
融
的
で
あ
り
、
理
に
か
な

う
こ
と
を
重
視
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
創
造
的
に
機
に
か
な
う

こ
と
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
印
順
の
人
間
仏
教

の
理
念
は
理
に
か
な
う
こ
と
、
特
に
原
始
仏
教
と
初
期
大
乗
仏

教
の
理
を
重
視
し
て
い
る
。

　

上
述
の
印
順
へ
の
追
悼
文
に
お
い
て
、
星
雲
は
特
に
趙
朴
初

の
逝
去
に
対
す
る
極
め
て
大
き
な
悲
し
み
に
言
及
し
て
お
り
、

趙
朴
初
の
よ
う
に
中
心
的
指
導
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、

実
に
得
難
い
と
考
え
て
い
る
。
事
実
、
趙
朴
初
は
太
虚
の
人
間

仏
教
の
忠
実
な
探
究
者
で
あ
り
、
大
陸
に
お
け
る
推
進
者
で
あ

っ
た
。
太
虚
は
逝
去
す
る
前
に
か
れ
に
会
い
、
出
版
し
て
間
も

な
い
著
作
﹃
人
生
仏
教
﹄
を
託
し
、
か
れ
が
人
生
仏
教
の
思
想

を
発
揚
で
き
る
よ
う
に
望
ん
で
い
るね
。
か
れ
は
太
虚
の
教
導
を

し
っ
か
り
記
憶
し
、
大
陸
の
改
革
開
放
以
降
、
大
陸
仏
教
界
を

導
き
、
太
虚
の
提
唱
し
た
人
間
仏
教
の
宣
揚
を
一
生
の
仕
事
と

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
星
雲
は
か
れ
と
太
虚
、
法
航
な
ら
び
に
印

順
と
を
同
等
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
の
現
代
人
間
仏
教
運
動
の

巨
人
と
の
間
に
深
い
歴
史
的
な
つ
な
が
り
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
の
で
あ
る
。

四
．
結
語

　

こ
こ
百
年
来
の
太
虚
、
印
順
、
星
雲
お
よ
び
趙
朴
初
ら
の
間

の
歴
史
的
つ
な
が
り
を
明
示
す
る
に
は
、
か
れ
ら
の
間
の
前
後

関
係
と
い
う
歴
史
的
な
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
必
ず
か
れ
ら
の

間
の
自
覚
的
な
継
承
・
発
展
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
百
年
来
の
中
国
の
人
間
仏
教
の
潮

流
を
顧
み
る
の
に
、
わ
た
し
た
ち
は
異
な
る
歴
史
的
段
階
の
前

後
関
係
と
い
う
歴
史
的
つ
な
が
り
を
完
全
に
無
視
し
た
り
、
軽

視
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歴

史
的
関
連
性
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
人
間
仏
教
が
こ
こ
百

年
来
最
も
意
義
の
あ
る
中
国
仏
教
復
興
の
潮
流
で
あ
り
、
未
来

の
中
国
仏
教
が
さ
ら
に
現
代
化
、
世
界
化
を
進
め
る
た
め
の
重

要
な
動
向
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
百
年
の
人
間
仏
教
の
回
顧
を
通
し
て
、
太
虚
が
中
華
民
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国
初
期
に
提
唱
し
た
人
生
仏
教
と
い
う
新
思
想
と
、
か
れ
が
推

進
し
た
仏
教
の
﹁
三
大
革
命
﹂
運
動
と
に
、
侮
っ
て
は
な
ら
な

い
重
要
な
歴
史
的
意
義
と
現
実
的
意
義
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
、
よ
り
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
印
順
と
星

雲
が
現
代
中
国
仏
教
復
興
運
動
に
お
い
て
果
た
し
た
重
要
な
歴

史
的
貢
献
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
太
虚
と
の
面

識
や
、
直
接
的
影
響
、
間
接
的
影
響
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、

多
く
の
太
虚
の
継
承
者
が
、
人
間
仏
教
運
動
の
現
代
化
と
国
際

化
に
果
た
し
た
多
く
の
歴
史
的
貢
献
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
印
順
、
星
雲
、
太
虚
、
こ
の
三
者
の

人
間
仏
教
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
区
別
し
よ
う
と
も
、
す
べ
て

太
虚
が
現
代
の
人
間
仏
教
の
思
想
と
そ
の
革
新
運
動
と
を
切
り

開
い
た
こ
と
、
ま
た
人
生
仏
教
と
い
う
現
代
の
人
間
仏
教
の
本

質
を
深
く
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
中
国
仏
教
文
化
復
興
運
動
の
最

も
重
要
な
歴
史
的
遺
産
で
あ
る
。

　

人
間
仏
教
の
創
始
者
は
間
違
い
な
く
釈
迦
牟
尼
仏
で
あ
る
。

﹃
海
潮
音
﹄﹁
人
間
仏
教
特
集
号
﹂
に
は
、﹁
人
間
仏
教
の
教
主
、

釈
迦
牟
尼
仏
﹂
の
立
場
が
非
常
に
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
印
順
は
﹃
阿
含
経
﹄
の
中
か
ら
人
間
仏
教
の
最
初
期
の
根

拠
を
見
出
し
、
ま
た
そ
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

星
雲
は
こ
こ
数
年
来
、
人
間
仏
教
の
創
始
者
は
、
太
虚
で
は
な

く
、
六
祖
慧
能
で
も
な
く
、
ま
し
て
そ
の
他
の
人
で
も
な
く
、

仏
祖
釈
迦
牟
尼
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
強
調
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
﹁
人
間
仏
教
﹂
と
い
う
概
念
が
釈
迦
牟
尼
仏
の

時
代
に
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。﹁
人
間
仏
教
﹂
と
は
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
釈

迦
牟
尼
仏
の
人
間
社
会
に
お
け
る
教
化
と
い
う
、
そ
の
思
想
的

側
面
と
、
人
間
社
会
を
浄
土
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
理
想
的

側
面
と
を
現
代
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人

間
仏
教
は
釈
迦
牟
尼
の
仏
教
に
由
来
す
る
が
、
一
種
の
社
会
文

化
運
動
な
ら
び
に
宗
教
振
興
運
動
と
し
て
、
近
代
の
太
虚
に
よ

り
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
の
大
醒
、
法
航
、
東
初
、

印
順
、
趙
朴
初
、
星
雲
、
竺
摩
、
覚
光
、
永
惺
、
聖
厳
、
証
厳

な
ど
の
国
内
外
の
高
僧
大
徳
た
ち
に
よ
っ
て
強
力
に
推
進
さ
れ
、

こ
こ
百
年
来
の
中
国
仏
教
復
興
運
動
の
主
要
な
趨
勢
の
一
つ
と

な
り
、
ま
た
現
代
の
世
界
的
宗
教
運
動
の
重
要
な
潮
流
の
一
つ

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
中
国
文
化
が
復
興
し
、
さ
ら
に
世
界
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に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
、
重
要
な
趨
勢
な
の
で
あ
り
、
顕
著

な
標
識
な
の
で
あ
る
。

注︵
１
︶
い
わ
ゆ
る
﹁
仏
教
革
命
の
三
大
主
張
﹂
と
は
、
太
虚
が
仁
山
と

一
九
一
二
年
に
仏
教
協
進
会
を
組
織
し
た
際
に
提
出
し
た
仏
教

改
革
の
目
標
で
あ
る
。
太
虚
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
私

は
仏
教
協
進
会
が
定
め
た
規
約
と
宣
言
に
つ
い
て
、
極
め
て
平

和
的
で
あ
る
が
、
あ
る
演
説
で
仏
教
に
対
し
て
三
つ
の
革
命
を

提
唱
し
た
。
一
つ
に
は
教
理
の
革
命
、
二
つ
に
は
教
制
の
革
命
、

三
つ
に
は
教
産
の
革
命
で
あ
る
。
第
一
に
教
理
の
革
命
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
﹃
仏
学
叢
報
﹄
で
は
反
対
が
多
か
っ
た
。
私
は

今
後
の
仏
教
は
現
世
の
問
題
に
多
く
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ

り
、
た
だ
死
後
の
問
題
だ
け
を
探
究
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
は
な

い
と
思
う
。
過
去
の
仏
教
は
帝
王
に
よ
っ
て
、
鬼
神
・
禍
福
を

用
い
て
愚
か
な
民
衆
を
作
り
だ
す
た
め
の
道
具
と
さ
れ
た
。
今

後
は
宇
宙
や
人
生
の
真
相
を
究
明
す
る
た
め
に
、
世
界
人
類
を

指
導
す
る
こ
と
で
前
向
き
に
発
展
し
進
歩
し
て
い
く
よ
う
に

［
教
理
を
］
用
い
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
仏
教
の

教
理
に
は
、
現
代
の
思
潮
の
底
流
に
合
致
す
る
新
し
い
形
態
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
死
に
執
着
す
る
者
は
医
学
に
よ
っ
て
病
状

を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
仏
教
の
組

織
に
つ
い
て
、
と
く
に
僧
制
は
改
善
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第

三
に
、
仏
教
の
寺
院
財
産
に
つ
い
て
、
十
方
の
僧
俗
の
共
有
財

産
に
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
方
の
相
続
は
、
剃
派
と

法
派
と
が
遺
産
を
継
承
す
る
私
有
独
占
の
悪
習
を
打
ち
破
っ

て
、
そ
れ
に
よ
り
有
徳
の
長
老
を
供
養
し
、
青
年
僧
侶
の
人
材

を
育
成
し
て
、
仏
教
の
各
種
教
務
の
働
き
を
振
興
す
る
必
要
が

あ
る
﹂
と
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
が
本
当
に
影
響
を
与
え
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
一
九
一
三
年
二
月
二
日
の
上
海
仏
教
界
と
そ

の
他
の
各
界
が
寄
禅
和
尚
を
追
悼
し
た
大
会
に
お
い
て
、
太
虚

が
正
式
に
提
出
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。﹃
太
虚
全
書
﹄
精

装
本
第
二
九
冊
︵
台
湾
善
導
寺
仏
経
流
通
処
印
行
、
一
九
九
八

年
︶、
七
七
頁
。

︵
２
︶
江
燦
騰
﹃
当
代
台
湾
人
間
仏
教
思
想
家
﹄︵
台
湾
新
文
豊
出
版

公
司
、
二
〇
〇
一
年
︶、
五
頁
。

︵
３
︶
印
順
﹃
華
雨
集
﹄︵
五
︶︵
台
湾
正
聞
出
版
社
、
一
九
九
三
年
︶、

九
九
-
一
〇
一
頁
。

︵
４
︶
印
順
﹃
華
雨
集
﹄︵
四
︶︵
台
湾
正
聞
出
版
社
、
一
九
九
三
年
︶、

五
頁
。

︵
５
︶
印
順
﹁
人
間
仏
教
緒
言
﹂︵﹃
妙
雲
集
・
仏
在
人
間
﹄
所
収
、
台

湾
正
聞
出
版
社
、
一
九
九
二
年
︶、
一
八
頁
。

︵
６
︶﹁﹃
人
間
仏
教
﹄
特
別
号
、
原
稿
募
集
の
お
知
ら
せ
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄

第
一
四
巻
、
第
七
期
、
一
九
三
三
年
七
月
︶、
三
頁
。

︵
７
︶
太
虚
﹁
ど
の
よ
う
に
人
間
仏
教
を
建
設
す
る
か
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄

第
一
五
巻
、
第
一
期
、
一
九
九
三
年
一
月
︶、
一
一
頁
。

︵
８
︶
太
虚
﹁
時
事
新
報
の
い
わ
ゆ
る
経
呪
救
国
を
論
ず
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄

第
一
三
巻
、
第
九
期
、
一
九
三
二
年
九
月
︶、
二
八
七
頁
。

︵
９
︶
太
虚
﹁
再
び
イ
ン
ド
の
仏
教
を
論
ず
る
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄
第
二
六
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巻
、
第
十
期
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
︶、
一
六
三
頁
。

︵
10
︶
太
虚
﹁
再
び
イ
ン
ド
の
仏
教
を
論
ず
る
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄
第
二
六

巻
、
第
十
期
︶、
一
六
一
頁
。

︵
11
︶
太
虚
﹁
再
び
イ
ン
ド
の
仏
教
を
論
ず
る
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄
第
二
六

巻
、
第
十
期
︶、
一
六
一
頁
。

︵
12
︶﹁﹃
人
間
仏
教
﹄
特
別
号
、
原
稿
募
集
の
お
知
ら
せ
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄

第
一
四
巻
、
第
七
期
︶、
三
頁
。

︵
13
︶
太
虚
﹁
人
生
仏
学
の
説
明
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄
第
九
巻
、
第
六
期
、

一
九
二
八
年
六
月
︶、
五
八
五
頁
。

︵
14
︶
大
醒
﹁
人
間
仏
教
特
集
号
あ
い
さ
つ
﹂︵﹃
海
潮
音
﹄
第
十
五
巻
、

第
一
期
︶、
九
頁
。

︵
15
︶
太
虚
の
現
代
仏
教
改
革
運
動
に
つ
い
て
い
え
ば
、
早
く
は
辛
亥

革
命
以
前
に
既
に
始
ま
っ
て
い
た
。
彼
は
一
九
四
〇
年
に
漢
蔵

教
理
院
の
夏
期
訓
練
班
に
お
い
て
﹁
私
の
仏
教
改
革
推
進
運
動

略
史
﹂
を
講
ず
る
中
で
提
示
し
て
い
る
が
、
宣
統
二
年
、
す
な

わ
ち
一
九
一
〇
年
に
は
、
彼
の
仏
教
革
新
思
想
を
自
覚
的
に
生

み
出
し
、﹁
あ
の
と
き
の
、
私
の
仏
教
の
改
革
推
進
に
つ
い
て

の
思
想
と
は
、
ど
の
よ
う
な
仏
教
の
真
理
に
基
づ
け
ば
、
現
代

の
国
家
と
社
会
に
適
応
し
、
衰
退
し
て
い
る
仏
教
を
復
興
さ
せ

ら
れ
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

︵
16
︶
印
順
﹁
イ
ン
ド
の
仏
教
自
序
﹂﹃
印
順
法
師
仏
学
著
作
集
﹄
Ｃ

Ｄ
版
を
参
照
。
台
湾
財
団
法
人
印
順
法
師
文
教
基
金
会
出
版
。

︵
17
︶
法
尊
﹁﹃
太
虚
大
師
仏
教
革
命
失
敗
史
﹄
を
読
ん
で
﹂︵﹃
法
尊

法
師
仏
学
論
文
集
﹄
所
収
、
中
国
仏
教
文
化
研
究
所
、
一
九
九

〇
年
︶、
二
八
四
頁
。
初
出
は
﹃
海
潮
音
﹄
第
一
九
巻
、
第
四

期
に
掲
載
。

︵
18
︶
満
義
﹃
星
雲
モ
デ
ル
の
人
間
仏
教
﹄、
十
三
頁
。

︵
19
︶
星
雲
﹃
往
事
百
語
─
老
二
哲
学
﹄︵
仏
光
山
宗
務
委
員
会
、
一

九
九
九
年
︶、
二
二
三
頁
。

︵
20
︶
星
雲
﹃
往
事
百
語
─
永
不
退
票
﹄︵
仏
光
山
宗
務
委
員
会
、
一

九
九
九
年
︶、
九
九
頁
。

︵
21
︶
星
雲
﹃
往
事
百
語
─
永
不
退
票
﹄、
四
八
頁
。

︵
22
︶
星
雲
﹃
往
事
百
語
─
老
二
哲
学
﹄、
四
五
─
四
六
頁
。

︵
23
︶
星
雲
﹁
尊
崇
す
べ
き
当
代
の
仏
学
泰
斗

─
印
順
法
師
を
偲
ん

で
﹂︵﹃
当
代
﹄
第
二
百
十
七
期
、
台
湾
、
二
〇
〇
五
年
九
月
︶、

一
三
二
─
一
三
五
頁
。

︵
24
︶
趙
朴
初
は
太
虚
の
逝
去
四
〇
周
年
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。﹁
師
が
亡
く
な
る
十
日
前
に
、
電
話
で
玉
仏
寺
に
呼

ば
れ
お
会
い
し
た
。
欣
然
と
し
て
何
事
も
な
い
様
子
で
、
著
書

の
﹃
人
生
仏
教
﹄
を
く
だ
さ
り
、
今
後
も
護
法
に
努
め
る
よ
う

励
ま
さ
れ
た
。
期
せ
ず
し
て
遂
に
こ
れ
が
永
遠
の
別
れ
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
﹂︵﹃
法
音
﹄
一
九
八
七
年
第
四
期
︶

︵
か　

け
ん
め
い
／
中
国
人
民
大
学
仏
教
・
宗
教
学
理
論
研
究
所
教
授
︶

︵
訳
・
ま
つ
も
り　

ひ
で
ゆ
き
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
︶

︵
本
稿
は
、
中
国
社
会
科
学
院
世
界
宗
教
研
究
所
発
行
﹃
世
界
宗
教
研
究
﹄

二
〇
〇
六
年
第
四
期
に
発
表
さ
れ
た
論
文
﹁
人
間
佛
教
的
百
年
回
顧
與

反
思
─
以
太
虚
、
印
順
和
星
雲
為
中
心
﹂
を
筆
者
の
了
解
を
得
て
翻
訳

し
た
も
の
で
す
︶


