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中
国
に
お
け
る
『
法
華
経
』
見
宝
塔
品
の
諸
解
釈

―
宝
塔
出
現
と
二
仏
並
坐
の
意
義
を
中
心
と
し
て
―

菅
　
野
　
博
　
史

第
一
節
　『
法
華
経
』
見
宝
塔
品
の
内
容

　
『
法
華
経
』
見
宝
塔
品
に
は
、
多
宝
塔
の
出
現
が
描
か
れ
1る

。
つ
ま
り
、
大
地
か
ら
宝
塔
が
涌
現
し
て
、
そ
の
塔
の
中
か
ら
多
宝
如
来
が
釈

尊
の
説
法
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
讃
え
る
。
こ
の
多
宝
如
来
の
塔
は
、『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
場
所
に
必
ず
出
現
す
る
と
い
う
多
宝
如
来
の

誓
願
に
よ
っ
て
、
今
出
現
し
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
一
座
の
大
衆
が
多
宝
如
来
を
拝
見
し
た
い
と
言
う
の
で
、
釈
尊
は
そ
の
不
可
欠
の
条
件

を
満
た
す
た
め
、
十
方
世
界
の
分
身
仏
を
集
め
る
。
釈
尊
が
塔
の
扉
を
開
け
る
と
、
多
宝
如
来
は
釈
尊
に
呼
び
か
け
て
半
座
を
譲
っ
て
坐
ら
せ

る
。
こ
れ
が
二
仏
並
坐
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
2る

。
大
衆
も
釈
尊
の
神
通
力
に
よ
っ
て
虚
空
に
昇
り
、
こ
の
後
は
空
中
で
説
法
が
行
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

以
下
、
物
語
の
展
開
に
沿
っ
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
品
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
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第
一
項　

宝
塔
の
出
現

　

見
宝
塔
品
の
冒
頭
に
は
、「
そ
の
と
き
、
仏
の
前
に
七
宝
で
で
き
た
塔
が
あ
っ
た
。
高
さ
が
五
百
由
旬
、
縦
横
二
百
五
十
由
旬
で
、
大
地
か

ら
涌
き
出
て
空
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
…
…
そ
の
と
き
、
宝
塔
の
中
か
ら
大
き
な
声
を
出
し
、
感
嘆
し
て
言
っ
た
、『
す
ば
ら
し
い
。
す
ば

ら
し
い
。
釈
迦
牟
尼
世
尊
は
、
平
等
で
偉
大
な
智
慧
、
菩
薩
を
教
え
る
法
で
仏
に
大
切
に
守
ら
れ
る
妙
法
華
経
を
大
勢
の
人
々
の
た
め
に
説
い

た
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
世
尊
の
説
く
こ
と
は
す
べ
て
真
実
で
あ
3る

』」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

引
用
文
で
は
省
略
し
た
が
、
仏
の
前
に
大
地
か
ら
出
現
し
た
宝
塔
の
様
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
宝
塔
は
さ
ま
ざ

ま
な
宝
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
、
五
千
の
手
す
り
が
あ
り
、
壁
面
に
作
ら
れ
た
部
屋
は
千
万
あ
る
。
無
数
の
は
た
ぼ
こ
で
飾
り
、
宝
石
で
で
き
た
装

身
具
を
垂
ら
し
、
万
億
の
宝
石
で
で
き
た
鈴
が
そ
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
。
タ
マ
ー
ラ
や
栴
檀
の
樹
の
香
を
四
方
に
出
し
て
世
界
に
く
ま
な
く

ひ
ろ
が
る
。
は
た
と
き
ぬ
が
さ
は
七
宝
で
作
ら
れ
、
高
く
そ
び
え
て
四
天
王
（
六
欲
天
の
第
一
）
の
宮
殿
に
達
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
三
十
三
天

（
六
欲
天
の
第
二
）
は
天
上
の
華
で
あ
る
曼
陀
羅
華
を
降
り
注
い
で
宝
塔
を
供
養
し
、
そ
の
他
の
神
々
や
龍
な
ど
の
八
部
衆
の
よ
う
な
人
間
で

な
い
も
の
や
、
人
間
な
ど
の
千
万
億
の
も
の
た
ち
が
華
・
香
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
で
宝
塔
を
供
養
・
尊
敬
・
尊
重
・
讃
歎
す
る
。
こ
の
よ
う

に
形
容
さ
れ
る
す
ば
ら
し
い
宝
塔
が
大
地
か
ら
涌
出
し
、
し
か
も
そ
の
中
か
ら
、
釈
尊
の
説
い
た
『
法
華
経
』
は
真
実
で
あ
る
と
い
う
大
き
な

声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
品
の
出
だ
し
と
し
て
興
味
津
々
た
る
も
の
が
あ
る
。

第
二
項　

多
宝
如
来
の
誓
願
―
『
法
華
経
』
の
証
明

　

宝
塔
の
出
現
と
い
う
不
思
議
な
現
象
を
体
験
し
た
も
の
た
ち
を
代
表
し
て
大
楽
説
菩
薩
が
、
釈
尊
に
宝
塔
の
出
現
の
理
由
を
質
問
す
る
。
釈

尊
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
東
方
の
は
る
か
か
な
た
の
宝
浄
と
い
う
国
に
多
宝
如
来
が
い
た
。
多
宝
が
成
仏
す
る
以
前
、
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き

に
、『
法
華
経
』
を
説
く
場
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
『
法
華
経
』
を
聞
く
た
め
に
、
自
分
の
仏
塔
が
出
現
し
て
、「
す
ば
ら
し
い
」
と
褒
め
讃

え
て
『
法
華
経
』
の
正
し
さ
を
証
明
し
よ
う
、
と
い
う
誓
願
を
立
て
た
。
そ
こ
で
、
多
宝
如
来
は
涅
槃
に
入
る
と
き
に
、
一
つ
の
大
き
な
仏
塔
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を
建
立
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
後
、
多
宝
如
来
の
誓
願
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
を
説
く
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
出
現
し
て
『
法
華
経
』

の
正
し
さ
を
証
明
し
て
き
た
。
今
の
現
象
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
多
宝
如
来
は
『
法
華
経
』
を
聞
く
た
め
に
、
こ
の
場
に
出
現
し
て
『
法
華
経
』

の
正
し
さ
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
多
宝
如
来
は
す
で
に
涅
槃
に
入
っ
た
過
去
仏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
多
宝
如
来
を
供
養
す
る
た
め
に
、
多
宝
塔
が

建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
項　

三
変
土
田
―
十
方
分
身
仏
の
来
集

　

大
楽
説
菩
薩
が
多
宝
如
来
を
拝
見
し
た
い
と
言
う
の
で
、
釈
尊
は
、
そ
の
た
め
に
は
多
宝
如
来
の
立
て
た
誓
願
を
満
た
す
と
い
う
条
件
を
ク

リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
答
え
る
。
そ
の
誓
願
と
は
、
多
宝
如
来
を
見
よ
う
と
す
る
仏
の
分
身
仏
（
釈
尊
の
身
体
か
ら
化
作
さ
れ
た
仏
で
、

十
方
世
界
で
説
法
し
て
い
る
と
さ
れ
る
）
を
す
べ
て
集
め
る
こ
と
で
あ
る
。
今
の
場
合
は
、
釈
尊
の
分
身
仏
を
十
方
世
界
か
ら
集
合
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
釈
尊
は
分
身
仏
を
集
合
さ
せ
る
た
め
に
、「
三
変
土
田
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
回
に
わ
た
っ
て
娑
婆
世
界
と

そ
の
周
辺
の
世
界
を
浄
化
す
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
眉
間
白
毫
相
か
ら
光
を
放
つ
と
、
東
方
の
五
百
万
億
那
由
他
恒
河
沙
と
い
う
膨
大
な
数
の

国
土
の
仏
た
ち
が
見
え
た
。
そ
こ
は
す
ば
ら
し
く
荘
厳
さ
れ
た
浄
土
で
、
仏
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
説
法
し
、
多
く
の
菩
薩
た
ち
も
衆
生
の
た
め
に

説
法
し
て
い
る
。
東
方
以
外
の
九
方
（
西
・
南
・
北
・
四
維
・
上
・
下
）
の
国
土
も
同
様
で
あ
っ
た
。
分
身
仏
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
土
の
菩

薩
た
ち
に
「
私
は
今
、
娑
婆
世
界
の
釈
尊
の
も
と
に
行
き
、
多
宝
如
来
の
宝
塔
を
供
養
し
よ
う
」
と
言
っ
た
。
そ
の
と
き
、
娑
婆
世
界
も
す
ば

ら
し
い
浄
土
と
な
り
、『
法
華
経
』
の
会
座
に
集
っ
た
も
の
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
神
々
・
人
々
を
他
土
に
移
し
変
え
た
。
こ
れ
が
第
一
の
国

土
の
浄
化
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
分
身
仏
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
菩
薩
を
侍
者
と
し
て
引
き
連
れ
て
娑
婆
世
界
に
や
っ
て
来
、
五
百
由
旬
の

高
さ
の
宝
樹
の
も
と
に
あ
る
五
由
旬
の
高
さ
の
師
子
座
の
上
に
結
跏
趺
坐
し
た
。
こ
の
よ
う
に
膨
大
な
数
の
分
身
仏
を
集
合
さ
せ
る
た
め
に
、

師
子
座
を
用
意
し
、
そ
れ
が
三
千
大
千
世
界
（
十
億
個
の
世
界
）
に
満
ち
満
ち
た
が
、
十
方
の
中
の
一
方
の
分
身
仏
の
用
に
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
、
釈
尊
は
改
め
て
四
方
・
四
維
の
八
方
に
お
い
て
二
百
万
億
那
由
他
の
国
土
を
浄
土
に
変
え
た
。
そ
れ
ら
は
一
仏
国
土
の
よ
う
に
ひ
と

続
き
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
二
の
国
土
の
浄
化
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
釈
尊
は
八
方
に
お
い
て
二
百
万
億
那
由
他
の
国
土
を
浄
土
に
変
え
、
そ
れ

ら
は
一
仏
国
土
の
よ
う
に
ひ
と
続
き
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
三
の
国
土
の
浄
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
浄
化
さ
れ
た
八
方
の
四
百
万
億
那

由
他
の
国
土
に
、
十
方
の
分
身
仏
た
ち
が
満
ち
満
ち
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
分
身
仏
た
ち
は
侍
者
を
派
遣
し
、
釈
尊
や
菩
薩
・
声
聞
の
弟
子

た
ち
に
挨
拶
を
さ
せ
、
宝
華
を
釈
尊
の
上
に
散
ら
せ
て
供
養
さ
せ
、
多
宝
如
来
の
宝
塔
を
開
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
さ
せ
た
。

　

以
上
が
三
変
土
田
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
釈
尊
の
分
身
仏
が
十
方
世
界
か
ら
集
合
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、

十
方
世
界
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
諸
仏
は
す
べ
て
釈
尊
の
身
体
か
ら
化
作
さ
れ
た
分
身
仏
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
仏
の
空
間
的
統
一

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
如
来
寿
量
品
の
久
遠
実
成
の
思
想
は
、
膨
大
な
過
去
仏
、
未
来
仏
を
釈
尊
一
仏
に
統
一
す
る
の
で
、
仏
の
時
間
的

統
一
と
言
え
る
。
方
便
品
の
一
仏
乗
の
思
想
は
、
教
え
の
統
一
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、『
法
華
経
』
は
仏
と
仏
の
教
え
を
統
一
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
、
大
き
な
特
色
を
持
っ
た
経
典
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
四
項　

釈
尊
と
多
宝
如
来
の
二
仏
並
坐

　

釈
尊
の
分
身
仏
を
集
合
さ
せ
る
と
い
う
条
件
が
調
っ
た
の
で
、
釈
尊
は
虚
空
に
昇
っ
た
。
四
衆
は
起
立
し
、
合
掌
し
て
、
一
心
に
釈
尊
を
仰

ぎ
見
る
。
釈
尊
は
右
手
の
指
で
多
宝
如
来
の
宝
塔
の
戸
を
開
け
る
と
、
大
き
な
音
が
し
、
そ
の
中
に
多
宝
如
来
が
師
子
座
に
坐
り
、
全
身
は
散

ら
ば
ら
ず
、
禅
定
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
姿
が
見
え
、
多
宝
如
来
が
「
す
ば
ら
し
い
。
す
ば
ら
し
い
。
釈
迦
牟
尼
仏
は
『
法
華
経
』
を
気
持
ち

よ
く
説
い
た
。
私
は
こ
の
教
を
聞
く
た
め
に
こ
こ
に
来
た
」
と
言
う
の
が
聞
こ
え
た
。

　

そ
の
と
き
、
四
衆
は
は
る
か
過
去
に
涅
槃
に
入
っ
た
多
宝
如
来
が
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
語
る
姿
を
見
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
す
ば
ら
し
い
こ

と
だ
と
感
嘆
し
、
多
宝
如
来
と
釈
尊
の
上
に
天
の
宝
華
を
散
ら
せ
た
。
そ
の
と
き
、
多
宝
如
来
は
宝
塔
の
中
で
、
半
座
を
釈
尊
に
与
え
よ
う
と

し
て
、「
釈
迦
牟
尼
仏
よ
。
こ
の
座
席
に
坐
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
た
。
釈
尊
は
宝
塔
に
入
り
、
そ
の
半
座
に
坐
っ
て
結
跏
趺
坐
し
た
。
こ
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れ
が
有
名
な
二
仏
並
坐
で
あ
る
。

　

こ
の
様
子
を
見
た
大
勢
の
も
の
た
ち
は
、
仏
は
高
く
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
、
私
た
ち
も
虚
空
に
昇
ら
せ
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
た
。

そ
こ
で
、
釈
尊
は
大
勢
の
も
の
た
ち
を
虚
空
に
置
き
、
大
き
な
声
で
四
衆
に
く
ま
な
く
「
誰
か
こ
の
娑
婆
世
界
で
『
法
華
経
』
を
敷
衍
し
て
説

く
こ
と
が
で
き
る
か
。
今
、
ち
ょ
う
ど
適
当
な
時
で
あ
る
。
如
来
は
遠
か
ら
ず
涅
槃
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
仏
は
こ
の
『
法
華
経
』
を
し
っ
か
り

と
付
嘱
さ
せ
た
い
」
と
告
げ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
宝
塔
品
の
最
後
は
、
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
釈
尊
が
涅
槃
に
入
っ
た
後
に
『
法
華
経
』
を
継
承
す
る
も
の
は
い
っ
た
い
誰
な

の
か
、
と
い
う
問
題
で
終
わ
っ
て
い
4る

。

第
二
節
　
中
国
法
華
経
疏
の
諸
解
釈

　

見
宝
塔
品
は
上
に
紹
介
し
た
よ
う
に
と
て
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
魅
力
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
多
宝
塔
の
出
現
、
三
変
土
田
と
分
身
諸
仏
の

集
合
、
二
仏
並
坐
な
ど
が
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
と
く
に
宝
塔
出
現
と
二
仏
並
坐
の
意
義
に
つ
い
て
、
中
国
の
法
華
経
注
釈
家

が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
を
以
下
紹
介
す
る
。

第
一
項　

道
生
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』

　

道
生
は
、
宝
塔
の
出
現
の
理
由
に
つ
い
て
、
見
宝
塔
品
の
注
釈
の
冒
頭
で
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　

塔
を
現
わ
す
理
由
は
、『
法
華
経
』
を
説
け
ば
、
道
理
と
し
て
き
っ
と
明
ら
か
で
正
当
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一

に
塔
に
よ
っ
て
証
明
し
、
第
二
に
（
多
宝
如
来
の
）
出
す
声
に
よ
っ
て
証
明
す
る
。
衆
生
は
（
塔
と
声
の
）
二
つ
の
事
が
ら
に
よ
っ
て
信

が
ま
す
ま
す
深
く
ま
で
達
す
る
。
ま
た
、
遠
く
（
如
来
寿
量
品
で
説
か
れ
る
）
究
極
の
果
を
表
わ
し
、
か
す
か
に
（
仏
身
の
）
常
住
を
現
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わ
す
。

　

所
以
現
塔
者
、
証
説
法
華
理
必
明
当
。
一
以
塔
証
、
二
以
所
出
声
証
。
物
因
二
事
、
信
弥
深
至
。
亦
遠
表
極
果
、
微
現
常
住
也
。（
大

日
本
続
蔵
経
﹇ZZ

﹈2B23-4, 408b11-13

）

と
。
つ
ま
り
、
宝
塔
の
出
現
と
多
宝
如
来
の
出
す
法
華
真
実
の
証
明
の
声
の
二
事
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
を
説
く
こ
と
が
正
当
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
第
二
の
多
宝
の
証
明
の
声
は
、
第
一
の
宝
塔
の
出
現
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

法
華
真
実
の
証
明
と
は
、『
法
華
経
』
の
開
三
顕
一
の
思
想
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
見
宝
塔
品
の
趣
旨
が
、
如
来
寿
量
品
の
所
説
で
あ

る
久
遠
釈
尊
の
「
極
果
」、「
常
住
」
を
、
遠
く
か
ら
（
見
宝
塔
品
と
如
来
寿
量
品
の
両
品
の
位
置
が
離
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
）、
ま
た
微
か

な
仕
方
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
見
宝
塔
品
が
、
開
三
顕
一
の
証
明
だ
け
で
な
く
、
如
来
寿
量
品
の
開
近
顕
遠
と

も
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
に
吉
蔵
の
解
釈
を
紹
介
す
る
と
き
に
、
再
び
触
れ
た
い
。

　

ま
た
、
経
文
の
「
爾
時
仏
前
有
七
宝
塔
…
…
至
従
地
踊
出
、
住
在
空
中
。」（T 9. 32b17-18

）
に
つ
い
て
、

　

そ
も
そ
も
人
の
心
は
道
理
に
暗
い
の
で
、
不
思
議
な
こ
と
に
よ
っ
て
信
を
も
た
ら
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

は
っ
き
り
と
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
宝
塔
を
現
ず
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
事
が
ら
に
よ
っ
て
意
義
を
表
わ
し
、
は
っ
き
り
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
三
乗
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
言
う
以
上
、
す
べ
て
の
衆
生
は
仏
で
な
い
も
の
は
な
く
、
み
な
涅
槃
で
あ
る
。

（
釈
尊
の
）
涅
槃
と
（
成
）
仏
は
、
一
生
の
間
（
の
事
が
ら
）
で
あ
る
。（
衆
生
と
仏
と
は
）
ど
う
し
て
相
違
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
煩

悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
は
、
塔
が
潜
在
し
、
下
方
の
大
地
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
衆
生
の
備
え
て
い
る
）
大
い
な
る

智
慧
の
持
ち
前
は
、
最
後
ま
で
覆
う
こ
と
は
で
き
ず
、
き
っ
と
突
出
す
る
の
は
、
塔
が
大
地
か
ら
涌
出
し
、
出
現
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
空
と
い
う
真
理
に
あ
る
の
は
、
塔
が
空
中
に
止
ま
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

夫
人
情
昧
理
、
不
能
不
以
神
奇
致
信
。
欲
因
茲
顕
証
、
故
現
宝
塔
。
以
事
表
義
、
使
顕
然
可
見
。
既
云
三
乗
是
一
、一
切
衆
生
莫
不
是
仏
。

亦
皆
泥　

。
泥
（　

）
与
仏
始
終
之
間
。
亦
奚
以
異
。
但
為
結
使
所
覆
、
如
塔
潜
在
、
或
下
為
地
所
隠
。
大
明
之
分
不
可
遂
蔽
、
必
従
挺
出
、
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如
塔
之
踊
地
、
不
能　

出
。
本
在
於
空
理
、
如
塔
住
於
空
中
。（ZZ2B23-4, 408b14-c2

）

と
あ
る
。
多
宝
塔
が
大
地
の
下
か
ら
涌
出
し
空
中
に
止
ま
る
こ
と
を
、
結
使
＝
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
大
明
の
分
（
大
い
な
る
智
慧
の
持
ち
前
）

は
本
来
、
空
の
真
理
に
止
ま
っ
て
お
り
、
つ
い
に
煩
悩
の
覆
い
か
ら
現
わ
れ
出
る
こ
と
を
た
と
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
宝
塔
の
出
現
を
衆
生

の
成
仏
を
示
す
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
次
に
引
用
す
る
「
衆
生
大
悟
之
分
、
皆
成
乎
仏
」
と
共
通
す
る
思
想
で
あ
る
。

　

二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
、

　
「
半
座
を
分
か
つ
」
に
つ
い
て
、
半
座
を
分
け
と
も
に
座
る
理
由
は
、（
仏
が
）
涅
槃
す
る
の
は
必
ず
し
も
涅
槃
す
る
の
で
は
な
く
、
存

在
す
る
の
は
必
ず
し
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。（
仏
の
）
存
在
と
涅
槃
の
相
違
は
、
衆
生
に
原
因
が
あ
る
。
聖
人
が
（
自
分
か
ら
）
そ

う
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
涅
槃
が
間
も
な
く
あ
る
と
い
う
相
を
示
す
の
で
あ
る
。
法
を
求
め
る
気
持
ち
を
切
実
に
す
る
。「
神
通
力
を

以
て
諸
大
衆
を
接
し
て
皆
な
虚
空
に
在お

く
」
と
は
、
こ
れ
﹇
衆
生
﹈
を
（
空
中
に
）
受
け
取
る
理
由
は
、
衆
生
に
大
い
な
る
悟
り
の
持
ち

前
が
あ
っ
て
み
な
成
仏
す
る
こ
と
を
明
か
そ
う
と
し
て
、
こ
の
相
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

　

分
半
座
、
所
以
分
半
座
共
坐
者
、
表
亡
不
必
亡
、
存
不
必
存
。
存
亡
之
異
、
出
自
群
品
。
豈
聖
然
耶
。
亦
示
泥　

不
久
相
也
。
使
企
法

情
切
矣
。
以
神
通
力
接
諸
大
衆
皆
在
虚
空
、
所
以
接
之
者
、
欲
明
衆
生
大
悟
之
分
皆
成
乎
仏
、
示
此
相
耳
。（ZZ2B23-4, 408c18-d4

）

と
あ
る
。
道
生
ら
し
い
簡
潔
な
表
現
で
あ
る
が
、
過
去
仏
の
多
宝
如
来
の
「
亡
」
も
固
定
的
な
亡
で
は
な
く
、
現
在
仏
の
釈
尊
の
「
存
」
も
固

定
的
な
存
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
仏
の
存
亡
の
あ
り
方
は
、
仏
の
自
分
か
ら
の
行
為
で
は
な
く
、
衆
生
の
あ
り
方
に
適
合
し
た
行
為
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
5る

。

第
二
項　

法
雲
『
法
華
義
記
』

　

法
雲
は
見
宝
塔
品
を
、
経
（『
法
華
経
』）
を
弘
通
す
る
人
を
求
め
る
品
と
規
定
し
て
い
る
。
宝
塔
が
出
現
し
て
塔
よ
り
声
を
出
す
こ
と
に
つ

い
て
は
、「
釈
迦
を
讃
歎
す
」（T 33. 661b9-10

）
と
注
釈
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
宝
塔
の
出
現
の
意
義
に
つ
い
て
、

　
　
　

今
、（
多
宝
如
来
の
）
応
（
現
）
は
真
実
の
応
（
現
）
で
は
な
い
と
い
い
、（
多
宝
如
来
の
）
滅
は
真
実
の
滅
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。

　
　
　

今
云
応
不
実
応
、
顕
滅
不
実
滅
也
。（T 33. 661c10-11

）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
多
宝
如
来
の
不
生
不
滅
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
、
釈
尊
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
次
の
引
用
文
は

釈
尊
の
不
生
不
滅
に
言
及
し
て
い
る
。

　

二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
、

　

多
宝
仏
が
釈
迦
と
一
緒
で
あ
る
と
言
う
理
由
は
、
滅
度
し
た
仏
﹇
多
宝
仏
﹈
が
座
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
意
は
釈
迦
は
生
じ
な
い

け
れ
ど
も
生
を
現
ず
る
こ
と
を
表
わ
す
。
釈
迦
と
多
宝
と
が
並
ん
で
座
る
理
由
は
、
こ
れ
は
（
釈
迦
の
）
双
樹
の
滅
が
真
実
の
滅
で
は
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

所
以
言
多
宝
仏
与
釈
迦
共
者
、
滅
度
仏
既
坐
、
此
意
表
釈
迦
不
生
而
現
生
。
釈
迦
与
多
宝
並
坐
者
、
此
明
双
樹
滅
非
実
滅
。（T 33. 

661c29-662a3

）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
の
誕
生
は
不
生
の
生
で
あ
り
、
涅
槃
は
真
の
涅
槃
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
の
不
生
不
滅
を
象
徴

す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
後
者
は
如
来
寿
量
品
の
「
方
便
現
涅
槃
」
の
思
想
と
同
じ
こ
と
を
説
い
た
も
の
て
あ
る
。

第
三
項　

吉
蔵

　

吉
蔵
は
、
見
宝
塔
品
の
意
義
に
つ
い
て
、『
法
華
玄
論
』、『
法
華
義
疏
』、『
法
華
遊
意
』、『
法
華
統
略
』
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
を
示
し

て
い
る
。
順
に
紹
介
す
る
。

　

㈠　
『
法
華
玄
論
』
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『
法
華
玄
論
』
は
全
体
が
六
章
よ
り
成
り
、
そ
の
第
二
章
「
大
意
」（
序
説
経
意
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
、『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
理
由
を
十
数

箇
条
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
如
来
の
身
方
便
・
身
真
実
を
説
く
た
め
に
『
法
華
経
』
を
説
く
と
い
う
箇
条
が
あ
り
、

見
宝
塔
品
に
関
連
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
身
方
便
・
身
真
実
の
定
義
に
つ
い
て
、
吉
蔵
は
、
法
身
（
本
身
）
を
真
実
身
と
し
、
迹
身
を
方
便
身
と
し
た
う
え
で
、
本
身
と
迹
身

の
二
身
に
四
種
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
に
、
生
滅
を
迹
身
と
し
、
無
生
滅
を
本
身
と
す
る
。
こ
こ
で
、
吉
蔵
は
、「
多
宝
の
よ

う
な
仏
は
滅
す
る
け
れ
ど
も
滅
せ
ず
、
釈
迦
は
生
ず
る
け
れ
ど
も
生
じ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（「
如
多
宝
雖
滅
不
滅
、
顕
釈
迦
雖
生
不
生
。」

T 34. 370a29-b1

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
多
宝
如
来
の
不
滅
と
釈
尊
の
不
生
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
道
生
の
い
う
釈
尊
の
不
生
不

滅
と
少
し
く
異
な
る
。
た
だ
し
、
吉
蔵
も
釈
尊
の
不
生
不
滅
を
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
の
『
法
華
義
疏
』
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
二
に
、
本
身
は
一
で
迹
身
は
多
と
す
る
。
第
三
に
、
一
仏
に
つ
い
て
、
そ
の
法
身
を
本
と
し
、
本
か
ら
垂
迹
し
た
も
の
を
迹
身
と
な
す
。
第

四
に
、
十
方
の
諸
仏
を
同
一
の
法
身
と
し
、
そ
の
法
身
か
ら
垂
迹
し
た
一
切
の
身
を
迹
身
と
す
る
。
こ
こ
で
、
吉
蔵
は
、「
多
宝
と
釈
迦
が
並

坐
す
る
の
は
、
十
方
の
諸
仏
は
同
一
の
法
身
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
そ
う
と
す
る
」（「
以
為
多
宝
与
釈
迦
並
坐
者
、
欲
表
十
方
諸
仏
同
一
法
身
。」

（370b8-9

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
道
生
、
法
雲
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
吉
蔵
は
、『
法
華
論
』
を
引
用
し
6て

、「
多

宝
如
来
は
涅
槃
に
入
っ
た
が
、
再
び
身
を
示
し
現
わ
し
た
。
こ
れ
は
、
自
身
と
他
身
の
仏
性
、
法
身
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
し
、
四
義
の

な
か
の
第
四
の
義
、
第
一
の
義
を
証
明
し
て
い
る
」（「
多
宝
如
來
已
入
涅
槃
、
復
示
現
身
。
此
顕
自
身
他
身
仏
性
法
身
平
等
、
証
四
義
中
第
四

義
及
第
一
義
也
。」370b14-16

）
と
述
べ
て
お
り
、
上
記
の
四
義
の
う
ち
第
一
義
と
第
四
義
を
『
法
華
論
』
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
て
い
る
。

　

次
に
、『
法
華
玄
論
』
の
六
章
の
う
ち
、
第
六
章
は
随
文
釈
義
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、
吉
蔵
は
『
法
華
経
』
の
主
要
な
品
の
重
要
テ
ー
マ
を

取
り
上
げ
て
解
釈
し
て
い
る
。
巻
第
九
に
は
、「
宝
塔
品
密
開
本
迹
義
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
見
宝
塔
品
に
関
連
す
る
い
く
つ

か
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。

　

吉
蔵
は
、
見
宝
塔
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
五
人
（
河
西
道
朗
、
劉
虬
、
道
生
、
僧
印
、
法
雲
）
の
説
を
紹
介
し
て
、
僧
印
（
四
三
五
―
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四
九
九
）
の
説
に
賛
成
し
て
、
宝
塔
品
は
前
段
の
乗
方
便
・
乗
真
実
（
開
三
顕
一
）
を
証
明
す
る
役
割
と
、
後
段
の
身
方
便
・
身
真
実
を
展
開

す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
7る

。
そ
し
て
、
見
宝
塔
品
か
ら
如
来
寿
量
品
ま
で
略
し
て
三
義
を
明
か
す
と
し
て
、
第
一
に
「
多

宝
の
滅
は
不
滅
で
あ
る
以
上
、
釈
迦
の
生
も
ま
た
生
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
不
生
不
滅
を
実
身
と
し
、
生
滅
を
方
便
（
身
）
と
す
る

こ
と
を
顕
わ
そ
う
と
し
て
、
身
の
方
便
の
門
を
開
き
、
身
の
真
実
の
意
義
を
顕
わ
す
」（「
明
多
宝
滅
既
不
滅
、
則
知
釈
迦
生
亦
非
生
。
欲
顕
不

生
不
滅
為
実
身
、
生
滅
為
方
便
、
則
開
身
方
便
門
、
顕
身
真
実
義
。」433c16-18

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
上
述
の
「
大
意
」
の
解
釈
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
滅
し
た
は
ず
の
過
去
仏
、
多
宝
如
来
が
『
法
華
経
』
の
会
座
に
出
現
す
る
こ
と
は
、
多
宝
如
来
が
不
滅
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
多
宝
如
来
の
滅
は
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
釈
尊
の
身
に
応
用
す
れ
ば
、
釈
尊
の
生
は
不
生
で
あ
り
、
釈
尊
の
滅
も
不

滅
と
な
8り

、
釈
尊
が
真
実
に
は
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
道
生
と
共
通
の
解
釈
で
あ
る
。

　

宝
塔
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
意
義
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
は
、
仏
の
出
現
や
涅
槃
は
衆
生
の
縁
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
教
化
の
主
体
者
が
（
姿
を
）
隠
す
か
顕
わ
す
か
は
、（
衆
生
の
）
縁
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
縁
が
（
仏
を
）

感
ず
れ
ば
（
仏
は
）
顕
わ
れ
、
縁
が
消
滅
す
れ
ば
隠
れ
る
」（「
表
能
化
隠
顕
適
縁
。
縁
感
則
顕
、
縁
謝
則
隠
。」434c13-14

）
と
あ
る
。
こ
の

点
は
道
生
と
共
通
の
解
釈
で
あ
る
。
第
二
に
は
、「
教
化
の
対
象
で
あ
る
衆
生
に
仏
性
、
涅
槃
が
も
と
も
と
あ
る
の
は
、
塔
が
地
下
に
あ
っ
て
、

地
を
裂
い
て
出
現
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
涅
槃
は
も
と
も
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
現
わ
れ
な
い
。
煩
悩
の
地
が

裂
け
て
そ
の
ま
ま
顕
現
す
る
。
道
生
の
説
の
通
り
で
あ
る
。」（「
所
化
衆
生
仏
性
涅
槃
本
自
有
之
、
如
塔
在
地
下
裂
地
而
出
。
涅
槃
本
有
、
煩
悩

覆
故
不
見
。
煩
悩
地
裂
、
則
便
顕
現
。
如
生
公
之
説
也
。」434c18-20

）
と
あ
る
。
吉
蔵
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
解
釈
は
上
述
の
道
生
の
説
と

類
似
し
て
い
る
。

　

二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
、「
多
宝
が
並
ん
で
座
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
方
の
諸
仏
如
来
が
同
じ
く
と
も
に
一
法
身
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
。」

（「
以
多
宝
並
坐
、
顕
十
方
諸
仏
如
来
同
共
一
法
身
。」434c27-28

）
と
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
巻
第
一
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
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㈡　
『
法
華
義
疏
』

　
『
法
華
義
疏
』
は
随
文
釈
義
の
注
釈
書
な
の
で
、
吉
蔵
は
見
宝
塔
品
の
全
体
に
つ
い
て
比
較
的
詳
し
い
注
釈
を
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨

は
『
法
華
玄
論
』
の
所
説
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
『
法
華
玄
論
』
と
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
が
、
や
や
詳
し
い

解
釈
が
見
ら
れ
る
の
で
紹
介
す
る
。

　

二
仏
が
同
じ
く
座
る
理
由
は
、
ま
さ
し
く
多
宝
に
よ
っ
て
釈
迦
を
顕
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
多
宝
の
滅
は
不
滅
で
あ
る
以
上
、
不

滅
で
あ
る
け
れ
ど
も
滅
を
示
す
。
釈
迦
が
双
林
で
涅
槃
に
入
る
と
唱
え
る
の
も
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
宝
の
滅
が
不
滅
で
あ

る
以
上
、
不
滅
で
あ
る
け
れ
ど
も
滅
を
示
す
と
は
、
釈
迦
が
不
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
生
で
あ
り
、
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
不
生
で
あ
る
こ
と

を
顕
わ
す
。
多
宝
の
出
現
に
よ
っ
て
、
釈
迦
が
真
実
に
は
生
滅
が
な
く
、
方
便
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
こ
と
を
顕
わ
そ
う
と
す
る
の
で
、
釈

迦
に
と
も
に
座
る
よ
う
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
多
宝
に
よ
っ
て
釈
迦
を
顕
わ
そ
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
釈
迦
の
教
え
を
受
け
る
人
が
、

釈
迦
に
は
真
実
に
生
滅
が
あ
る
と
執
著
す
る
の
で
、
多
宝
を
挙
げ
て
釈
迦
を
顕
わ
し
、
釈
迦
の
生
滅
に
執
著
す
る
病
を
破
す
の
で
あ
る
。

　

所
以
二
仏
同
坐
者
、
正
欲
以
多
宝
顕
釈
迦
也
。
多
宝
滅
既
不
滅
、
不
滅
示
滅
。
釈
迦
双
林
唱
滅
、
義
亦
同
然
。
又
多
宝
滅
既
不
滅
、
不

滅
示
滅
、
即
顕
釈
迦
不
生
而
生
、
生
而
不
生
。
以
多
宝
出
現
、
欲
顕
釈
迦
実
無
生
滅
、
方
便
生
滅
、
故
要
釈
迦
共
坐
也
。
所
以
多
宝
欲
顕

釈
迦
者
、
正
為
稟
釈
迦
教
人
、
執
釈
迦
実
有
生
滅
、
故
挙
多
宝
以
顕
釈
迦
、
破
執
釈
迦
生
滅
病
也
。（T 34. 590c7-14

）

　

上
に
も
述
べ
た
が
、
多
宝
如
来
の
出
現
は
滅
の
不
滅
（
過
去
に
滅
度
し
た
多
宝
如
来
が
再
び
出
現
す
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
が
、
見
方
を
変

え
れ
ば
、
も
と
も
と
不
滅
で
あ
る
多
宝
如
来
が
過
去
に
滅
度
す
る
姿
を
示
し
た
こ
と
に
な
り
、
多
宝
如
来
の
不
滅
の
滅
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
釈
迦
が
生
滅
す
る
存
在
で
あ
る
と
執
著
す
る
病
を
治
療
す
る
た
め
に
、
多
宝
如
来
の
出
現
、
お
よ
び
二
仏
並
坐
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
病
の
対
治
と
い
う
視
点
は
新
し
い
。
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㈢　
『
法
華
遊
意
』

　
『
法
華
遊
意
』
に
は
、
仏
身
に
対
す
る
正
し
い
三
種
の
見
方
を
説
く
な
か
で
、
第
二
に
法
身
に
は
生
滅
が
な
く
、
応
身
の
応
現
す
る
作
用
に

は
生
滅
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
見
宝
塔
品
に
言
及
し
て
い
る
。

　
（
宝
）
塔
を
開
い
て
（
二
仏
が
）
並
ん
で
座
り
、
生
と
滅
と
が
互
い
に
明
ら
か
に
な
る
。
多
宝
の
滅
が
不
滅
で
あ
る
以
上
、
釈
迦
は
生

じ
る
け
れ
ど
も
不
生
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。不
生
不
滅
を
法
身
と
名
づ
け
、
方
便
に
よ
っ
て
涅
槃
に
入
る
と
唱
え
る
こ
と
を
（
応

身
の
）
応
現
す
る
作
用
と
呼
ぶ
。

　

開
塔
並
坐
、
生
滅
互
顕
。
多
宝
滅
既
不
滅
、
則
顕
釈
迦
雖
生
不
生
。
不
生
不
滅
名
為
法
身
、
方
便
唱
滅
称
為
応
用
。（T 34. 

636a11-13

）

と
。
内
容
的
に
は
、『
法
華
玄
論
』
と
同
様
で
あ
る
。

　

㈣　
『
法
華
統
略
』

　
『
法
華
統
略
』
に
は
、
見
宝
塔
品
の
意
義
を
説
く
な
か
の
一
つ
で
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
見
宝
塔
品
は
、
ま
さ
し
く
『
法
華
経
』
の
仏
が
無
常
で
あ
る
と
執
著
す
る
者
を
破
す
。
仏
は
未
来
に
、
こ
の
経
は
仏
が
生
滅
無

常
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
と
思
う
人
が
い
る
の
を
見
る
の
で
、
多
宝
如
来
は
涌
現
し
て
、
法
身
は
不
生
滅
で
あ
る
の
で
常
住
で
あ
る
こ

と
を
明
か
す
。

　

又
見
塔
品
、
正
破
執
法
華
経
仏
是
無
常
者
。
以
仏
見
未
来
有
人
、
謂
此
経
明
仏
是
生
滅
無
常
、
是
故
多
宝
踊
現
、
明
法
身
不
生
滅
故
常

住
也
。（
菅
野
博
史
校
注
『
法
華
統
略
』
下
﹇
二
〇
〇
〇
年
、
大
蔵
出
版
﹈、p. 758 ℓℓ. 14-15

）

と
。
こ
れ
は
、『
法
華
義
疏
』
と
同
じ
く
、『
法
華
経
』
の
仏
の
生
滅
無
常
を
執
著
す
る
者
を
破
す
た
め
に
、
多
宝
如
来
が
出
現
す
る
と
い
う
内

容
で
あ
る
。
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ま
た
、
宝
塔
の
出
現
に
つ
い
て
、

　

多
宝
如
来
が
出
現
す
る
理
由
は
、
釈
迦
仏
の
法
身
仏
は
不
生
滅
で
あ
り
、
方
便
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
こ
と
を
開
示
す
る
た
め
に
、「
仏
」

と
掲
げ
る
の
で
あ
る
。

　

多
宝
所
以
現
者
、
為
開
釈
迦
仏
法
身
仏
不
生
滅
、
方
便
生
滅
、
故
標
仏
也
。（
前
掲
同
書
、p. 761 l.9

）

と
あ
る
。「
釈
迦
仏
法
身
仏
」
は
、
釈
尊
の
体
現
し
て
い
る
本
地
が
法
身
で
あ
り
、
そ
の
法
身
が
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で

あ
る
。
特
に
新
し
い
解
釈
で
は
な
い
。

　

次
に
二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
、

　

二
仏
が
と
も
に
座
る
の
を
解
釈
す
る
。
多
宝
如
来
が
塔
を
閉
じ
て
声
を
出
せ
ば
、
塔
を
閉
じ
て
（
仏
の
）
常
住
を
明
か
す
。
塔
を
開
い

て
声
を
出
す
の
で
、
塔
を
開
い
て
（
仏
の
）
常
住
を
明
か
せ
ば
、
多
宝
如
来
の
常
住
の
意
義
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
多
宝
如
来
の
常
住
を

明
か
す
理
由
は
、
釈
迦
を
顕
わ
す
こ
と
に
意
図
が
あ
る
の
で
、
釈
迦
に
座
席
に
着
く
よ
う
に
求
め
る
。
さ
ら
に
、
多
宝
如
来
が
声
を
出
す

の
は
、
多
宝
如
来
が
不
滅
で
あ
る
の
で
、
毘
盧
舎
那
と
な
る
。
多
宝
如
来
が
空
に
昇
る
の
は
、
常
寂
滅
光
土
に
住
す
。
釈
迦
は
不
滅
で
、

ま
た
毘
盧
舎
那
に
な
り
、
空
に
昇
っ
て
常
寂
光
土
に
住
す
る
。
今
古
の
二
仏
﹇
釈
迦
と
多
宝
﹈
が
そ
う
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
仏
も
同

様
で
あ
る
。

　

釈
二
仏
共
坐
。
多
宝
閉
塔
出
声
、
則
閉
塔
明
常
。
開
塔
出
声
、
故
開
塔
明
常
、
則
多
宝
常
義
已
顕
。
所
以
顕
多
宝
常
者
、
意
在
顕
於
釈
迦
、

故
要
之
就
座
。
又
多
宝
出
声
、
是
多
宝
不
滅
、
則
成
毘
盧
舎
那
。
多
宝
昇
空
者
、
住
常
寂
滅
光
土
。
釈
迦
不
滅
、
亦
成
毘
盧
舎
那
、
昇
空
、

亦
住
常
寂
光
土
。
今
古
二
仏
既
爾
、
一
切
諸
仏
類
然
。（
前
掲
同
書
、p. 768 ℓℓ. 5-8

）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
多
宝
如
来
と
釈
尊
の
不
滅
常
住
を
言
い
、
さ
ら
に
、
毘
盧
舎
那
法
身
仏
と
法
身
仏
の
住
処
で
あ
る
常
寂
光
土
に
も
言
及

し
て
い
て
、
興
味
深
9い

。
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第
四
項　

智
顗
・
灌
頂
『
法
華
文
句
』

　
『
法
華
文
句
』
は
吉
蔵
の
『
法
華
玄
論
』、『
法
華
義
疏
』
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
10た
の
で
、
最
後
に
紹
介
す
る
。

　
『
法
華
文
句
』
も
、
吉
蔵
と
同
様
に
、
見
宝
塔
品
を
証
前
起
後
の
役
割
を
持
つ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

塔
の
出
現
（
の
意
義
）
に
二
つ
あ
る
。
第
一
に
（
多
宝
如
来
が
）
音
声
を
発
し
て
前
（
の
説
）
を
証
明
す
る
。（
第
二
に
）
塔
を
開
い

て
後
（
の
説
）
を
起
こ
す
。
前
（
の
説
）
を
証
明
す
る
と
は
、
三
周
説
法
が
す
べ
て
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…

後
（
の
説
）
を
起
こ
す
と
は
、
も
し
塔
を
開
こ
う
と
す
れ
ば
、
分
身
仏
を
集
め
て
奥
深
い
義
理
を
明
か
し
て
付
嘱
し
、
本
弟
子
を
召
し
出

し
て
、（
久
遠
の
釈
尊
の
）
寿
量
を
論
ず
る
。

　

塔
出
為
両
。
一
発
音
声
以
証
前
。
開
塔
以
起
後
。
証
前
者
、
証
三
周
説
法
皆
是
真
実
。
…
…
起
後
者
、
若
欲
開
塔
、
須
集
分
身
明
玄
付
嘱
、

声
徹
下
方
、
召
本
弟
子
、
論
於
寿
量
。（T 34. 113a26-b10

）

と
。
そ
し
て
、
引
用
文
の
「
真
実
」
に
つ
い
て
、『
中
論
』
の
八
不
を
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
点
が
新
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
塔
が
地
よ

り
涌
出
す
る
の
は
「
不
滅
」
を
示
し
、
座
を
分
け
て
と
も
に
坐
す
る
の
は
「
不
生
」
を
示
し
、
釈
迦
が
半
座
に
坐
す
る
の
は
「
不
出
」
を
示
す

な
ど
と
あ
11る
。

　

二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
、
見
宝
塔
品
の
品
題
の
観
心
釈
に
お
い
て
、

　

観
心
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
、
経
に
よ
っ
て
観
を
修
し
、
法
身
と
相
応
し
て
、
境
と
智
が
必
ず
合
致
す
る
の
は
、
塔
が
現
わ
れ
て
経
を

証
明
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
境
と
智
が
合
致
す
る
以
上
、
大
い
な
る
報
が
円
満
と
な
る
の
は
、
釈
迦
と
多
宝
が
同
じ
く
一
座
に
座
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
大
い
な
る
報
が
円
か
で
あ
る
の
で
、
機
に
し
た
が
っ
て
応
現
す
る
の
は
、
分
身
仏
が
み
な
集
ま
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　

観
心
解
者
、
依
経
修
観
、
与
法
身
相
応
、
境
智
必
会
、
如
塔
来
証
経
。
境
智
既
会
、
則
大
報
円
満
、
如
釈
迦
与
多
宝
同
坐
一
座
。
以
大

報
円
故
、
随
機
出
応
、
如
分
身
皆
集
。（113b26-c1

）
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と
述
べ
、
境
と
智
と
が
合
致
し
て
円
満
な
る
大
果
報
が
実
現
す
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
。

第
三
節
　
結
び

　

宝
塔
の
出
現
の
意
義
は
、
第
一
に
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
法
華
真
実
の
証
明
で
あ
る
の
で
、
見
宝
塔
品
以
前
の
『
法
華
経
』
の

所
説
（
開
三
顕
一
や
乗
方
便
・
乗
真
実
な
ど
の
教
え
）
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
蔵
は
、
道
朗
・
劉
虬
・
道
生
は
起
後
の
み
を
説
き
、
法

雲
は
証
前
の
み
を
説
く
と
批
判
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
道
生
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
証
前
・
起
後
を
と
も
に
説
い
て
い
る
と
思
う
。
証
前

は
特
に
取
り
上
げ
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
自
明
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
見
宝
塔
品
の
内
容
（
特
に
二
仏
並
坐
）
を
、
後
段
の
如
来
寿
量
品
の
所
説
（
開
近
顕
遠
、
久
遠
実
成
な
ど
の
教
え
）
と
関
連
づ
け

て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
多
く
の
注
釈
家
が
指
摘
し
て
い
る
。

　

道
生
は
簡
潔
な
が
ら
も
、
後
に
吉
蔵
が
や
や
詳
し
く
展
開
し
て
い
る
解
釈
を
す
で
に
示
し
て
い
た
。
法
雲
は
あ
ま
り
見
宝
塔
品
に
対
す
る
注

釈
に
熱
心
で
な
か
っ
た
。『
法
華
文
句
』
は
『
中
論
』
の
八
不
や
境
智
に
よ
る
解
釈
が
他
の
注
釈
と
相
違
し
て
い
る
点
で
新
し
い
も
の
が
あ
つ
た
。

﹇
付
記
﹈
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
﹇
基
盤
研
究
C
一
九
五
二
〇
〇
五
五
﹈
に
よ
る
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

1　

横
超
慧
日
氏
は
、
多
宝
塔
の
思
想
の
起
源
を
、
遺
教
護
持
者
と
し
て
の
摩
訶
迦
葉
の
説
話
に
求
め
て
い
る
。『
法
華
思
想
の
研
究
』（
一
九
七
五
年
、
平

楽
寺
書
店
）「
多
宝
塔
思
想
の
起
源
」（
五
七
│
六
七
頁
）
を
参
照
。

　
　

勝
呂
信
静
氏
は
、
多
宝
塔
の
出
現
に
つ
い
て
、「
多
宝
塔
出
現
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
学
者
の
間
で
種
々
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
塔
崇
拝
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と
経
（
法
）
崇
拝
と
を
止
揚
統
一
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
両
者
が
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
統
一
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
い
え
ば
塔
崇
拝
は
、
仏
滅
後
ほ
ど
な
く
し
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
経
典
（
法
）
崇
拝
は
『
般
若
経
』

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
興
起
後
に
有
力
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
塔
崇
拝
の
方
が
先
行
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、『
法
華
経
』

の
思
想
は
塔
崇
拝
を
土
台
に
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
塔
崇
拝
そ
の
も
の
の
中
に
経
典
崇
拝
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
宝
塔
の
存
在
は
、『
法
華
経
』
の
思
想
は
塔
崇
拝
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
を
示
す
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」（『
法
華
経
の
成
立
と
思
想
』
一
三
九
頁
、
一
九
九
三
年
、
大
東
出
版
社
）
と
、
興
味
深
い
考
察
を
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
筆
者
は
、
塔
（
舎
利
）
崇
拝
に
対
し
て
新
し
い
経
崇
拝
を
持
ち
出
す
こ
と
自
体
、
伝
統
的
な
塔
（
舎
利
）
崇
拝
に
一
定
の
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、

塔
崇
拝
か
ら
経
崇
拝
へ
の
移
行
を
狙
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
い
と
思
う
。

2　

二
仏
並
坐
に
つ
い
て
は
、
勝
呂
信
静
氏
は
、「
二
仏
の
並
坐
は
、
現
在
仏
の
釈
尊
（
応
身
）
を
中
心
に
し
て
、『
塔
崇
拝
』（
過
去
仏
。
多
宝
如
来
。
報
身
）

と
『
経
典
崇
拝
』（
未
来
へ
の
経
典
流
布
。
法
身
）
が
統
一
さ
れ
、
こ
の
統
一
を
と
お
し
て
仏
陀
の
永
遠
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
、
そ
し
て
こ
れ
は
寿
量
品
に
お
い
て
久
遠
実
成
の
本
仏
の
教
え
と
し
て
開
顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
前
掲
同
書
、
一
四
一
頁
）、「
つ

ぎ
に
釈
迦
仏
は
空
中
に
昇
り
、
宝
塔
の
中
に
入
っ
て
多
宝
如
来
と
並
坐
さ
れ
る
。
こ
れ
は
過
去
仏
と
現
在
仏
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の

よ
う
な
形
で
現
在
と
過
去
が
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
諸
仏
の
統
一
を
媒
介
に
し
て
過
去
諸
仏
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
」（
前

掲
同
書
、
二
八
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
過
去
仏
の
多
宝
如
来
と
現
在
仏
の
釈
尊
の
二
仏
の
並
坐
は
、
如
来
寿
量
品
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
過
去
諸
仏
の
統

一
の
意
義
を
示
唆
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
見
宝
塔
品
は
過
去
諸
仏
の
統
一
を
説
く
の
に
対
し
、
如
来
寿
量
品
は
過
去
諸
仏
の
統
一
ば

か
り
で
な
く
、
未
来
諸
仏
の
統
一
も
説
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
で
、
そ
の
点
で
見
宝
塔
品
は
如
来
寿
量
品
の
内
容
を
一
部
先
取
り
し
た
も
の
と
考
え
る
。

拙
著
『
法
華
経
入
門
』（
二
〇
〇
一
年
、
岩
波
書
店
）
一
七
一
│
一
七
四
頁
に
お
い
て
、
諸
仏
の
空
間
的
統
一
・
時
間
的
統
一
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

3　
「
爾
時
仏
前
有
七
宝
塔
。
高
五
百
由
旬
。
縦
広
二
百
五
十
由
旬
。
従
地
踊
出
住
在
空
中
。
…
…
爾
時
宝
塔
中
出
大
音
声
歎
言
、
善
哉
善
哉
。
釈
迦
牟
尼
世
尊
。

能
以
平
等
大
慧
教
菩
薩
法
仏
所
護
念
妙
法
華
経
為
大
衆
説
。
如
是
如
是
。
釈
迦
牟
尼
世
尊
如
所
説
者
、
皆
是
真
実
。」（T 9. 32b17-c2

）
を
参
照
。

4　

こ
の
後
に
続
く
偈
に
お
い
て
は
、
釈
尊
滅
後
の
『
法
華
経
』
の
弘
経
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

5　

道
生
は
、
衆
生
の
機
が
、
聖
人
（
仏
）
の
行
為
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
拙
論
「
中
国
仏
教
初
期
の
機
と
感
応
思
想
に
つ
い
て
―
道
生
・

僧
亮
を
中
心
と
し
て
―
」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
一
九
、
三
三
―
五
一
頁
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
を
参
照
。

6　
『
法
華
論
』
巻
下
、「
遠
離
穢
者
、
示
現
一
切
諸
仏
国
土
平
等
清
浄
故
。
多
宝
者
、
示
現
一
切
諸
仏
国
土
同
実
性
故
。」（T 26. 9c16-18

）
を
参
照
。

7　

T 34. 433c14-25

を
参
照
。
吉
蔵
は
、
道
生
の
説
を
起
後
の
み
を
指
摘
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
証
前
も
説
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

8　

釈
尊
の
滅
（
涅
槃
）
が
不
滅
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
の
引
用
文
に
は
出
な
い
が
、
後
に
紹
介
す
る
『
法
華
義
疏
』
に
出
る
。
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9　

吉
蔵
は
、
一
切
衆
生
も
毘
盧
舎
那
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
今
日
大
衆
亦
成
毘
盧
舎
那
、
同
住
真
如
土
。
故
接
之
昇
空
。
若
爾
者
、
則
一
切

仏
及
一
切
衆
生
同
栖
一
土
也
。」（
菅
野
博
史
校
注
『
法
華
統
略
』
下
、p. 768 ℓℓ. 11-12

）
を
参
照
。

10　

平
井
俊
榮
『
法
華
文
句
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』（
一
九
八
五
年
、
春
秋
社
）
を
参
照
。

11　
『
法
華
文
句
』
巻
第
八
下
（T 34. 113b1-4

）
を
参
照
。


