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は
じ
め
に

韓
国
仏
教
に
関
す
る
論
文
は
、
鎌
田
茂
雄
氏
の『

朝
鮮
仏
教
史

（

１）』

を
始
め
と
し
て
歴
史
的
に
扱
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
韓
国

に
存
在
す
る
仏
教
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
は
意
外
と
少
な

く
、
管
見
の
範
囲
で
は
前
田
惠
學
氏
の「

韓
国
仏
教
の
特
質

（

２）」

と
金

龍
煥
氏
の「

韓
国
仏
教
の
特
質
と
現
状

（

３）」

が
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
数

少
な
い
論
考
の
一
つ
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
平
成
十
五
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
九
日
に
か
け
て
、

韓
国
の
仏
教
寺
院
を
訪
問
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
韓
国
の
仏
教
界

に
お
い
て
最
大
の
集
団
が
曹
渓
宗

（

４）

で
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
、
こ
の

曹
渓
宗
に
所
属
す
る
寺
院
の
み
で
は
あ
っ
た
が
、そ
れ
ら
の
寺
院
は
、

寺
域
内
に
禅
院
と
呼
ば
れ
る
座
禅
の
専
門
道
場
を
持
ち
、
伝
統
的
な

禅
の
修
行
に
打
ち
込
ん
で
い
た
。
僅
か
六
日
間
の
短
い
調
査
期
間
で

は
あ
っ
た
が
、
幾
つ
か
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
本
論

で
は
簡
潔
に
、
知
り
得
た
範
囲
内
の
韓
国
仏
教
の
坐
禅
の
現
状
に
つ

い
て
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

韓
国
仏
教
の
宗
派

韓
国
仏
教
に
は
二
十
八
の
宗
派
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。
も
っ

と
も
大
き
な
集
団
が
ソ
ウ
ル
に
拠
点
を
置
く
曹
渓
宗
で
あ
る
。
曹
渓

宗
は
現
在
の
韓
国
を
代
表
す
る
宗
派
で
あ
り
、
全
国
に
二
千
箇
所
の

寺
院
、
一
万
五
千
人
の
僧
尼
を
抱
え
る
。
韓
国
仏
教
の
宗
派
は
一
面

で
は
日
本
の
宗
派
に
相
当
す
る
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
良
い
。但
し
、

韓
国
仏
教
現
状
調
査

─
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各
集
団
が
組
織
す
る
連
合
が
存
在
す
る
の
で
、
日
本
の
よ
う
な
排
他

的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
曹
渓
宗
の
他
に
、
妻
帯
を
し
在
家
主
義

を
標
榜
す
る
太
古
宗
な
ど
も
存
在
す
る
。
今
回
の
調
査
で
訪
れ
た
と

こ
ろ
は
全
て
曹
渓
宗
の
寺
院
で
あ
り
、
場
所
も
全
羅
南
道
、
慶
尚
北

道
、
慶
尚
南
道
と
多
岐
に
な
っ
た
。
以
下
、
訪
れ
た
順
に
記
し
て
い

き
た
い
。
な
お
、
韓
国
で
は
僧
侶
の
敬
称
と
し
て「

ス
ニ
ム」

が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
慣
習
に
従
い
、
僧
侶
を
ス
ニ
ム
と

表
記
す
る
。

二

雙
渓
寺

場
所
：
全
羅
南
道
智
異
山

調
査
協
力
僧
：
講
主

通
光
ス
ニ
ム

教
務
長

智
門
ス
ニ
ム

調
査
日
：
平
成
十
五
年
八
月
二
十
四
日

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
雙
渓
寺
の
講
主
で
あ
る
道
光
ス
ニ
ム
お
よ
び
教

務
長
の
智
門
ス
ニ
ム
を
情
報
提
供
者
に
、
全
南
大
学
の
李
中
約
先
生

を
立
会
人
、
通
訳
と
し
て
同
大
学
曺
潤
鍋
先
生（

以
降
、
通
訳
を
全

て
お
願
い
し
た）

が
当
た
っ
た
。
さ
ら
にG

y
a
n
a
R
a
tn
a

氏
、
東
北

福
祉
大
学
助
教
授
斉
藤
仙
邦
先
生
、及
び
小
生
の
合
計
七
人
を
交
え
、

座
談
の
形
式
で
行
わ
れ
た
。

ま
ず
道
光
ス
ニ
ム
よ
り
現
在
の
曹
渓
宗
僧
侶
の
資
格
に
関
す
る
話

が
あ
っ
た
。
曹
渓
宗
に
お
い
て
出
家
す
る
に
は
、
高
卒
以
上
で
な
け

れ
ば
沙
彌
に
な
れ
な
い
と
の
原
則
が
あ
る
そ
う
だ
。
実
際
に
は
十
五

歳
以
上
と
い
う
条
件
な
の
だ
が
、
実
質
、
高
卒
で
な
け
れ
ば
沙
彌
に

な
れ
な
い
と
の
こ
と
で
、
僧
侶
の
方
は
少
な
く
と
も
高
校
ま
で
の
世

俗
教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
沙
彌
に
な
る
前
に
行

者
の
期
間
が
あ
り
、
六
カ
月
間
、
行
者
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
時
、
ま
ず
最
初
の
試
験
が
あ
り（

試
験
五
級）

、
合
格
し
て
初
め

て
沙
彌
に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
沙
彌
に
な
っ
て
講
院

に
四
年
以
上
入
る
か
、
あ
る
い
は
東
国
大
学（

仏
教
学
科
ま
た
は
イ

ン
ド
哲
学
科
ま
た
は
禅
学
科）

を
卒
業
す
る
か
、
あ
る
い
は
禅
院
に

四
年
以
上
入
る
か
し
な
け
れ
ば
比
丘
ま
た
は
比
丘
尼
に
な
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
試
験
四
級
の
比
丘
ま
た
は
比
丘
尼
に

な
る
そ
う
だ
。
現
在
、
出
家
者
の
基
準
を
厳
し
く
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
一
つ
の
特
徴
を
見
て
と
れ
、
途
中
で
断
念
す
る
人
も
少
な
く
な
い

と
い
う
。
ま
た
最
近
で
は
、
出
家
に
関
す
る
年
齢
の
制
限
も
設
け
ら

れ
、
四
十
歳
が
上
限
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

沙
彌
の
試
験
は
、
曹
渓
宗
の
教
育
院
と
い
う
機
関
が
主
管
し
、
問
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題
を
作
成
す
る
。
ま
た
大
卒
で
出
家
希
望
者
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の

人
々
を
集
め
て
講
義
を
行
い
、
後
に
試
験
を
す
る
そ
う
だ
。

比
丘
を
十
年
経
過
し
た
後
に
は
、
三
級
試
験
を
受
験
す
る
資
格
を

得
ら
れ
る
。
但
し
、
そ
の
十
年
間
に
幾
つ
か
の
条
件
が
必
要
と
さ
れ

る
。
ま
ず
三
年
間
禅
院
で
禅
の
修
行
を
し
、
か
つ
二
年
以
上
大
学
院

ク
ラ
ス
の
教
育
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
大
学
院
ク
ラ

ス
の
教
育
と
い
う
の
は
、
寺
院
に
設
置
さ
れ
た
機
関
に
お
い
て
も
可

能
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
分
野
を
問
わ
ず
博
士
号
を
取
得
し
た
場
合

に
は
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
た
者
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
。

三
級
試
験
に
合
格
し
た
後
に
は
、
小
さ
な
寺
院
の
住
持
ま
た
は
本

寺
の
幹
部
僧
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
三
級
僧
侶
で
、
受
戒

後
十
五
年
を
経
た
者
は
曹
渓
宗
の
総
務
院（

日
本
で
い
う
宗
務
院）

の
幹
部
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、
出
家
者
の
平
均
年
齢
は
三
十
四
～
五
歳
で
あ
り
、
一
年
間

に
出
家
す
る
方
の
人
数
は
数
百
人
だ
そ
う
だ
。

次
に
禅
房
の
概
要
を
説
明
し
て
い
た
だ
く
。
禅
房
と
は
座
禅
を
実

習
す
る
こ
と
を
専
門
に
す
る
道
場
を
指
す
。
禅
院
と
の
呼
称
も
用
い

ら
れ
る
。
禅
房
で
の
生
活
に
は
規
律
が
存
在
し
、
座
禅
の
時
間
が
必

要
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
日
に
八
、
十
、
十
二
、
十
四
時

間
と
四
タ
イ
プ
に
別
れ
る
と
い
う
。
ど
れ
だ
け
の
時
間
を
座
禅
に
費

や
す
か
は
、
禅
院
を
持
つ
寺
院
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
お
り
、
雙
渓
寺

は
十
時
間
を
宛
て
る
。
実
際
の
実
習
の
仕
方
は
、
一
年
の
う
ち
、
安

居
の
三
カ
月
間
に
実
習
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
年
一
回

の
安
居
を
四
年
間
続
け
れ
ば
、
四
年
間
禅
院
を
経
験
し
た
こ
と
と
し

て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
無
門
関
の
習
慣（

中
国
仏
教
界
で
い
う
閉

関
の
こ
と）

も
存
在
し
、
入
関
し
た
ら
一
歩
も
外
に
出
な
い
と
い
う

よ
う
な
修
行
の
形
態
も
存
在
す
る
。
三
年
が
期
間
で
、
ほ
と
ん
ど
監

獄
の
独
房
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
比
丘
の
み
で
あ
る
が
、
希
望

者
も
多
い
と
い
う
。
し
か
し
、
無
門
関
の
で
き
る
禅
院
は
韓
国
国
内

に
三
箇
所
と
少
な
く
、
入
れ
る
人
数
も
少
な
い
。
出
る
人
が
い
な
け

れ
ば
入
れ
な
い
と
い
う
状
況
だ
そ
う
だ
。
ま
た
、
無
門
関
を
修
了
し

た
か
ら
と
い
っ
て
も
尊
敬
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
よ

う
な
状
況
な
の
で
、
個
人
的
に
山
に
入
り
庵
を
作
っ
て
修
行
す
る
人

も
多
い
。
禅
房
に
入
っ
て
い
る
人
は
朝
三
時
に
起
床
し
座
禅
に
入
る

が
、
そ
れ
以
外
の
人
々
は
自
由
に
座
る
こ
と
が
多
い
。
自
ら
の
勉
学

に
努
め
る
僧
侶
も
多
い
。

次
に
実
際
の
瞑
想
の
内
容
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。
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禅
房
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
看
話
禅
で
あ
る
と
い
う
。
看
話
禅
は

考
案
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
考
察
す
る
禅
の
こ
と
で
あ
る
。
入
息
出

息
観
や
数
息
観
を
実
習
す
る
人
は
少
な
い（

と
い
う
よ
り
は
ほ
と
ん

ど
無
い）

。
座
禅
の
目
標
は
見
性
成
仏
で
あ
り
、
い
ま
だ
主
客
に
別
れ

な
い
以
前
の
本
来
の
自
己
を
見
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
主
客

二
分
か
ら
集
中
し
て「
一
念」

に
な
る
時
、
そ
れ
が
見
性
で
あ
る
と

い
う
。

「

見
性
成
仏」

が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
伝
統
的
な
禅
宗

の
常
套
句
で
あ
り
、
具
体
的
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
看
話
禅

は
話
頭
禅
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
話
頭（

話
の
頭
、
す
な
わ
ち
発

話
時
の
最
初
の
心
の
揺
ら
ぎ
の
よ
う
な
も
の）

を
観
察
す
る
こ
と
と

も
い
わ
れ
、
未
分
の
本
来
の
無
念
を
捕
ま
え
る
こ
と
と
も
考
え
ら
れ

る
。
看
話
禅
の
悟
境
を
別
の
言
葉
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は「

境
智
冥
合」

で
あ
る
と
の
答
え
が
返
っ

て
き
た
。
こ
れ
が
見
性
の
世
界
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ

ち
ら
が
認
識
さ
れ
て
い
る
対
象
も
認
識
し
て
い
る
意
識
も
そ
の
両
者

が
働
き
を
止
め
て
い
る「

境
識
倶
泯」

の
境
地
と
一
致
す
る
の
か
と

質
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
う
で
は
な
い
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

「

定

慧
双
修」

が
理
念
と
し
て
存
在
す
る
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
的
な
個
我
を

求
め
る
の
で
は
な
い
と
の
返
事
も
な
さ
れ
た
。
結
局
、
心
を
観
察
し

主
客
未
分
の
世
界
を
直
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
い
た
が
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
が
今
ひ
と
つ

捕
ま
え
切
れ
な
か
っ
た
。

「

主
客
未
分」

と
い
う
至
極
一
般
的
な
言
葉

で
語
ら
れ
、
自
ら
の
言
葉
で
語
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
点
は
若
干
、

残
念
で
あ
っ
た
。

な
お
、
通
光
ス
ニ
ム
は
講
説
が
専
門
の
僧
侶
で
あ
り
、
座
禅
は
主

で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
概
説
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い

た
と
い
う
こ
と
で
、
満
足
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

三

国
師
庵

場
所
：
国
師
庵

調
査
協
力
僧
：
仏
潭
暁
慶
ス
ニ
ム（

四
十
六
歳）

調
査
日
：
平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日

国
師
庵
は
雙
渓
寺
に
所
属
す
る
庵
で
あ
り
、
か
つ
て
此
処
か
ら
国

師
が
出
た
こ
と
に
因
み
、
国
師
庵
と
呼
ば
れ
る
。
暁
慶
ス
ニ
ム
は
二

年
前
に
無
門
関
を
修
了
し
た
僧
で
あ
り
、
禅
房
に
お
け
る
生
活
を
中

心
に
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

韓
国
国
内
に
は
三
箇
所
無
門
関
が
行
え
る
禅
院
が
存
在
し
、
暁
慶

ス
ニ
ム
は
ペ
ク
タ
ム
サ
の
禅
房
に
入
り
二
年
半
修
行
し
、
二
〇
〇
一



韓
国
仏
教
現
状
調
査（

蓑
輪）

─ ─123

年
に
出
行
し
た
と
い
う
。
無
門
関
へ
の
入
行
の
資
格
は
比
丘
に
な
っ

て
か
ら
十
年
以
上
、
自
分
で
瞑
想
上
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
思
わ

れ
る
人
の
み
で
あ
る
。
無
門
関
が
実
習
で
き
る
禅
院
は
国
内
に
三
箇

所
し
か
な
い
の
で
、
実
際
に
入
行
で
き
る
僧
侶
は
全
体
の
一
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
で
あ
る
と
い
う
。
希
望
が
あ
っ
て
も
な
か
な
か
入
れ
な
い

と
い
う
の
が
実
状
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
希
望
し
て
も
、
自
分
で
問

題
を
解
決
で
き
る
人
の
み
と
い
う
暗
黙
の
了
解
か
ら
、
一
般
に
周
り

の
人
が「

こ
の
人
は
入
る
に
ふ
さ
わ
し
い
境
地
に
あ
る」

と
認
め
な

け
れ
ば
入
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

無
門
関
を
行
う
禅
房
の
部
屋
は
、
天
井
は
高
い
が
狭
い
と
い
う
。

入
り
口
の
左
側
に
シ
ャ
ワ
ー
と
ト
イ
レ
、
奥
に
窓
を
備
え
た
一
部
屋

が
あ
る
だ
け
の
質
素
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
部
屋
に
は
数
冊
の
本

を
持
ち
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
。
食
事
は
一
日
に
二
回
、
禅
院

の
賄
い
で
自
ら
が
作
る
こ
と
は
な
い
。
毎
日
の
日
程
は
、
朝
六
時
に

お
粥
の
朝
食
、
十
一
時
に
昼
食
、
但
し
賄
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
お

弁
当
の
よ
う
な
感
じ
と
い
う
。
食
器
は
自
分
で
洗
っ
て
返
却
す
る
。

こ
れ
以
外
の
時
間
は
瞑
想
に
費
や
す
時
間
で
あ
り
、
自
主
的
に
過
ご

す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
行
慶
ス
ニ
ム
は
、
修
行
の
間
、
い
つ
の
ま

に
か
独
り
言
を
言
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

無
門
関
に
入
行
中
、
三
年
間
は
一
切
部
屋
の
外
に
出
て
は
い
け
な

い
と
い
う
規
定
で
は
な
い
ら
し
い
。
実
際
に
は
最
初
の
三
カ
月
間
は

部
屋
の
外
に
出
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
三
カ
月
間
は

部
屋
の
外
に
出
て
、
禅
院
の
中
を
散
策
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

中
に
は
、
全
く
籠
も
り
っ
ぱ
な
し
の
人
も
居
る
そ
う
だ
。
暁
慶
ス
ニ

ム
は
体
が
弱
る
の
を
恐
れ
、
毎
日
、
部
屋
の
中
で
ヨ
ー
ガ
を
一
時
間

く
ら
い
実
習
し
た
そ
う
だ
。

入
行
中
に
は
看
話
禅
を
実
践
す
る
と
い
う
。
因
み
に
無
門
関
に
入

行
し
た
人
の
語
録
と
か
日
記
と
か
指
南
書
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
な

い
ら
し
く
、
ま
っ
た
く
自
ら
工
夫
し
実
践
す
る
の
み
だ
そ
う
だ
。
ま

た
、
三
カ
月
が
過
ぎ
れ
ば
部
屋
の
外
に
出
ら
れ
る
の
で
、
人
と
話
を

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
な
お
、
禅
房
の
部
屋
で
は
隣
の
人
の
生

活
の
物
音
が
聞
こ
え
る
の
で
、そ
れ
が
非
常
に
気
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

暁
慶
ス
ニ
ム
は
二
年
半
の
修
行
の
後
、
何
と
な
く「

力
を
得
た」

と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
。
入
行
者
の
中
に
は
、
瞑

想
以
外
に
何
か
別
の
目
的
を
持
っ
て
入
る
人
も
あ
る
そ
う
だ
。

四

実
相
寺

場
所
：
全
羅
北
道
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調
査
協
力
僧
：
道
法
ス
ニ
ム（

五
十
五
歳）

調
査
日
時
：
平
成
十
五
年
八
月
二
十
五
日（

深
夜）

国
師
庵
よ
り
李
先
生
の
車
に
揺
ら
れ
る
こ
と
四
時
間
近
く
、
よ
う

や
く
辿
り
着
い
た
実
相
寺
に
お
い
て
、深
夜
に
か
け
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
行
っ
た
。

道
法
ス
ニ
ム
は
現
在
、
社
会
福
祉
活
動
に
尽
力
し
て
い
る
方
で
、

韓
国
国
内
で
も
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
ス
ニ
ム
は
現
在
の
看
話
禅
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
大
変
に
批
判
的
な
立
場
に

立
っ
て
お
ら
れ
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
話
さ
れ
た
。
今
、
現

在
の
韓
国
仏
教
界
は
、
資
本
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
欲
望

を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
に
努
め
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い

う
。
禅
に
批
判
的
で
あ
る
の
は
、
①
私
た
ち
が
禅
を
誤
解
し
て
理
解

し
て
い
る
か
ら
、
②
仏
教
あ
る
い
は
禅
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
る
か

ら
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
質
問
に
対
し
、
こ

ち
ら
が
逆
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
が
、

過
去
の
仏
教
が
す
べ
て
に
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
で
あ
る
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
か
、
仏
教
が
問
題
と
し
て
設
定
し
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
が
現
在
の
社
会
で
は
起
き
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
者
達
は

新
た
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
今
、
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の

が
実
状
で
は
な
い
か
と
答
え
た
。
こ
の
よ
う
に
先
方
の
質
問
に
も
答

え
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
進
め
ら
れ
た
。

な
お
、
ス
ニ
ム
は
、
韓
国
の
禅
は
韓
国
的
に
な
っ
て
い
て
イ
ン
ド

的
な
理
解
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
識
を
抱
い
て
お
ら
れ

た
。
ま
た
、
個
の
内
面
性
と
社
会
と
の
関
連
性
を
抜
き
に
せ
ず
一
体

の
も
の
と
考
え
る
の
が
仏
法
の
縁
起
の
世
界
で
は
な
い
か
、
ま
た
、

そ
の
両
者
に
境
界
線
を
引
い
て
い
る
の
が
韓
国
の
仏
教
の
問
題
点
で

は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
た
。
修
行
に
対
す
る
理
解
も
こ
の
よ
う
な

方
向
性
で
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
私
た
ち
の
希
望
す
る
方
向

に
も
っ
て
行
く
の
が
修
行
で
あ
る
、
外
の
世
界
と
内
の
世
界
は
一
体

の
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
を
強
調
な
さ
れ
て
い
た
。

他
者
の
苦
し
み
に
無
関
心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
仏
法
の

述
べ
る
慈
悲
、と
り
わ
け
悲
の
精
神
に
敏
感
な
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
。

さ
て
、
座
禅
の
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
意
見

を
述
べ
ら
れ
た
。

座
禅
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
化
し
て
い
て
、
そ
の
意
味
と
そ
れ
を

通
じ
て
何
を
す
べ
き
な
の
か
を
忘
れ
て
い
る
と
の
強
い
危
惧
感
が
表

明
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
印
度
仏
教
か
ら
の
伝
統
を
考
え
れ
ば
慈
悲
や

中
道
の
実
践
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
忘
れ
ら
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れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
韓
国
の
仏
教
者
た
ち

は
韓
国
の
看
話
禅
は
哲
学
的
で
あ
る
は
ず
な
の
に
そ
れ
を
求
め
て
は

い
な
い
、
ま
た
何
か
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
捉
え
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
、
最
近
で
は
、
印
度
か
ら
流
入
し
たsa

m
a
th
a

や

v
ip
a
ssa

n
a

な
ど
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
集
中
し
す
ぎ
て
、
本
来
の
目
的

を
忘
れ
て
い
る
。

（

こ
れ
は
、
数
年
前
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
修
行
に
行
っ

た
韓
国
僧
が
帰
国
後
、
上
座
仏
教
の
瞑
想
を
紹
介
し
、
今
、
少
し
ず

つ
広
ま
り
つ
つ
あ
る
と
の
風
聞
を
得
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
関
す
る

批
判
で
あ
ろ
う
。）

さ
て
、
実
相
寺
の
場
合
に
は
、
看
話
禅
の
実
習
を
す
る
僧
が
十
人

ほ
ど
周
辺
山
間
部
の
庵
に
こ
も
り
、
行
を
続
け
て
い
る
そ
う
だ
。
ま

た
華
厳
の
思
想
を
学
ぶ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
ん
で
い
る
僧
が
十
二
人
ほ

ど
居
る
と
い
う
。
学
解
の
僧
と
実
践
の
僧
と
二
種
類
に
分
か
れ
、
運

営
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。ま
た
、住
職
の
社
会
活
動
の
一
環
と
し
て
帰

農
運
動
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、有
機
農
法
を
進
め
る
意
味
も
あ
っ

て
、昔
な
が
ら
の
人
糞
や
家
畜
糞
な
ど
を
利
用
し
た
農
業
の
実
践
指
導

を
し
た
り
学
校
の
問
題
児
を
受
け
入
れ
た
り
と
、積
極
的
に
社
会
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
た
。

（

次
の
日
の
早
朝
、
ま
だ
年
端
も
い
か
な
い
小

学
生
く
ら
い
の
子
を
見
か
け
た
の
で
、受
け
入
れ
た
児
童
で
あ
ろ
う
。）

な
お
、
興
味
深
い
話
と
し
て
、
現
在
、
韓
国
で
は
印
度
の
ヨ
ー
ガ

的
な
修
行
法
及
び
上
座
仏
教
の
瞑
想
修
行
法
で
あ
るv

ip
a
ssa

n
a

も

市
民
権
を
得
つ
つ
あ
り
、
伝
統
的
僧
伽
の
側
で
も
、
そ
れ
ら
を
学
ぶ

人
た
ち
か
ら
の
批
判
を
乗
り
越
え
る
べ
く
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
、
住
職
は
、
確
か
に
現
代
的
な
問
題
に
積
極
的
に
関
わ

り
、「

生
命
共
同
体
を
復
活
さ
せ
る
こ
と」「

仏
教
的
な
生
き
方
を
社

会
的
な
生
き
方
に
変
換
さ
せ
る
こ
と」（

あ
ま
り
に
も
今
ま
で
の
韓
国

仏
教
が
個
人
的
な
内
面
の
問
題
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か）

を
目
標
に
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
宗
教
観
の
対

話
に
も
積
極
的
な
意
見
を
述
べ
て
お
り
、対
話
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
対
話
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
お
互
い
の
宗
教
に
対
す

る
健
全
な
理
解
が
ま
ず
前
提
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
ら
れ
た
。

な
お
、
韓
国
の
看
話
禅
で
は『

金
剛
経』

が
重
視
さ
れ
、
無
我
が

強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。

「

同
体
大
悲」

の
理
念
に
基
づ
い

て
行
動
す
る
の
が
修
行
で
あ
る
と
の
意
見
も
述
べ
ら
れ
、
現
在
に
看

話
禅
が
復
活
す
る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。ま
た
、

「
同
体
大
悲」

の
理
念
が
根
底
に
あ
る
と
き
、
看
話
禅
は
現
代
に
再
生

す
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
通
し
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
人
間
に
あ
り
が
ち
な
貪
ぼ
り
、
瞋
り
、
痴
を
克
服
す
る
た
め
に
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は
無
所
有
を
実
践
す
る
こ
と
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
意
見
も

お
持
ち
で
あ
っ
た
。現
代
的
な
説
得
力
を
持
っ
た
仏
教
を
目
指
し
て
、

鋭
意
努
力
す
る
姿
が
彷
彿
と
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
。

以
上
、
深
夜
に
及
ぶ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
あ
っ
た
が
、
快
く
応

じ
て
く
れ
た
道
法
ス
ニ
ム
に
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。
な
お
、
次
の
日
、

朝
四
時
前
に
起
床
し
実
相
寺
の
朝
勤
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

五

鳳
巌
寺

場
所
：
慶
尚
北
道
聞
慶

調
査
協
力
僧
：
浄
光
ス
ニ
ム（

六
十
三
歳）

調
査
日
時
：
平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日（
午
後
一
時
～）

聞
慶
の
鳳
巌
寺
は
韓
国
を
代
表
す
る
禅
院
で
あ
る
。
一
年
間
を
通

じ
て
百
人
近
く
の
僧
が
止
住
し
、
安
居
の
季
節
と
な
る
と
そ
の
人
数

は
も
っ
と
増
え
る
と
い
う
。
禅
院
の
院
長
を
務
め
る
浄
光
ス
ニ
ム
と

約
二
時
間
近
く
に
わ
た
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
以
下
、
話
の
内
容
を
記
す
。

禅
院
の
部
屋
は
五
人
部
屋
を
原
則
と
し
二
十
部
屋
あ
る
。よ
っ
て
、

ほ
ぼ
百
人
が
収
容
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
安
居
の
時
以
外
に
も
座
禅

に
打
ち
込
む
人
が
結
構
存
在
す
る
ら
し
く
、
常
に
多
く
の
僧
侶
が
揃

う
と
い
う
。
修
行
の
中
身
は
看
話
禅
が
中
心
で
あ
り
、
入
息
出
息
観

や
数
息
観
は
原
則
と
し
て
実
習
さ
れ
な
い
。
時
間
を
決
め
て
座
る
と

い
う
原
則
を
持
ち
、
長
い
と
き
に
は
日
に
十
六
時
間
ほ
ど
座
る
そ
う

だ
。
そ
の
内
訳
は
ほ
ぼ
一
時
間
単
位
に
細
分
さ
れ
、
約
五
十
分
は
座

禅
で
残
り
の
十
分
は
経
行
し
な
が
ら
公
案
を
考
え
る
。

師
に
答
え
を
伝
え
る
の
は
い
つ
で
も
自
由
に
行
え
、
ま
た
部
屋
単

位
で
年
数
を
積
ん
だ
、
院
長
が
指
名
し
た
指
導
者
が
附
く
そ
う
だ
。

こ
の
指
導
者
は
長
く
安
居
を
過
ご
し
、
宗
門
か
ら
認
め
ら
れ
た
ス
ニ

ム
だ
そ
う
だ
。

さ
て
、
実
際
の
看
話
禅
の
実
習
に
つ
い
て
具
体
的
な
状
況
を
質
問

し
て
み
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
返
答
が
帰
っ
て
き
た
。
ま
ず
公
案

を
与
え
ら
れ
た
僧
は
そ
れ
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
最
初
に
概
念
で

頭
が
一
杯
に
な
る
時
期
が
来
や
す
い
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
心
を「

散

乱
心」

と
名
付
け
る
と
い
う
。
ま
た
、
や
が
て
虚
無
の
状
態
が
訪
れ

る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
ち
ら
は「

無
記
心」

と
名
付
け
る
と
い
う
。

こ
の
二
つ
と
も
妨
げ
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
時

に
は「

定
慧
双
修」

に
よ
っ
て
、
本
来
の
自
分
に
戻
ら
せ
る
の
だ
と

い
う
。
次
に
様
々
な
感
情
が
心
に
生
じ
た
と
き
に
は
ど
う
し
ま
す
か

と
の
質
問
を
行
っ
た
。
返
答
は
次
の
通
り
。
様
々
な
感
情
が
生
じ
る
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の
は
欲
望
や
知
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
欲
望
や
知
見
を
取
り
除
け
ば
よ
い
と
の
こ
と
。
で
は
、

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
そ
の
欲
望
や
知
見
が
取
り
除
け
る
の
で
す
か
と

再
質
問
。
対
し
て
、
公
案
に
集
中
す
れ
ば
良
い
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。

（

多
少
、
こ
の
あ
た
り
の
質
疑
応
答
は
循
環
論
的
で
あ
る
。）

次
に
、看
話
禅
の
目
的
は
何
で
す
か
と
の
質
問
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
は「

無
心
の
境
地
が
目
的
で
あ
る」

と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

自
己
の
心
の
中
の
妄
想
心
を
な
く
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
境
地
は「

真
空
妙
有」

の
境
地

で
も
あ
る
と
付
け
加
え
ら
れ
た
。

（

但
し
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
た
境
地

も「

無
心」

で
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
、多
少
理
解
し
に
く
く
な
っ
た
。）

無
心
の
境
地
は
涅
槃
の
境
地
と
捉
え
て
も
良
い
の
だ
そ
う
で
、
日

常
の
生
活
の
中
で
も「

無
心」

の
境
地
を
目
指
す
よ
う
指
導
す
る
。

生
活
の
中
に「

無
心」

を
実
現
し
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
発
想
の「

無
心」

は
全
く
心
が
働
い
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、

己
の
欲
す
る
よ
う
に
し
な
い
、
自
己
の
賢
し
ら
な
意
志
を
加
え
な
い

こ
と
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
老
荘
思
想
の「

無
為
自
然」

に
似
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、

「

無
為
自
然」

と
同
じ
で
は
な
い
で

す
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
は
似
て
い
る
が
異
な
る
と
の
見
解

で
あ
っ
た
。
ま
た「

有
為
の
世
界」

で
あ
っ
て「

中
道」

と
も
異
な

る
世
界
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
唯
識
等
も
修
学
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で

は「

無
心」

と
い
う
の
は
唯
識
の
述
べ
る「

境
識
倶
泯」

の
境
地
に

等
し
い
の
で
す
か
と
質
問
し
た
。
対
す
る
答
え
は
、

「

異
な
る」

と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

な
お
、
看
話
禅
で
は「

観
が
先
で
止
が
後
で
あ
る」「

止
の
中
に
観

が
あ
り
、
観
の
中
に
止
が
あ
る」

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
等
、
発
言

さ
れ
た
。
ま
た
、
看
話
禅
の
指
導
者
は「

皆
、
無
心
の
境
地
を
経
験

し
て
い
る
者
達
で
あ
る」

と
の
暗
黙
の
了
解
も
あ
る
そ
う
だ
。
皆
が

無
心
に
よ
っ
て
働
き
生
活
し
て
い
る
と
の
自
負
心
が
あ
る
ら
し
い
。

な
お
、
禅
院
の
数
は
、
比
丘
の
た
め
に
は
六
十
箇
所
前
後
、
比
丘

尼
の
た
め
に
は
五
十
箇
所
前
後
が
あ
り

（

５）

、
施
設
に
は
、
人
数
的
に
は

二
千
百
人
程
度
の
比
丘
、
九
百
四
十
人
程
度
の
比
丘
尼
が
入
れ
る
と

い
う
。
こ
れ
だ
け
の
大
人
数
が
禅
院
に
入
り
修
行
が
で
き
る
体
制
が

整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。

以
上
、
雑
談
を
交
え
な
が
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
無
事
に
終

え
た
が
、
通
訳
の
労
を
執
っ
て
く
だ
さ
っ
た
曺
先
生
か
ら
方
言
の
た

め
非
常
に
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
と
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
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ま
た
、
侍
僧
の
松
岩
ス
ニ
ム
か
ら
も
少
し
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。
鳳
巌
寺
近
く
の
山
中
に
岩
窟
が
作
ら
れ
て
お
り（

六
箇
所）

、
そ

こ
に
六
年
近
く
も
籠
も
り
一
言
も
言
葉
を
発
せ
ず
に
修
行
に
専
念
し

て
い
る
ス
ニ
ム
が
居
ら
れ
る
そ
う
だ
。
無
門
関
の
存
在
に
驚
い
た
の

も
束
の
間
、さ
ら
な
る
厳
し
い
行
を
課
し
て
い
る
ス
ニ
ム
の
存
在
に
、

正
直
言
っ
て
言
葉
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
無
言
の
行
が
何

を
目
指
し
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
指
南
も
存
在
し
な
い
現
状
で
は
、

た
だ
無
為
に
苦
行
に
励
む
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
の
疑
念
も
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

六

七
仏
庵

場
所
：
慶
尚
南
道
慶
州
南
山

調
査
協
力
僧
：
性
観
ス
ニ
ム（

尼
僧）

調
査
日
時
：
平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日（

午
後
四
時
三
十
分

～
五
時
三
十
分）

聞
慶
か
ら
栄
州
の
浮
石
寺
を
経
て
、
栄
州
に
宿
泊
。
次
の
日
、
普

通
列
車
を
使
っ
て
慶
州
に
出
る
。
こ
こ
で
統
一
新
羅
に
至
る
前
か
ら

国
家
の
重
要
な
寺
院
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
南
山
七
仏
庵

を
詣
で
る
。
七
仏
庵
は
、
仏
国
寺
や
石
窟
庵
が
で
き
る
前
に
、
王
朝

の
守
護
を
目
的
と
し
て
創
建
さ
れ
た
重
要
寺
院
で
あ
っ
た
。タ
ク
シ
ー

で
山
麓
ま
で
行
き
、
道
無
き
全
く
の
山
道
を
登
る
こ
と
小
一
時
間
。

三
本
ほ
ど
小
川
を
渡
り
、
山
の
上
腹
部
に
存
在
す
る
小
さ
な
庵
が
七

仏
庵
で
あ
る
。
一
年
前
に
電
気
が
初
め
て
引
か
れ
た
と
い
う
粗
末
な

庵
に
、
留
守
居
役
の
尼
僧
さ
ん
が
一
人
、
居
ら
れ
た
。
数
日
前
に
禅

院
か
ら
出
て
き
た
ば
か
り
の
若
い
ス
ニ
ム
で
あ
り
、
禅
院
で
の
具
体

的
な
生
活
内
容
を
彼
女
な
り
の
理
解
を
中
心
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
は
以
下
の
通
り
。

性
観
ス
ニ
ム
が
入
堂
し
て
い
た
禅
院
は
慶
州
市
内
に
あ
る
興
輪
寺

禅
院
で
あ
る
。
期
間
は
ほ
ぼ
一
年
。
冬
の
安
居
と
夏
の
安
居
を
修
了

し
た
が
、
二
十
人
の
僧
侶
と
起
居
を
共
に
し
て
き
た
と
い
う
。
禅
院

に
は
指
導
者
を
含
め
て
三
十
人
前
後
の
尼
僧
が
存
在
し
た
。
一
日
の

日
課
は
次
の
通
り
。

午
前
三
時

起
床

十
五
分
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
院
内
を
回
る

三
時
十
五
分
～
三
時
四
十
分

朝
課

三
時
四
十
分
～
五
時

坐
禅

六
時
～

朝
食

七
時
～
十
時

坐
禅

十
時
二
十
分
～

仏
へ
の
供
養

仏
前
へ
供
え
物
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十
一
時

昼
食（

昼
休
み）

午
後
一
時
～
四
時

坐
禅

六
時

薬
石（

夕
食）

七
時
～
十
時

坐
禅

（

空
い
て
い
る
時
間
は
自
由
に
坐
禅
し
た
り
掃
除
を
し
た
り
で
き

る
。）

坐
禅
の
内
容
に
つ
い
て
は『
禅
修
行
の
特
講』（

全
国
比
丘
尼
禅
院

禅
門
会
編）

と
称
す
る
教
科
書
が
あ
り
、
参
考
に
資
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
。
さ
て
、
彼
女
の
場
合
、
坐
禅
の
最
中
に
次
の
よ
う
な

こ
と
で
悩
ん
だ
と
い
う
。
ま
ず
指
導
者
か
ら
公
案
を
授
か
り
考
え
始

め
た
が
、
す
ぐ
に
妄
想
が
出
た
。

（

ど
の
よ
う
な
内
容
の
妄
想
か
は
話

し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。）

ま
た
、
彼
女
の
場
合
は
眠
気
に
襲
わ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
体
力
的
に
も
疲
れ
た
と
の
実
感
を
抱
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
き
、
そ
れ
に
ど
の

よ
う
に
対
処
し
た
か
を
質
問
し
た
。

ま
ず
、
妄
想
に
つ
い
て
は
指
導
者
か
ら
具
体
的
な
対
処
は
特
に
示

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
眠
気
が
生
じ
た
こ
と
に
対
し
て
は
昔

は
警
策
で
敲
く
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
現
在
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
。
そ
の
替
わ
り
に
外
に
出
た
り
歩
く
こ
と
も
可
と
い
う
。

眠
気
を
追
い
や
る
た
め
に
ピ
ン
で
自
分
の
足
を
突
く
こ
と
も
あ
る
ら

し
い
。

（

こ
れ
は
別
の
痛
み
で
眠
気
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
極
く
世
俗

的
な
試
み
だ
ろ
う
。）

し
か
し
、
本
人
は
坐
禅
に
は
向
い
て
い
な
い
よ

う
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
祈
祷
や
念
仏
禅
を
中
心
に
し
て
い
こ
う
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
の
附
く
日
は
休
息
の
日
で
あ
り
、
そ
の

日
は
自
由
に
過
ご
し
て
良
い
と
い
う
。
指
導
者
に
様
々
な
質
問
を
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
禅
院
長
が
時
折
出
て
き
て
講
話
を
す

る
こ
と
も
あ
る
。そ
の
中
で
得
た
彼
女
な
り
の
眠
気
予
防
の
方
策
は
、

修
行
を
積
む
以
外
に
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で

方
法
を
変
え
て
や
ろ
う
と
の
気
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

な
お
、
禅
院
で
は
日
に
二
、
三
時
間
し
か
眠
ら
な
い
猛
者
も
居
た

よ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
修
行
で
あ
っ
た
と
い
う
。
八
日
の
日
に

は
彼
女
も
指
導
者
に
公
案
の
答
え
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
そ
う
だ
が
、

ど
の
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
の
か
は
話
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
尼
僧
さ
ん
か
ら
、
そ
れ
も
ま
さ
に
禅
院

を
出
て
き
た
ば
か
り
の
新
人
の
方
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
興

味
深
か
っ
た
。
実
際
の
実
習
に
お
い
て
は
様
々
な
受
け
止
め
方
が
な

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
、
彼
女
が
入
っ
て
い
た
と
い
う

禅
院
を
訪
ね
た
。
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七

興
輪
寺

尼
僧
禅
院

場
所
：
慶
尚
南
道
慶
州

調
査
協
力
僧
：
法
念
ス
ニ
ム（

住
持）

調
査
日
時
：
平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日（

午
後
六
時
～
及
び

二
十
八
日
午
後
二
時
～）

七
仏
庵
の
ス
ニ
ム
が
修
行
し
た
と
い
う
慶
州
市
内
の
興
輪
寺
尼
僧

禅
院
を
訪
ね
、幾
つ
か
の
視
点
か
ら
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

現
在
、
住
持
の
法
念
ス
ニ
ム
は
日
本
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
、
日
本

語
が
流
暢
で
あ
り
、
思
い
が
け
ず
も
日
本
語
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
で

き
た
。
な
お
、
実
際
に
は
二
日
間
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

一
所
に
記
す
。
ま
ず
寺
院
の
概
要
か
ら
記
す
。

興
輪
寺
は
新
羅
時
代
、最
初
に
で
き
た
と
い
わ
れ
る
寺
院
で
あ
る
。

法
輪
を
興
す
寺
と
い
う
意
で
興
輪
寺
と
命
名
さ
れ
た
。
日
本
の
法
興

寺
と
ほ
ぼ
同
じ
命
名
の
由
来
で
あ
る
。先
の
住
持
は
慧
海
ス
ニ
ム（
八

十
三
歳）

で
あ
り
、
現
在
の
法
念
ス
ニ
ム
の
師
僧
に
当
た
る
。
興
輪

寺
は
約
三
十
年
前
か
ら
尼
寺
に
な
っ
た
と
い
う
。
韓
国
で
も
尼
僧
さ

ん
の
パ
ワ
ー
が
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
そ
う
で
、
尼
僧
の
数
が
増
え

つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
考
え
れ
ば
僧
寺
か
ら
尼
寺
へ

の
変
更
も
頷
け
る
。

さ
て
、
韓
国
内
の
看
話
禅
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
次
の

よ
う
な
回
答
を
得
た
。
韓
国
に
お
い
て
は
看
話
禅
が
主
流
に
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
の
意
見
が
登
場
し
て
お

り
、
今
で
は
上
座
仏
教
のv

ip
a
ssa

n
a

が
流
行
し
つ
つ
あ
る
。
法
念

ス
ニ
ム
は
多
少
、v

ip
a
ssa

n
a

に
は
反
感
も
あ
る
と
い
う
。
日
本
へ

の
留
学
経
験
の
故
か
、
今
は『

正
法
眼
蔵
随
聞
記』

を
読
ん
で
い
て

そ
れ
に
共
感
を
覚
え
る
と
い
う
。

さ
て
、
坐
禅
の
中
で
生
じ
て
く
る
妄
想
に
対
し
て
は「

そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く」

と
の
対
処
方
法
を
勧
め
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
の
ま
ま

に
す
る
と
い
う
の
は
、
妄
想
を
妄
想
と
し
て
気
付
き
続
け
て
い
く
こ

と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
捉
え
続
け
て
い
く
と
表
現
し
て
も
良
い
か
も

知
れ
な
い
。

韓
国
で
は
十
年
前
か
ら
瞑
想
が
流
行
の
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ

は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
行
き
修
行
し
た
韓
国
僧
が
広
め
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。avatara

あ
る
い
はyo

ga

と
の
名
称
で
呼
ば
れ
る

瞑
想
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
上
座
仏
教
の
瞑
想
で
あ
る

vip
assan

a

に
は
賛
否
両
論
が
あ
り
、学
ん
で
き
た
人
はvip

assan
a

が
良
い
と
い
う
が
、sa

m
a
th
a

に
関
し
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
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と
い
う
。

現
在
の
韓
国
で
は
や
は
り
看
話
禅
が
中
心
を
占
め
、
指
導
者
か
ら

公
案
を
出
し
て
も
ら
い
、
疑
問
が
あ
っ
た
ら
聞
き
に
行
く
と
い
う
形

式
が
取
ら
れ
て
い
る
。

（

こ
の
時
、
電
話
で
師
僧
に
聞
く
こ
と
も
あ
る

と
い
う
。）

最
近
で
は
あ
ま
り
修
行
に
専
心
す
る
人
が
現
れ
て
こ
な
い

と
の
寂
し
い
愚
痴
も
多
少
含
ん
だ
よ
う
な
発
言
も
あ
っ
た
。

看
話
禅
の
目
的
は「

仏
に
な
る
こ
と」

で
あ
り
、
そ
れ
は「

悟
る

こ
と」「

永
遠
の
自
由
を
得
る
こ
と」
で
も
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
昔

の
禅
門
に
伝
わ
る
例
を
挙
げ
て
、
現
代
語
で
語
る
よ
う
に
心
が
け
て

お
り（

す
な
わ
ち
語
録
の
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
よ
う
に）

、
た
と

え
使
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

「

私
な
ら
こ
の
よ
う
に
答
え
る
だ
ろ

う」

と
、
で
き
る
だ
け
自
分
の
言
葉
で
語
る
努
力
を
心
が
け
て
い
る

と
い
う
。

「

無」

の
公
案
な
ど
で
も
、
悟
る
人
は
確
か
に
い
る
の
で
看

話
禅
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
も
っ
と
良
い
方
法
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
昔
の
ま
ま
の
看
話
禅
で
は
悟

る
人
が
少
な
い
と
も
思
う
と
い
う
。
釈
尊
の
言
葉
に
従
っ
て
修
行
方

法
を
見
つ
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
。

看
話
禅
で
は
、
一
つ
の
も
の
を
掴
ん
だ
ら
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
居
る

と
い
う
。
韓
国
の
伝
統
に
あ
っ
た
修
行
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
文
化
的
な
側
面
か
ら
の
意
識
も
あ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
本
人
が
日
本
に
学
ん
で
い
た
と
き
の
話
に
も
及
び
、
日
本

に
は
仏
教
が
あ
る
け
れ
ど
も
信
仰
心
が
な
い
と
の
手
厳
し
い
批
判
の

言
葉
も
飛
び
出
し
た
。
さ
ら
に
は
僧
堂
を
比
べ
て
み
る
と
、
日
本
の

僧
堂
の
方
が
厳
し
い
感
じ
が
す
る
と
も
い
う
。
韓
国
の
禅
院
で
は
、

修
行
者
が
何
か
掴
ん
で
特
別
だ
と
思
わ
れ
る
時
に
は
、
指
導
者
は
二

人
き
り
で
話
を
す
る
と
い
う
。
相
手
の
目
を
見
れ
ば
指
導
者
は
相
手

が
ど
の
よ
う
な
境
地
に
あ
る
か
わ
か
る
と
い
う
。
唯
、
最
近
の
若
者

は
個
性
が
強
い
の
で
、
あ
れ
こ
れ
と
老
婆
心
を
働
か
せ
て
指
導
す
る

の
で
は
な
く
、
相
手
に
任
せ
て
お
く
の
が
一
番
良
い
よ
う
だ
と
考
え

て
い
る
と
い
う
。や
が
て
心
の
変
化
に
自
然
と
気
付
く
よ
う
に
な
り
、

そ
の
心
の
変
化
は
後
か
ら「

あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か」

と
気
付
く
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

良
く
修
行
者
に
向
か
っ
て「

無
念」「

一
念」

あ
る
い
は「

一
念
万

念」

と
の
言
葉
を
用
い
る
そ
う
だ
。
そ
れ
は
、
公
案
だ
け
が
ず
っ
と

続
く
こ
と
を
指
す
の
だ
そ
う
だ
。

ま
た
、
出
家
者
達
の
共
通
の
理
解
と
し
て
、
韓
国
仏
教
界
に
は
千

七
百
の
公
案
が
存
在
す
る
が
、
本
当
に
悟
れ
ば
そ
の
ど
れ
に
も
答
え

ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
存
在
し
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
よ
う
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な
状
態
の
こ
と
を「

差
別
三
昧」

と
呼
ぶ
そ
う
だ
。
こ
れ
に
入
ら
な

け
れ
ば
悟
り
と
は
言
え
ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
状
態
は「

無
心
三
昧」

あ
る
い
は「
無
通
三
昧」

と
も
表
現
さ
れ
る
そ
う
だ
。

一
つ
の
公
案
に
答
え
が
出
せ
た
時
全
て
の
公
案
も
わ
か
る
は
ず
と

い
う
前
提
の
ゆ
え
に
、そ
れ
を「

点
検」

す
る
た
め
に
別
の
公
案
を
出

す
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
公
案
が
そ
の
人
に
合
わ
な
い

と
き
に
は
別
の
公
案
に
代
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
そ
う
だ
。

最
近
で
は
一
般
の
婦
人
を
受
け
入
れ
る「

婦
人
禅
院」

も
存
在
し
、

一
週
間
と
か
一
カ
月
と
か
の
期
間
で
行
わ
れ
る
修
行
も
あ
る
と
い
う
。

な
お
、
興
輪
寺
で
は
近
所
の
子
供
達
が
夕
方
、
集
ま
っ
て
坐
禅
を

し
て
い
く
こ
と
も
あ
り
、
開
か
れ
た
場
所
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強

調
さ
れ
て
居
ら
れ
た
。

な
お
、
韓
国
で
は
最
近
、
三
十
代
の
女
性
の
出
家
者
が
増
え
る
傾

向
に
あ
る
と
い
う
。
昔
は
、
小
さ
な
子
供
の
時
か
ら
出
家
し
た
か
あ

る
い
は
年
を
取
っ
て
か
ら
出
家
す
る
人
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か

し
、
先
述
し
た
よ
う
に
現
在
で
は
出
家
の
年
齢
は
上
限
四
十
歳
と
決

め
ら
れ
て
お
り
、
か
な
り
出
家
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
私
た
ち
が
伺
っ
た
八
月
二
十
七
日
は
、
旧
暦
の
七
月
三
十

日
に
あ
た
り
、
次
の
日
の
八
月
一
日
よ
り「

正
中」

に
入
る
と
い
う
。

修
行
希
望
者
が
自
主
的
に
禅
院
に
集
ま
り
、
坐
禅
の
修
行
に
入
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
程
は
ほ
ぼ
三
カ
月
、
早
朝
三
時
よ
り
修
行
が

始
ま
る
。
朝
の
坐
禅
の
後
、
七
時
か
ら
十
時
ま
で
坐
禅
、
十
一
時
に

昼
食
を
と
っ
た
後
、
ま
た
一
時
か
ら
四
時
ま
で
坐
禅
、
夜
は
七
時
か

ら
十
時
ま
で
坐
禅
、
真
夜
中
の
十
二
時
ま
で
は
自
由
に
過
ご
し
て
良

く
、
中
に
は
坐
禅
に
専
心
す
る
人
も
あ
る
と
い
う
。
か
な
り
個
人
個

人
の
自
主
性
に
任
さ
れ
た
坐
禅
修
行
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

な
お
、
実
際
の
打
坐
は
一
時
間
単
位
で
行
わ
れ
て
お
り
、
休
憩
も

入
る
と
い
う
。
ま
た
歩
く
時
に
も
公
案
を
考
え
る
と
い
う
。
以
上
の

よ
う
な
形
式
で
看
話
禅
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

法
念
ス
ニ
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
得
た
感
想
で
あ
る
が
、
ス

ニ
ム
が
自
ら
の
言
葉
で
看
話
禅
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
感

銘
を
受
け
た
。
ま
た
、
看
話
禅
の
目
的
も
自
分
な
り
に
捉
え
て
い
て
、

好
感
が
持
て
た
。

お
わ
り
に

韓
国
の
仏
教
と
り
わ
け
幾
つ
か
の
曹
渓
宗
寺
院
の
禅
院
の
現
状
を

報
告
す
る
だ
け
の
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
禅
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
方
の
一
助
に
な
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
韓
国
の
曹
渓
宗
の
現
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状
を
見
て
き
て
一
番
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
、
台
湾
や
中
国
で
は
閉

関
と
呼
ば
れ
る
修
行
が
韓
国
で
は
無
門
関
と
呼
ば
れ
、
今
日
に
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
組
織
的
に
か
つ
日
常

的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
場
所
の

数
だ
け
は
三
箇
所
と
少
な
か
っ
た
が
、
入
り
た
く
と
も
入
れ
な
い
程

度
に
実
習
す
る
ス
ニ
ム
が
数
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
韓
国
の
禅
の
特
徴
と
し
て
、
印
度
仏
教
か
ら
の
文
脈
で

考
え
れ
ば「

止」（
sa
m
a
th
a
）

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
看
話
禅
に
し
て
も
心
の
働
き
を
静

か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
韓
国
の
仏
教

界
が
ス
ニ
ム
の
継
続
教
育
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
に

も
驚
か
さ
れ
た
。
日
本
で
は
僧
侶
に
対
す
る
継
続
教
育
は
、
あ
る
に

は
あ
る
に
し
て
も
本
格
的
な
も
の
は
ま
だ
緒
に
着
い
た
ば
か
り
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
韓
国
で
は
禅
は
看
話
禅
ま
た
は
公
案
禅
と
の
言
葉
で
呼
ば
れ
、

時
に
は
話
頭
禅
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
用
語
に
関

し
て
は
多
少
の
誤
解
も
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。筆
者
は
、

話
頭
禅
は
看
話
禅
ま
た
は
公
案
禅
と
は
異
な
っ
た
内
実
を
指
し
示
す

の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
世
界
に
存
在

す
る
こ
れ
ら
の
呼
び
方
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
て
分
析
を
行
っ
て

み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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１）

鎌
田
茂
雄『

朝
鮮
仏
教
史』（

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年）

金

泰
著・

沖
本
克
己
監
訳『

韓
国
仏
教
史』（

禅
文
化
研
究
所
、
一
九

八
五
年）

な
ど
。

（

２）

前
田
惠
學「

韓
国
仏
教
の
特
質」（

民
族
的
エ
ー
ト
ス
と
仏
教
─
─

日
本
と
韓
国
─
─『

ア
ジ
ア
時
報』

一
九
七
四
年
三
月）

。

（

３）

金
龍
煥「

韓
国
仏
教
の
特
色
と
現
状」（『

東
洋
学
術
研
究』

三
九

－

一
、
二
〇
〇
〇
年）

。

（

４）

曹
渓
宗
は
韓
国
を
代
表
す
る
出
家
者
集
団
あ
る
。
本
山
は
ソ
ウ
ル

の
曹
渓
寺
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

ttp
://in

tern
atio

n
al.jogyesa.

or.kr/en
glish

/in
d
ex.asp

を
参
照
。
ま
た
東
京
都
荒
川
区
東
日
暮
里

三

－

一
二

－

七
に
日
本
曹
渓
宗
東
京
布
教
院
智
正
寺
が
存
在
す
る
。
な

お
、h

ttp
://en

g.b
udd

h
ism

.o
r.kr/

は
曹
渓
宗
に
関
す
る
情
報
が
掲

載
さ
れ
た
公
式
サ
イ
ト
で
あ
る
。

（

５）

毎
年
、
全
国
禅
院
首
座
会
よ
り
発
行
さ
れ
る『

禅
社
芳
御
録』

が

あ
る
。
一
九
九
八
年
版
に
よ
れ
ば
、
比
丘
禅
院
は
五
十
四
箇
所
、
比
丘

尼
禅
院
は
五
十
九
箇
所
あ
り
、
総
計
千
九
百
八
十
一
名
が
参
加
し
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
版
に
よ
れ
ば
、
比
丘
禅
院
は
六
十
八

箇
所
、
比
丘
尼
禅
院
は
六
十
箇
所
、
総
計
二
千
百
四
十
五
名
の
僧
尼
が

参
加
し
た
と
い
う
。
禅
院
の
数
が
次
第
に
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。


