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一　

は
じ
め
に

天
台
大
師
智
顗
説
『
法
華
玄
義
』（
以
下
、『
玄
義
』
と
略
す
）
は
数
多
の
『
法
華

経
』
注
釈
書
の
中
で
も
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

『
玄
義
』
は
大
分
し
て
釈
名
・
弁
体
・
明
宗
・
論
用
・
判
教
の
五
章
か
ら
成
立
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
五
は
「
五
重
玄
義
」
と
呼
称
さ
れ
、『
玄

義
』
は
こ
の
五
つ
の
玄
義
か
ら
『
法
華
経
』
を
解
釈
す
る
こ
と
を
一
往
の
目
的
と
し

て
い
る
。
ま
た
智
顗
は
数
々
の
経
典
注
釈
書
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
の
場
合

に
、
こ
の
五
重
玄
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

伝
統
的
な
天
台
教
学
の
視
点
に
立
て
ば
、
た
と
え
ば
福
田
堯
頴
氏
が
『
天
台
学
概

論
』
に
、「
此
の
五
重
玄
義
の
解
釋
法
は
、
天
台
大
師
獨
特
の
も
の
で
あ
る（

（
（

」
と
言

う
よ
う
に
、
五
重
玄
義
は
智
顗
独
自
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
仏
典
の
注
釈
書
が
数
多
く
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
中
国
仏
教
の
特
色
の
一
つ

で
あ
っ
て
、
諸
師
は
様
々
な
経
典
解
釈
法
を
示
し
て
き
た
。
で
は
智
顗
の
独
自
性
は

ど
の
あ
た
り
に
認
め
ら
れ
る
の
か
。
本
論
文
は
、『
玄
義
』、
そ
し
て
五
重
玄
義
が
中

国
仏
教
の
歴
史
の
中
で
得
て
い
る
位
置
付
け
を
確
認
し
、
そ
の
課
題
に
答
え
て
い
く

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

経
典
注
釈
史
に
お
け
る
『
法
華
玄
義
』

上
記
の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
ま
ず
は
次
の
二
点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た

い
。

（
１
）『
玄
義
』
と
同
構
成
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
構
成
）
を
持
っ
た
経
典
注

釈
書
が
他
に
は
存
在
す
る
か
。
そ
し
て
そ
の
構
成
は
い
つ
の
時
代
か
ら
盛
行
す
る
の

か
。（

２
）
五
重
玄
義
は
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
名
・
体
・
宗
・
用
・

教
と
い
う
解
釈
規
範
の
先
蹤
を
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
か
。

ま
ず
（
１
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。

中
国
仏
教
に
お
け
る
経
典
注
釈
形
式
の
推
移
と
発
展
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
に

よ
っ
て
研
究
が
試
み
ら
れ
て
い
る（

（
（

の
で
、『
玄
義
』
の
位
置
付
け
も
明
確
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
う
な
ら
ば
、『
玄
義
』
の
よ
う
な
形
式
を
持
っ
た
注
釈
書
は
隋
代
に
あ
っ

て
は
特
殊
な
類
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
横
超
慧
日
氏
は
宋
代
に
至
る
ま
で
の
経
典
注
釈
の
歴
史
を
「
注
釈
時
代
」、

「
疏
釈
時
代
」、「
玄
談
時
代
」、「
論
釈
時
代
」、「
宗
釈
時
代
」
と
区
分
し
、
そ
の
注

釈
形
式
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
さ
れ
た（

（
（

。

こ
の
よ
う
に
中
国
仏
教
で
は
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
注
釈
形
式
が
推
移
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

智
顗
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
に
も
経
典
注
釈
の
形
式
は
大
き
な
変
化
を
と
げ
た
。

横
超
氏
の
区
分
に
従
え
ば
、「
疏
釈
時
代
」
か
ら
「
玄
談
時
代
」
へ
の
推
移
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
従
来
は
本
文
注
釈
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
玄
談
が
別
行
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
類
に
属
す
る
経
典
注
釈
書
は
、
智
顗
に
お
い

て
は
「
□
□
玄
義
」、「
□
□
玄
疏
」、ま
た
同
時
代
に
活
躍
し
た
吉
蔵
に
お
い
て
は
「
□

□
玄
論
」、「
□
□
遊
意
」
等
の
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。

一



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

時
の
仏
教
研
究
の
動
向
が
釈
経
形
式
に
も
変
化
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
東
晋
末

か
ら
南
北
朝
時
代
初
期
に
か
け
て
数
多
の
経
論
が
漢
訳
さ
れ
、
諸
経
の
比
較
研
究
が

可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
「
注
」
か
ら
「
疏
」
へ
の
移
行
を
促
し
た
よ
う
に
、
注
釈
に

お
け
る
玄
談
が
「
玄
義
」、「
玄
論
」
等
の
名
で
単
行
さ
れ
た
こ
と
に
も
必
ず
し
か
る

べ
き
理
由
が
あ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た（

（
（

よ
う
に
、
新
来
の
経
論
が
漢
訳
さ
れ
た

こ
と
、
特
に
六
世
紀
前
半
の
北
地
に
お
い
て
唯
識
ま
た
如
来
蔵
思
想
系
の
重
要
な
経

論
が
多
数
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
諸
々
の
事

情
も
あ
っ
て
、
本
文
注
釈
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
玄
談
は
次
第
に
別
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。

別
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
だ
け
玄
談
が
拡
充
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

智
顗
の『
玄
義
』や
吉
蔵
の『
法
華
玄
論
』は
と
も
に
十
巻
か
ら
成
る
大
作
で
あ
る
。『
玄

義
』の
場
合
、特
に
釈
名
段
の
分
量
が
全
体
の
約
六
割
に
及
ん
で
い
る
。す
な
わ
ち『
妙

法
蓮
華
経
』
の
経
題
が
詳
細
に
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
経
題
解
釈
に
当
た

る
部
分
が
か
く
も
充
実
し
た
内
容
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

そ
も
そ
も
中
国
の
経
典
注
釈
書
に
お
け
る
経
題
解
釈
の
傾
向
に
つ
い
て
、
か
つ
て

中
村
元
博
士
は
中
国
の
仏
教
者
が
「
題
目
の
訓
詁
注
釈
に
耽
溺
し
て
い
た（

（
（

」
と
し
、

そ
の
実
例
と
し
て
吉
蔵
と
法
蔵
に
見
ら
れ
る
経
論
の
題
目
解
釈
を
挙
げ
た
。

吉
蔵
に
つ
い
て
は
、『
三
論
玄
義
』
に
『
中
論
』（
中
観
論
）
の
題
目
に
つ
い
て
「
通

じ
て
言
を
爲
さ
ば
、
三
字
は
皆
中
、
皆
觀
、
皆
論
な
り
。」（
大
正
蔵
四
五―

一
三
下
）

と
い
い
、
さ
ら
に
『
大
乗
玄
論
』
巻
五
に
、

然
る
に
中
觀
論
の
三
字
に
定
ま
り
無
し
。
亦
は
「
中
觀
論
」
と
言
い
、亦
は
「
觀

中
論
」
と
言
い
、
亦
は
「
論
中
觀
」
と
言
う
。
若
し
「
中
觀
論
」
を
論
者
に
約

せ
ば
名
と
爲
す
。
若
し
「
觀
中
論
」
を
觀
解
に
就
け
ば
目
と
爲
す
。
若
し
「
論

中
觀
」
を
論
功
に
約
せ
ば
稱
と
爲
す
。（
大
正
蔵
四
五―

七
三
下
）

と
題
目
を
「
中
観
論
」、「
観
中
論
」、「
論
中
観
」
と
三
通
り
に
読
む
解
釈
を
展
開
し

て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
法
蔵
に
つ
い
て
は
、『
華
厳
経
探
玄
記
』
巻
一
に
『
華
厳
経
』
の
経
題
を
「
大
・

方
・
広
・
仏
・
華
・
厳
・
経
」
と
い
う
よ
う
に
一
字
一
字
に
分
け（

（
（

、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ

れ
十
義
に
及
ぶ
詳
細
な
解
釈
を
施
し
て
い
る（

（
（

事
例
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

中
村
氏
は
経
の
原
題
を
考
慮
す
れ
ば
「
大
・
方
広
・
仏
・
華
厳
・
経
」
と
分
け
て
解

釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

前
者
の
吉
蔵
に
つ
い
て
は
、
智
顗
の
十
如
是
解
釈
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

智
顗
は
『
法
華
経
』
方
便
品
の
十
如
是
を
「
是
相
如
、
是
性
如
…
…
」、「
如
是
相
・

如
是
性
…
…
」、「
相
如
是
、
性
如
是
…
…
」
と
三
通
り
に
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
即
空
・

即
仮
・
即
中
の
意
義
を
当
て
る
。
こ
れ
は
十
如
是
の
文
言
か
ら
即
空
・
即
仮
・
即
中

を
着
想
し
た
訳
で
は
な
く
、
は
じ
め
に
即
空
仮
中
の
思
考
が
あ
っ
て
そ
れ
に
擬
し
て

十
如
是
を
転
回
し
て
読
ん
だ
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

吉
蔵
の
場
合
も
「
中
観
論
」、「
観
中
論
」、「
論
中
観
」
と
い
う
読
み
方
そ
れ
自
体

に
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
し
、
最
初
に
「
中
観
論
の
三
字

に
定
ま
り
無
し
」
と
い
う
基
本
的
な
思
考
が
あ
っ
て
、
あ
え
て
論
者
・
観
解
・
論
功

の
三
方
面
か
ら
分
別
す
れ
ば
可
能
で
あ
る
と
し
て
三
通
り
の
読
み
方
が
提
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
字
句
の
解
釈
か
ら
一
つ
の
見
解
を
導
き
出
す
の
で
は
な

く
、
解
釈
す
る
側
の
思
考
に
字
句
の
解
釈
を
合
わ
せ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。後

者
の
法
蔵
に
関
し
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
ろ
う
。

法
蔵
が
経
題
の
分
節
を
無
視
し
て
（
あ
る
い
は
知
ら
ず
に
）
一
字
一
字
に
十
重
の

解
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
「
煩
瑣
面
倒
な
解
釈
」
と
評
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
法
蔵
が
参
照
し
た
学
説
の
多
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
唐
代
の
仏
教

者
で
あ
る
法
蔵
が
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
た
諸
学
派
の
学
説
の
数
は
相
当
な
も
の

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
蔵
は
前
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
を
紹
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
経
題
解
釈
を
展
開
し
て
お
り
、
経
題
の
字
句
か
ら
一
つ
の
明
快
な
解
釈
を
施

す
と
い
う
方
法
は
採
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

二



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

智
顗
が
『
玄
義
』
に
お
い
て
『
妙
法
蓮
華
経
』
と
い
う
経
題
を
解
釈
す
る
方
法
も

同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
本
迹
二
門
に
そ
れ
ぞ
れ
十
妙
を
設
け
て
「
妙
」
の
解
釈
を

し
て
い
く
よ
う
に
、『
玄
義
』
が
経
題
解
釈
に
相
当
の
分
量
を
割
い
て
い
る
の
は
、

そ
こ
に
諸
々
の
経
論
が
引
用
さ
れ
、
ま
た
数
多
の
学
説
が
紹
介
、
批
評
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
が
化
法
四
教
等
に
よ
っ
て
体
系
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

智
顗
親
撰
『
維
摩
経
玄
疏
』
も
ま
た
全
体
の
三
分
の
二
が
釈
名
に
充
て
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。同
書
巻
二
に
は
次
の
よ
う
に
経
題
解
釈
の
指
針
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
、
別
し
て
名
を
釋
す
に
二
意
と
爲
す
。
第
一
に
前
に
維
摩
詰
を
釋
し
、
第
二

に
所
説
の
法
を
明
か
す
。
維
摩
詰
は
即
ち
是
れ
人
を
標
し
、
所
説
は
即
ち
不
思

議
解
脱
な
り
。
是
に
知
ぬ
。
人
に
非
ず
ん
ば
以
て
弘
法
す
る
こ
と
無
し
。
法
に

非
ず
ん
ば
以
て
人
を
顯
わ
す
こ
と
無
し
。（
大
正
蔵
三
八―

五
二
四
中
）

『
維
摩
詰
経
』
と
い
う
経
題
を
人
（
維
摩
詰
）
と
法
（
所
説
の
法
、
不
思
議
解
脱
）

と
の
二
方
面
か
ら
解
釈
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
玄
義
』
と
『
維
摩
経

玄
疏
』
と
の
共
通
点
を
見
出
せ
ば
、
そ
れ
は
「
法
」
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に

あ
る
。
つ
ま
り
智
顗
の
経
題
解
釈
は
、「
法
」
の
解
釈
に
こ
と
よ
せ
て
種
々
の
経
論

や
学
説
を
総
合
的
に
体
系
付
け
る
こ
と
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
経
題
の
字
句

解
釈
の
み
に
は
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
智
顗
の
経
題
解
釈
は
詳
細
を
極
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
当

時
の
注
釈
形
式
の
推
移
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
智
顗
が
『
法
華
経
』
の

文
々
句
々
を
解
釈
す
る
『
法
華
文
句
』
と
は
別
に
『
法
華
玄
義
』
を
講
説
し
た
こ
と

は
隋
代
に
あ
っ
て
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

三　

五
重
玄
義
の
先
蹤

次
に
（
２
）
に
つ
い
て
論
じ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
少
々
厄
介
な
問
題
で
も
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
い
ず
れ
も
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
概
念
だ
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
先
蹤
を
求
め
よ
う
と
思
え
ば
、
こ
と
ば
の
上
か
ら
は
ど
こ

ま
で
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。

た
と
え
ば
釈
道
安
は
経
典
講
義
（
講
経
）
を
仏
教
儀
礼
と
し
て
定
着
さ
せ
、
そ
の

儀
礼
次
第
の
中
で
経
典
の
開
題
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
そ
の
開
題

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
経
題
に
つ
い
て
の
字
句
に
わ
た
る
詳
細
な
解
釈
、
そ
の
経
の

伝
来
や
根
本
思
想
に
関
す
る
説
明
、
さ
ら
に
中
国
的
な
仏
伝
理
解
に
基
づ
い
た
経
典

の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
経
典
注
釈
に
力
を
注
い

だ
最
初
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
道
安
に
お
い
て
、
経
題
解
釈
で
あ
る
「
名
」、
経

の
根
本
思
想
に
関
わ
る
「
体
・
宗
」、
経
典
の
位
置
付
け
で
あ
る
「
教
」
と
、
五
重

玄
義
の
要
件
が
あ
る
程
度
ま
で
備
わ
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
実
際

に
道
安
の
著
し
た
経
序
や
注
に
は
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
名
目
が
確
認
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
（
２
）
は
視
点
の
置
き
方
が
難
解
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

も
先
学
に
よ
っ
て
五
重
玄
義
の
先
蹤
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
の
見
解
が
示
さ
れ
て
き

た（
（（
（

。そ
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
法
雲
『
法
華
義
記
』（
以
下
、『
義
記
』）

巻
二
、
釈
方
便
品
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
権
実
二
智
の
解
釈
が
あ
る（
（（
（

。

故
に
今
且
く
二
智
を
略
述
す
る
に
凡
そ
五
重
有
り
。
名
義
を
解
釋
す
、
第
一
。

體
相
を
覆
明
す
、
第
二
。
名
に
通
別
有
る
を
明
か
す
、
第
三
。
用
に
興
廢
有
る

を
明
か
す
、
第
四
。
五
時
經
を
釋
會
す
る
が
故
に
二
智
の
不
同
を
辨
ず
、
第
五
。

（
大
正
蔵
三
三―

五
九
二
中
）

法
雲
の
こ
の
解
釈
方
法
は
『
義
記
』
全
体
に
適
用
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、

こ
の
箇
所
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
五
重
玄
義
と
は
対
比
す
る
べ
く
体
系

と
は
言
い
難
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
は
名
（
第
一
の
釈
名
義
）・
体
（
第
二

の
体
相
を
覈
明
す
）・
用
（
第
四
の
用
に
興
廃
あ
る
を
明
す
）・
教
（
第
五
の
五
時
経

を
釈
会
し
故
に
二
智
の
不
同
を
弁
ず
）
が
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
て
お
り
、
注
目
に

値
し
よ
う
。

三



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

も
っ
と
も
梁
代
に
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
が
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
以
下

の
二
つ
の
事
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
『
涅
槃
経
集
解
』
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、

此
十
法
師
經
題
序
、
今
具
載
略
標
。
序
中
要
義
。
八
科
如
左
。

釋
名
第
一　

辨
體
第
二　

敘
本
有
第
三　

談
絶
名
第
四

釋
大
字
第
五　

解
經
字
第
六　

覈
教
意
第
七　

判
科
段
第
八
（
大
正
蔵
三
七―

三
七
七
上
）

と
い
っ
た
八
科
を
も
っ
て
道
生
等
の
所
説
を
配
当
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
『
涅
槃
経
集
解
』
編
纂
者
の
構
想
は
後
の
天
台
の
五
重
玄
義
を
髣
髴

と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。『
義
記
』
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
分
科
が
こ
こ
で
は
明

示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
『
広
弘
明
集
』
巻
十
九
所
収
、「
敍
御
講
波
若
義
」
に
お
け
る
次
の
よ
う

な
項
目
が
五
重
玄
義
の
先
蹤
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

俗
の
説
に
随
っ
て
更
に
異
義
無
し
。
此
の
中
に
四
意
有
り
。
一
に
稱
徳
、
二
に

出
體
、
三
に
辨
用
、
四
に
明
宗
な
り
。
大
は
是
れ
稱
徳
、
智
慧
は
是
れ
出
體
、

度
は
是
れ
辨
用
、
彼
岸
は
是
れ
明
宗
な
り
。（
大
正
蔵
五
二―
二
三
九
上
）

「
敍
御
講
波
若
義
」
は
梁
の
武
帝
が
中
大
通
五
年
（
五
三
三
）
に
同
泰
寺
に
行
幸

し
て
金
字
般
若
の
経
題
を
開
講
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
が
、
同
日
、
中
興
寺
僧
懐
等

六
人
の
僧
が
経
題
に
つ
い
て
論
議
し
た
中
に
見
ら
れ
る
一
節
で
あ
る
。
称
徳
、出
体
、

弁
用
、
明
宗
の
四
が
「
摩
訶
（
大
）
般
若
（
智
慧
）
波
羅
蜜
（
度
彼
岸
）」
に
配
当

さ
れ
る
解
釈
方
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
解
釈
規
範
が
梁
代
に
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
智
顗

が
法
雲
の
『
義
記
』
を
非
常
に
細
か
に
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
引
用
の
多
さ
か

ら
確
認
で
き
る
が
、
同
じ
よ
う
に
梁
代
の
諸
文
献
か
ら
五
重
玄
義
の
着
想
を
得
る
た

め
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
た
と
し
て
も
特
に
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
智
顗
の
時
代
に
注
釈
形
式
が
変
化
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
同
時
代

に
活
躍
し
た
吉
蔵
や
慧
遠
に
も
五
重
玄
義
に
類
似
し
た
解
釈
方
法
が
あ
っ
た
。

智
顗
が
一
貫
し
て
五
重
玄
義
を
も
っ
て
解
釈
す
る
の
と
は
対
照
的
で
は
あ
る
が
、

吉
蔵
は
種
々
の
分
科
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
諸
例
を
挙
げ
る
こ
と
は

省
略
す
る（
（（
（

が
、
吉
蔵
の
諸
々
の
分
科
方
法
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
必
ず
名
、
宗
に

関
す
る
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
智
顗
と
の
共
通
性
を
見
る
こ
と
も

で
き
る
。

ま
た
慧
遠
の
経
典
注
釈
書
に
は
五
要
あ
る
い
は
六
要
と
い
う
経
典
解
釈
の
規
範
が

見
ら
れ
、
こ
れ
を
智
顗
の
五
重
玄
義
の
先
蹤
と
見
る
先
学
も
い
る
程
で
あ
り
、
そ
れ

だ
け
形
式
的
に
は
智
顗
と
の
近
似
性
も
高
い（
（（
（

。

つ
ま
り
形
式
の
上
で
は
、
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
五
重
玄
義
は
中
国
仏
教
の
経

典
注
釈
史
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

四　

五
重
玄
義
の
独
自
性

以
上
、（
１
）（
２
）
の
視
点
か
ら
論
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
れ
で
は
智
顗
の
五
重

玄
義
の
独
自
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
全
く
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
冒
頭
に

述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
天
台
教
学
は
五
重
玄
義
を
智
顗
独
自
の
も
の
と
し
て
評

価
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
玄
義
』
に
説
か
れ
る
五
重
玄
義
と
四
悉
檀
と
の
関
わ
り

に
着
目
し
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
独
自
性
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
四
悉
檀
は
世
界
悉
檀
・
各
各
為
人
悉
檀
・
対
治
悉
檀
・
第
一
義

悉
檀
の
四
を
指
し
、
そ
の
概
要
は
『
大
智
度
論
』
巻
一
に
見
る
こ
と
が
で
き
る（
（（
（

。
そ

れ
に
よ
れ
ば
一
切
十
二
部
経
、
八
万
四
千
の
法
蔵
と
い
っ
た
仏
の
教
説
全
て
を
摂
す

る
範
疇
が
四
悉
檀
で
あ
り
、
四
悉
檀
の
中
で
は
仏
の
教
説
は
全
て
真
実
で
あ
り
、
相

い
違
背
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
四
悉
檀
も
ま
た
経
典
解
釈
の
一
方
法
と
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

中
国
仏
教
に
て
四
悉
檀
は
各
宗
・
各
学
派
の
教
理
に
受
容
さ
れ
多
様
な
展
開
を
見

せ
た
が
、
智
顗
に
よ
る
四
悉
檀
解
釈
は
非
常
に
独
特
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
先
学
が

指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が（
（（
（

、
智
顗
は
四
悉
檀
を
た
だ
仏
の
教
説
の
分
類
と
は
せ

四



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

ず
、
仏
と
衆
生
と
の
関
わ
り
と
理
解
し
た
。

そ
の
こ
と
は
『
玄
義
』
巻
一
下
、
七
番
共
解
の
「
会
異
」
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
冒
頭
に
四
悉
檀
と
五
重
玄
義
が
対
応
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

問
う
。
佛
に
所
説
有
れ
ば
四
悉
檀
に
依
る
。
今
、
五
義
を
解
す
る
に
彼
と
會
す

る
や
不
や
。

答
う
。
此
の
義
、
今
、
當
に
説
く
べ
し
。
先
に
五
章
に
對
し
、
次
に
四
悉
檀
を

解
す
。
世
界
悉
檀
は
釋
名
に
對
す
。
名
は
一
部
を
該
ぬ
。
世
界
も
亦
た
三
に
冠

た
り
。
第
一
義
は
體
に
對
す
る
こ
と
最
も
分
明
な
り
。
爲
人
は
宗
に
對
す
。
宗

は
因
果
を
論
ず
。
爲
人
の
生
善
の
義
は
同
じ
な
り
。
對
治
は
用
に
對
す
。
用
は

疑
滯
を
破
す
。
治
病
の
事
と
齊
し
。
悉
檀
を
分
別
す
る
こ
と
は
教
相
に
對
す
。

教
相
は
後
に
説
く
が
如
し
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
六
中
）

つ
ま
り
仏
の
あ
ら
ゆ
る
所
説
は
四
悉
檀
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、『
玄
義
』
の
五
重

玄
義
は
四
悉
檀
と
符
合
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
智
顗
は
そ
の
対
応
関

係
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
応
関
係
を
図
示
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

世
界
悉
檀
…
…
…
…
…
名

各
各
為
人
悉
檀
…
…
…
宗

対
治
悉
檀
…
…
…
…
…
用

第
一
義
悉
檀
…
…
…
…
体

悉
檀
を
分
別
…
…
…
…
教

こ
の
よ
う
に
四
悉
檀
の
次
第
は
五
重
玄
義
の
名
→
体
→
宗
→
用
→
教
と
い
う
次
第

と
少
し
く
異
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
会
異
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。問

う
。
何
ぞ
次
第
な
ら
ざ
る
。

答
う
。
悉
檀
は
是
れ
佛
の
智
慧
な
り
。
利
鈍
の
縁
に
對
す
れ
ば
則
ち
四
種
を
成

ず
。
利
人
は
世
界
を
聞
き
第
一
義
を
解
す
。
此
れ
釋
名
に
對
し
て
體
を
辨
ず
れ

ば
即
ち
足
る
。
若
し
鈍
人
は
未
だ
悟
ら
ざ
れ
ば
、
更
に
爲
人
生
善
・
對
治
破
惡

を
須
い
て
、
乃
ち
第
一
義
に
入
る
。
則
ち
具
さ
に
四
を
用
う
る
な
り
。
五
重
玄

義
の
意
は
利
鈍
を
兼
ね
、
四
悉
檀
の
法
は
專
ら
鈍
者
の
爲
に
す
。
對
す
る
義
は

是
れ
同
じ
な
れ
ど
も
、
次
第
は
則
ち
異
れ
り
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
六
中
）

そ
れ
に
よ
れ
ば
、四
悉
檀
は
仏
の
智
慧
で
あ
り
利
鈍
両
縁
に
対
す
る
の
で
あ
る
が
、

利
人
は
世
界
悉
檀
を
聞
い
て
た
だ
ち
に
第
一
義
悉
檀
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
け

れ
ど
も
、
鈍
人
は
さ
ら
に
為
人
・
対
治
を
用
い
て
第
一
義
に
入
る
の
で
あ
る
。
五
重

玄
義
は
利
鈍
を
兼
ね
る
こ
と
が
本
意
で
あ
る
が
、
四
悉
檀
は
専
ら
鈍
根
の
た
め
に
施

設
さ
れ
た
法
で
あ
る
と
い
う
。

天
台
が
四
悉
檀
を
仏
と
衆
生
と
の
関
係
と
理
解
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、

こ
の
叙
述
は
、
五
重
玄
義
も
ま
た
一
経
の
解
釈
法
と
い
う
意
義
を
超
え
て
仏
の
智
慧

と
そ
れ
に
対
す
る
利
鈍
両
縁
と
い
う
構
造
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

は
専
ら
鈍
根
の
た
め
で
あ
る
四
悉
檀
以
上
に
、
五
重
玄
義
は
利
鈍
を
兼
ね
て
、
あ
ら

ゆ
る
機
縁
に
対
す
る
広
範
な
体
系
で
あ
る
こ
と
を
智
顗
は
示
唆
し
て
い
る
。

五
重
玄
義
と
四
悉
檀
と
の
対
応
に
つ
い
て
、
五
重
玄
義
の
次
第
に
つ
い
て
説
か
れ

た
『
玄
義
』
巻
一
上
、
七
番
共
解
の
「
生
起
」
に
お
け
る
叙
述
を
た
よ
り
に
、
さ
ら

に
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

五
重
玄
義
は
な
ぜ
最
初
に
名
を
立
て
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
生
起
」
は

最
初
に
僧
肇
の
「
不
真
空
論
」
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。

肇
に
云
く
、
名
は
物
を
召
す
の
功
無
く
、
物
は
名
に
應
ず
る
の
實
無
し
。
名
無

く
、
物
無
し
。
名
物
は
安
に
か
在
ら
ん
。
蓋
し
第
一
義
の
中
の
無
相
の
意
な
る

の
み
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
四
下
）

名
は
物
を
呼
ぶ
は
た
ら
き
は
な
く
、
物
は
名
に
応
じ
る
だ
け
の
実
が
な
い
の
だ
か

ら
、
本
来
は
名
も
な
く
物
も
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
僧
肇
は
論
じ
て
い
る
。
智
顗

は
僧
肇
の
こ
の
所
説
に
対
し
て
、
た
だ
第
一
義
諦
の
無
相
の
意
味
で
あ
る
と
コ
メ
ン

ト
を
加
え
て
い
る
。
続
け
て
、

世
諦
は
言
を
爲
す
。
名
無
く
ん
ば
以
て
法
を
顯
わ
す
こ
と
無
し
。
故
に
初
に
名

五



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

を
釋
す
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
四
下
）

と
述
べ
る
。名
が
な
け
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
法
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、

ま
ず
釈
名
を
立
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
た
僧
肇
の
見
解
は
第
一
義
諦
を

示
す
に
は
十
分
で
あ
る
が
、
天
台
自
ら
は
思
考
の
出
発
点
を
世
諦
、
す
な
わ
ち
世
俗

の
言
説
に
し
た
が
う
方
法
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
四
悉
檀
に
お
い
て
第
一
番
目
に
立
て
る
世
界
悉
檀
の
相
に
通
じ
て
い
る
。

「
会
異
」
に
は
四
悉
檀
の
概
要
が
『
大
智
度
論
』
の
引
用
に
智
顗
の
見
解
を
付
す
る

形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
世
界
悉
檀
に
つ
い
て
は
、

世
界
は
車
の
如
く
、
輪
輻
軸
輞
和
合
す
る
が
故
に
車
有
り
、
別
に
車
無
き
な
り
。

五
衆
和
合
す
る
が
故
に
人
有
り
、
別
に
人
無
き
な
り
。
若
し
人
無
く
ん
ば
、
佛

は
是
れ
實
語
の
人
、
云
何
ん
が
「
我
は
六
道
の
衆
生
を
見
る
」
と
言
う
や
。
當

に
知
る
べ
し
、
人
有
り
と
。
人
と
は
世
界
の
故
に
有
り
、
第
一
義
に
非
ず
。
第

一
義
は
是
れ
實
な
る
べ
し
、
餘
は
應
に
實
な
る
べ
か
ら
ず
。
答
う
、
各
各
實
な

り
と
。
如
如
・
法
性
等
は
世
界
の
故
に
無
し
、
第
一
義
の
故
に
有
り
。
人
等
は

第
一
義
の
故
に
無
し
、
世
界
の
故
に
有
り
。
五
陰
・
十
二
入
・
十
八
界
の
一
切

の
名
相
隔
別
す
る
こ
と
有
る
を
名
け
て
世
界
と
爲
す
。
外
人
は
此
の
世
界
に
迷

い
法
相
に
達
せ
ず
。
或
は
無
因
縁
に
世
界
有
り
と
計
り
、
或
は
邪
因
縁
に
世
界

有
り
と
計
る
。
大
聖
は
衆
生
の
聞
か
ん
と
欲
楽
す
る
所
に
隨
順
し
て
、
分
別
し

て
爲
に
正
因
縁
世
界
の
法
を
説
き
世
間
の
正
見
を
得
せ
し
む
。
是
を
世
界
悉
檀

の
相
と
名
く
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
六
下
～
六
八
七
上
）

と
あ
る
。
下
線
部
が
智
顗
の
コ
メ
ン
ト
、
そ
れ
以
外
は
『
大
智
度
論
』
か
ら
の
取
意

で
あ
る
。

智
顗
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
世
界
と
は
五
陰
・
十
二
処
・
十
八
界
の
あ
ら
ゆ
る
名
相

が
隔
別
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
外
道
な
ど
は
こ
の
世
界
に
迷
い
法
相
に
達
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
世
尊
は
衆
生
の
聞
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
随
っ

て
分
別
し
て
正
し
い
因
縁
世
界
の
法
を
説
き
、
世
間
に
お
け
る
正
見
を
体
得
さ
せ
る

と
い
う
。
こ
れ
を
世
界
悉
檀
の
相
と
名
づ
け
て
い
る
。

『
大
智
度
論
』
で
は
仏
典
に
因
縁
和
合
を
説
い
て
い
る
根
拠
と
し
て
世
界
悉
檀
が

明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
玄
義
』
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
名
相
に
迷
う
衆
生

と
そ
の
楽
欲
に
随
っ
て
法
を
説
く
仏
と
い
う
二
者
の
関
わ
り
が
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
相
に
迷
う
と
い
う
衆
生
の
在
り
方
こ
そ
が
、
智
顗
の

思
考
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
生
起
」
の
叙
述
に
戻
る
と
、
続
い
て
『
涅
槃
経
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

一
切
法
は
本
と
皆
佛
法
な
り
。
大
經
に
云
く
、
一
切
の
世
諦
は
若
し
如
來
に
於

い
て
は
即
ち
是
れ
第
一
義
諦
な
り
。
衆
生
は
顛
倒
し
て
佛
法
に
非
ず
と
謂
う
。

今
、明
言
し
て
之
を
示
す
。
故
に
一
切
法
と
言
う
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
五
上
）

衆
生
が
迷
う
の
は
、
名
が
付
け
ら
れ
た
一
切
法
と
は
別
に
仏
法
が
あ
る
と
顛
倒
す

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
本
来
は
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
一
切
法
は
仏
法

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
諦
で
あ
る
と
こ
ろ
の
言
説
は
如
来
に
お
い
て

は
第
一
義
諦
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
智
顗
は
ま
ず
名
が
立
て
ら
れ
た
一
切
法
を
明
示

す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
名
の
次
に
体
を
立
て
る
理
由
に
つ
い
て
「
生
起
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

名
は
法
に
名
づ
く
。
法
は
即
ち
是
れ
體
な
り
。
名
を
尋
ね
て
體
を
識
る
。（
大

正
蔵
三
三―

六
八
四
下
～
六
八
五
上
）

名
と
は
法
に
関
し
て
名
づ
け
、
法
と
は
ま
さ
に
体
で
あ
り
、
名
を
推
尋
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
体
を
知
る
の
だ
と
い
う
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
体
は
第
一
義
悉
檀
に
対
応

し
て
い
た
。

第
一
義
悉
檀
に
つ
い
て
、「
会
異
」
で
は
こ
れ
に
不
可
説
と
可
説
の
二
種
が
あ
る

と
す
る
。
次
の
『
大
智
度
論
』
の
一
連
の
偈
は
、「
語
言
盡
竟　

心
行
亦
訖　

不
生

不
滅　

法
如
涅
槃　

説
諸
行
處　

名
世
界
法　

説
不
行
處　

名
第
一
義
」
の
部
分
が

不
可
説
と
し
て
、
ま
た
「
一
切
實
一
切
非
實　

及
一
切
實
亦
非
實　

一
切
非
實
非
不
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實　

是
名
諸
法
之
實
相
」
の
部
分
が
可
説
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
（（
（

。
す
な
わ

ち
『
大
智
度
論
』
で
は
、
言
辞
を
絶
し
心
行
を
滅
し
て
い
る
こ
と
と
「
一
切
実
、
一

切
非
実
、
一
切
実
亦
非
実
、
一
切
非
実
非
不
実
」
に
表
さ
れ
る
こ
と
は
と
も
に
「
諸

法
実
相
」
で
あ
り
、
ま
た
第
一
義
悉
檀
で
あ
る
が
、
智
顗
は
こ
の
両
者
を
可
説
と
不

可
説
に
区
別
し
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。
言
辞
を
絶
し
て
本
来
は
説
く
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
（
不
可
説
）
を
、
仏
は
四
悉
檀
を
用
い
て
「
一
切
実
、
一
切
非
実
…
…
」
と

い
う
四
句
分
別
に
よ
っ
て
説
く
（
可
説
）
と
い
う
理
解
で
あ
ろ
う
。

五
重
玄
義
に
即
し
て
言
え
ば
、
仏
は
四
悉
檀
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
可

説
で
あ
る
実
相
の
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
を
立
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
名
を
推
尋
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
を
知
る
と
い
う
次
第
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
次

に
宗
・
用
を
導
く
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

體
は
宗
に
非
ず
ん
ば
會
せ
ず
。
體
に
會
し
て
自
行
已
に
圓
な
れ
ば
、
體
よ
り
用

を
起
し
、
含
識
を
導
利
す
。（
大
正
蔵
三
三―
六
八
五
上
）

体
は
、
因
果
で
あ
る
宗
で
な
け
れ
ば
適
う
こ
と
が
な
く
、
体
に
適
い
自
行
が
す
で

に
円
か
に
な
れ
ば
、
体
よ
り
化
他
で
あ
る
用
を
起
し
て
、
他
者
を
導
い
て
利
益
す
る

の
で
あ
る
と
い
う
。

先
に
示
し
た
よ
う
に
宗
・
用
は
そ
れ
ぞ
れ
為
人
・
対
治
悉
檀
に
対
応
し
て
い
た
。

宗
・
用
に
も
そ
れ
ぞ
れ
生
善
・
破
悪
の
性
格
が
あ
る
と
智
顗
は
理
解
し
た
の
で
あ
ろ

う（
（（
（

。
名
を
推
尋
し
体
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
行

化
他
に
わ
た
る
因
果
を
通
じ
て
初
め
て
実
現
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
宗
と

用
が
立
て
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。

以
上
、「
生
起
」
の
叙
述
か
ら
、
智
顗
が
五
重
玄
義
を
立
て
た
根
拠
が
四
悉
檀
の

相
と
よ
く
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
再
三
述
べ
て
い
る
通
り
、
智
顗
は

四
悉
檀
を
経
典
解
釈
の
一
方
法
と
せ
ず
、仏
と
衆
生
と
の
関
わ
り
と
し
て
理
解
し
た
。

五
重
玄
義
に
も
仏
と
衆
生
と
い
う
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
の
対
応

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
仏
典
の
言
説
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
仏
の

説
く
法
を
己
が
い
か
に
感
じ
仏
道
修
行
に
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
よ

う
な
智
顗
の
仏
教
観
が
四
悉
檀
や
五
重
玄
義
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

『
玄
義
』
の
「
会
異
」
で
は
四
悉
檀
に
よ
っ
て
三
観
・
化
法
四
教
を
起
す
こ
と
が

詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
四
悉
檀
を
根
拠
に
三
観
・
四
教
、
そ
し
て
五
重
玄
義
は

相
互
に
関
連
す
る
の
で
あ
る
。
紙
数
の
都
合
に
て
詳
細
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
五
重
玄
義
の
次
第
は
、『
法
華
文
句
』
の
四
種
釈
、
心
・
仏
・
衆
生
三
法
の
構
造
、

さ
ら
に
は
『
摩
訶
止
観
』
や
『
次
第
禅
門
』
の
構
成
に
も
重
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
五
重
玄
義
が
ま
ず
名
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
は
、
化
法
四
教
に
て
蔵
教

を
、
四
種
釈
に
て
因
縁
釈
を
、
三
法
に
て
衆
生
法
を
最
初
に
立
て
る
こ
と
と
同
じ
思

考
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
体
か
ら
宗
・
用
へ
と
次
第
す
る
の
は
、

化
法
四
教
が
通
教
か
ら
別
教
へ
と
、
四
種
釈
が
観
心
釈
を
導
く
在
り
方
に
も
通
じ
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

つ
ま
り
五
重
玄
義
は
智
顗
の
基
本
的
な
思
考
方
法
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
よ
う

に
、『
玄
義
』
の
構
成
、
五
重
玄
義
の
形
式
は
中
国
仏
教
の
経
典
注
釈
の
流
れ
か
ら

特
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
五
重
玄
義
は
単
に
一
経
の
注
釈
方
法
、

あ
る
い
は
仏
の
教
説
そ
の
も
の
の
解
釈
と
い
う
意
義
を
超
え
て
お
り
、
智
顗
に
よ
る

四
悉
檀
理
解
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
国
仏
教
の
中
で
も
特
異
な
位
置
付
け
を

得
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
（（）
「
五
重
玄
義
」
と
い
う
名
称
は
『
仁
王
経
疏
』、『
維
摩
経
玄
疏
』
に
見
ら
れ
る
。

『
玄
義
』
の
冒
頭
に
「
此
の
五
章
を
釋
す
る
に
」（
大
正
蔵
三
三―

六
八
二
上
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
五
章
」、「
五
意
」、「
五
義
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、も
ち
ろ
ん
指
し
示
す
内
容
が
異
な
る
訳
で
は
な
い
。
た
だ『
菩

薩
戒
疏
』
の
み
は
釈
名
・
弁
体
・
料
簡
と
い
う
構
成
で
、
五
重
玄
義
を
採
用
し

七



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

な
い
点
に
お
い
て
は
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。

（（）
福
田
堯
頴
『
天
台
学
概
論
』（
中
山
書
房
仏
書
林
、
昭
和
二
十
九
年
）、
八
三
頁

を
参
照
。

（（）
横
超
慧
日
「
釈
経
史
考
」（『
支
那
仏
教
史
学
』
一―

一
、
昭
和
十
二
年
）、
菅

野
博
史
「
初
期
中
国
仏
教
の
経
典
注
釈
書
に
つ
い
て
」（
村
中
祐
生
先
生
古
稀

記
念
論
文
集
『
大
乗
佛
教
思
想
の
研
究
』
所
収
、
山
喜
房
仏
書
林
、
平
成
十
七

年
）
に
詳
し
い
。

（（）
横
超
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（（）
横
超
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（（）
中
村
元
『
シ
ナ
人
の
思
惟
方
法
』（
中
村
元
選
集
第
二
巻
、
春
秋
社
、
昭
和

六
十
三
年
）、
一
三
五
～
一
四
二
頁
を
参
照
。

（（）
大
正
蔵
三
五―

一
〇
七
中
。

（（）
大
正
蔵
三
五―

一
二
一
上
～
下
。

（（）
荒
牧
典
俊
「
南
朝
前
半
期
に
お
け
る
教
相
判
釈
の
成
立
に
つ
い
て　

附
論　

襄

陽
の
道
安
教
団
に
お
け
る
講
経
会
の
成
立
」（
福
永
光
司
編
『
中
国
中
世
の
宗

教
と
文
化
』
所
収
、
昭
和
五
十
七
年
）
を
参
照
。

（（0）
五
重
玄
義
の
先
蹤
、
由
来
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』（
百

華
苑
、
昭
和
三
十
六
年
、
三
一
〇
～
三
一
四
頁
）、
青
木
孝
彰
「
天
台
大
師
の

五
重
玄
義
に
つ
い
て
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
五
八
、
昭
和
四
十
五
年
）
に
論

じ
ら
れ
る
。
青
木
氏
は
、
時
代
を
遡
り
な
が
ら
諸
師
の
解
釈
法
を
列
挙
し
、「
問

題
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
仏
家
の
経
典
や
そ
の
教
義
に
限
っ
て
行
わ
れ
た

の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（（（）
横
超
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（（（）
佐
藤
、
前
掲
書
三
一
四
頁
を
参
照
。

（（（）
た
と
え
ば
、『
大
品
遊
意
』「
第
一
釋
名　

第
二
辨
宗　

第
三
會
教　

第
四
明
縁

起　

第
五
出
部
儻
也
」（
大
正
蔵
三
三―

六
三
中
）、『
金
剛
般
若
疏
』「
玄
意
十
重
。

一
序
説
經
意　

二
明
部
儻
多
少　

三
辨
開
合　

四
明
前
後　

五
辨
經
宗
六
辨
經

題　

七
明
傳
譯　

八
明
應
驗　

九
章
段　

十
正
辨
文
」（
大
正
蔵
三
三―

八
四

中
）、『
法
華
玄
論
』「
玄
義
有
六
重
。
一
弘
經
方
法　

二
大
意　

三
釋
名　

四

立
宗　

五
決
疑　

六
隨
文
釋
義
」（
大
正
蔵
三
四―

三
六
一
上
）
等
。
ま
た
『
仁

王
般
若
経
疏
』
は
吉
蔵
自
ら
が
天
台
の
五
重
玄
義
を
採
用
す
る
旨
を
述
べ
て
い

る
。

（（（）
五
要
は『
観
無
量
寿
経
義
疏
』「
此
経
開
首
、先
知
五
要
、然
後
釈
名
。
何
者
五
要
。

第
一
須
知
教
之
大
小
。
教
別
二
蔵
、
謂
声
聞
蔵
及
菩
薩
蔵
。
…
…
第
二
須
知
教

局
漸
及
頓
。
…
…
第
三
須
知
経
之
宗
趣
。
…
…
第
四
須
知
経
名
不
同
。
…
…
第

五
須
知
説
人
差
別
。」（
大
正
蔵
三
七―

一
七
三
上
～
中
）、
六
要
は
『
温
室
経

義
記
』「
此
経
開
首
、
須
知
六
要
。
一
知
教
大
小
。
教
有
二
蔵
。
…
…
二
須
知

教
局
漸
及
頓
。…
…
三
知
教
有
三
蔵
之
別
。此
経
是
其
修
多
羅
蔵
。四
知
経
宗
趣
。

此
経
福
徳
檀
行
為
宗
。
五
知
経
名
字
。
経
名
不
同
。
…
…
六
知
説
人
。」（
大
正

蔵
三
九―

五
一
二
下
）
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
な
お
伊
藤
義
賢
氏
は
五
要
、
六
要

こ
そ
が
智
顗
の
五
重
玄
義
の
先
駆
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
伊
藤
「
天
台

の
五
重
玄
義
に
就
て
」（『
龍
谷
大
学
論
叢
』
二
五
六
、大
正
十
三
年
）
を
参
照
。

（（（）
大
正
蔵
二
五―

五
九
中
。

（（（）
天
台
と
四
悉
檀
義
に
関
し
て
は
、
特
に
川
勝
守
「
四
悉
檀
義
と
教
相
論
」（
関

口
真
大
編
『
仏
教
の
実
践
原
理
』、
山
喜
房
仏
書
林
、
昭
和
五
十
二
年
）、
藤
井

教
公
「
天
台
智
顗
に
お
け
る
四
悉
檀
の
意
義
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
七

―

二
、
平
成
十
一
年
）
を
参
照
。

（（（）
大
正
蔵
三
三―

六
八
七
上
。

（（（）
「
会
異
」
で
は
為
人
・
対
治
悉
檀
の
概
要
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。（
下

線
は
筆
者
が
加
え
た
。
下
線
部
が
智
顗
の
見
解
に
当
た
る
。）
智
顗
が
為
人
悉

檀
に
生
善
、
対
治
悉
檀
に
破
悪
の
意
義
を
付
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二
各
各
爲
人
悉
檀
者
、
大
聖
觀
人
心
而
爲
説
法
。
人
心
各
各
不
同
。
於
一
事
中

或
聽
或
不
聽
。
如
雜
業
故
雜
生
世
間
。
得
雜
觸
雜
受
。
更
有
破
群
那
經
説
無
人

得
觸
無
人
得
受
。
爲
二
人
疑
後
世
不
信
罪
福
墮
斷
常
中
。
故
作
此
説
。
此
意
傍

八



中
国
に
お
け
る
五
重
玄
義
の
位
置

爲
破
執
、
正
是
生
信
、
増
長
善
根
、
施
其
善
法
也
。
故
名
各
各
爲
人
悉
檀
。
三

對
治
悉
檀
者
、
有
法
對
治
則
有
、
實
性
則
無
。
對
治
者
、
貪
欲
多
教
觀
不
淨
、

瞋
恚
多
教
修
慈
心
、
愚
癡
多
教
觀
因
縁
。
對
治
惡
病
、
説
此
法
藥
、
遍
施
衆
生
。

故
名
對
治
悉
檀
相
也
。（
大
正
蔵
三
三―

六
八
七
上
）

九



神
達
知
純
氏　

学
位
請
求
論
文
要
旨
（
課
程
博
士
）

「
五
重
玄
義
の
研
究
」

本
論
文
は
「
五
重
玄
義
の
研
究
」
と
題
し
、
天
台
大
師
智
顗
説
『
妙
法
蓮
華
経
玄

義
』（
以
下
、『
玄
義
』）
の
大
綱
で
あ
る
と
こ
ろ
の
五
重
玄
義
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
。

『
玄
義
』
は
、
隋
の
開
皇
十
三
年
（
五
九
三
年
）、
玉
泉
寺
に
て
行
わ
れ
た
智
顗
の

講
説
を
、
弟
子
の
章
安
灌
頂
が
筆
録
、
整
理
し
て
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。『
玄
義
』

は
大
分
し
て
五
章
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
は
釈
名
・
弁
体
・
明
宗
・
論
用
・
判

教
の
五
で
あ
る
。
こ
れ
を
名
・
体
・
宗
・
用
・
教
の
「
五
重
玄
義
」
と
呼
称
し
、『
玄
義
』

は
こ
の
五
つ
の
玄
義
よ
り
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

智
顗
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
い
く
た
び
か
経
典
の
講
説
を
行
っ
て
い
る
が
、
多
く
の

場
合
に
五
重
玄
義
を
採
用
し
て
経
典
を
解
釈
し
て
い
る
。

筆
者
は
大
学
院
在
学
時
よ
り
こ
の
五
重
玄
義
と
い
う
大
綱
を
天
台
教
学
理
解
の
た

め
の
指
針
と
定
め
、
研
究
に
努
め
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
五
重
玄
義
そ
れ
自
体

が
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

近
年
に
お
け
る
代
表
的
な
天
台
教
学
概
説
書
で
あ
る
福
田
堯
頴
著『
天
台
学
概
論
』

に
、
五
重
玄
義
を
「
天
台
大
師
独
特
」
と
言
い
、
こ
の
類
の
見
解
が
一
つ
の
定
説
と

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

福
田
氏
が
言
う
「
独
特
」
と
は
、
五
重
玄
義
が
天
台
教
学
を
標
榜
す
る
「
旗
印
」

の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
で
き
る
。
実
際
に
智
顗
以
降
の
中
国
天
台
の
諸
師
は

五
重
玄
義
に
よ
っ
て
経
典
を
解
釈
す
る
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
に
お
い

て
も
五
重
玄
義
が
天
台
真
撰
を
裏
付
け
る
証
拠
の
一
つ
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
つ
ま
り
五
重
玄
義
が
「
天
台
大
師
独
特
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
五
重
玄
義
に
つ
い
て
あ
ま
り
研
究
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
の
は
か
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
智
顗
自
身
は
「
独
特
」
で
あ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
五
重
玄
義
の
体
系
を

編
み
出
し
た
訳
で
は
な
い
。
智
顗
に
そ
の
功
を
帰
す
る
た
め
で
あ
れ
、
天
台
教
学
を

明
確
に
位
置
付
け
る
た
め
で
あ
れ
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち

を
含
め
た
後
代
の
者
た
ち
が
五
重
玄
義
に
「
天
台
大
師
独
特
」
と
い
う
評
価
を
与
え

て
き
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。「
独
特
」
と
い
う
視
点
に
拘
泥
し
た
と
き
、
智
顗

が
そ
の
時
代
に
い
か
な
る
仏
教
を
志
向
し
て
い
た
の
か
と
い
う
、
い
ち
ば
ん
重
要
な

こ
と
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

よ
っ
て
本
論
文
は
、
五
重
玄
義
が
「
天
台
大
師
独
特
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ

と
を
論
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
は
せ
ず
、
智
顗
が
い
か
に
し
て
五
重
玄
義
と
い
う
体

系
の
着
想
を
得
た
の
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
論
を
進
め
た
。

具
体
的
に
は
第
一
に
智
顗
が
五
重
玄
義
の
体
系
を
成
立
さ
せ
た
背
景
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
方
面
か
ら
考
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
五
重
玄

義
の
構
造
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
第
二
の
目
的
で
あ
る
。
よ
っ
て

本
論
文
の
構
成
を
以
下
の
よ
う
に
二
章
構
成
と
し
た
。

序
論

第
一
章	

五
重
玄
義
着
想
の
背
景

第
一
節	

南
三
北
七
に
つ
い
て―

天
台
大
師
教
学
が
志
向
す
る
と
こ
ろ―

第
二
節	

天
台
大
師
教
学
と
南
北
朝
期
の
仏
教

第
三
節	

釈
経
と
釈
義

第
四
節	

天
台
大
師
と
南
岳
慧
思
禅
師

第
二
章	

五
重
玄
義
の
構
造
と
そ
の
意
義

第
一
節	

五
重
玄
義
と
四
悉
檀

第
二
節	

天
台
大
師
に
お
け
る
経
体
の
意
義

第
三
節	

天
台
大
師
に
お
け
る
「
実
相
」
義
一
考

第
四
節	

天
台
大
師
に
お
け
る
宗
の
意
義

結
論智

顗
の
仏
教
は
、
経
論
の
所
説
を
基
本
的
な
立
場
と
し
な
が
ら
も
、
随
所
に
当
時



の
仏
教
学
の
見
解
を
織
り
込
み
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
確
か

に
弟
子
の
灌
頂
は
、『
摩
訶
止
観
』
は
天
台
大
師
が
「
己
心
中
所
行
法
門
」
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
智
顗
の
教
学
が
時
代
の
中
で
孤
高
を

誇
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。

五
重
玄
義
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
五
重
玄
義
の
独
創
性
や
特
殊
性
を
こ
と

さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
智
顗
が
こ
の
体
系
を
示
し
た
真
意
を
か
え
っ
て
見
え
に

く
く
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
智
顗
に
よ
る
当
時
の
仏
教
学
研
究

の
所
産
の
一
つ
が
五
重
玄
義
で
あ
っ
て
、
智
顗
が
そ
の
時
代
の
仏
教
を
ど
の
よ
う
に

眺
め
て
い
た
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
重
玄
義
を
着
想
し
得
た
ヒ
ン
ト
も
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
節
は

『
玄
義
』
巻
十
に
紹
介
さ
れ
た
諸
教
判
論
、
第
二
節
は
『
玄
義
』
に
引
用
さ
れ
た
南

北
朝
期
の
諸
師
の
学
説
と
そ
れ
に
対
す
る
智
顗
の
見
解
、
第
三
節
は
中
国
仏
教
に
お

け
る
経
典
注
釈
の
形
式
、
第
四
節
は
智
顗
と
面
授
の
師
で
あ
る
南
岳
慧
思
禅
師
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。
直
接
、
五
重
玄
義
を
扱
っ
て
い
る
訳
で

は
な
い
が
、
智
顗
の
教
学
形
成
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

第
二
章
は
五
重
玄
義
各
論
で
あ
る
。
智
顗
が
自
身
の
教
学
を
四
悉
檀
に
よ
っ
て
方

向
付
け
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
五
重
玄
義
の
構
造
に
つ
い
て
論

じ
た
の
が
第
一
節
で
あ
る
。

第
二
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は
、
五
重
玄
義
の
体
と
宗
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
。

古
来
、
混
然
と
扱
わ
れ
て
い
た
体
と
宗
と
を
、
智
顗
が
五
重
玄
義
に
区
別
し
て
立
て

て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。




