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井

上

一

稔

は

じ

め

に

観
心
寺
如
意
輪
観
音
坐
像
の
女
性
的
な
表
現
に
つ
い
て
は
、
誰
も
が
認
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
そ
の
目
的
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
議

論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
私
は
こ
の
女
性
性
の
理
解
こ
そ
が
観
心
寺
像
が
作
ら
れ
た
理
由
を
知
る
肝
要
な
手
掛
か

り
と
考
え
、
か
つ
て
拙
稿
を
発
表
し
た
�
。
そ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
に
よ
り
省
い
た
部
分
や
論
じ
足
り
な
い
点
も
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た

近
年
、
こ
れ
以
後
に
考
え
た
こ
と
も
あ
り
�
、
前
稿
の
不
備
を
補
う
た
め
に
も
、
改
め
て
観
心
寺
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

観
心
寺
如
意
輪
観
音
坐
像
の
女
性
性

そ
の
女
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
す
の
は
、
柔
ら
か
で
ふ
く
よ
か
な
顔
立
ち
と
上
品
で
慎
ま
し
や
か
と
も
思
え
る
表
情
、
半
眼
に
見

開
い
た
目
、
ぽ
っ
て
り
と
し
た
唇
、
顎
下
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
肉
付
き
、
そ
し
て
豊
艶
な
体
つ
き
を
感
じ
さ
せ
る
肩
の
ま
る
み
、
わ
ず
か
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に
頭
を
右
に
傾
け
右
手
第
一
手
の
肘
を
深
く
折
っ
て
掌
を
頬
に
あ
て
る
仕
草
、
宝
冠
の
下
に
表
さ
れ
る
豊
な
髪
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。神

護
寺
・
高
雄
曼
荼
羅
中
の
如
意
輪
観
音
は
、
基
本
的
な
図
像
的
特
徴
の
他
に
ふ
く
よ
か
さ
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
観
心
寺
如
意
輪
観

音
坐
像
（
以
下
、
観
心
寺
像
）
と
共
通
す
る
も
の
の
、
右
手
第
一
手
が
肘
を
外
に
張
り
、
掌
を
み
せ
る
よ
う
に
開
い
て
頬
に
当
て
る
点
で

異
な
り
、
こ
れ
を
比
較
す
れ
ば
観
心
寺
像
に
は
女
性
的
な
慎
ま
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
東
寺
・
伝

真
言
院
曼
荼
羅
の
如
意
輪
観
音
を
加
え
て
比
較
し
て
も
、
観
心
寺
像
は
上
半
身
の
傾
き
を
抑
え
、
宝
珠
手
や
左
輪
宝
手
な
ど
の
腕
部
を
出

来
る
だ
け
前
の
腕
に
隠
し
て
六
臂
の
動
き
や
存
在
の
強
調
を
避
け
、
そ
の
怪
異
性
を
抑
え
る
工
夫
を
な
し
、
ま
と
ま
り
の
よ
い
造
形
を
見

せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
自
然
な
人
体
把
握
に
つ
な
が
り
、
女
性
性
に
寄
与
し
て
い
る
。

ま
た
最
も
作
風
と
制
作
時
期
が
近
く
、
作
者
さ
え
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
護
寺
五
大
虚
空
藏
菩
薩
坐
像
（
以
下
、
神
護
寺
像
）

は
、
そ
の
表
情
が
観
心
寺
像
よ
り
や
や
強
く
意
志
的
で
あ
り
、
頬
か
ら
顎
に
か
け
て
の
し
ま
り
が
強
く
、
両
臂
を
大
き
く
外
に
張
り
、
そ

こ
に
鋭
角
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
結
跏
趺
坐
す
る
体
勢
は
女
性
性
か
ら
離
れ
る
。
観
心
寺
像
は
、
神
護
寺
像
よ
り
頬
の
張
り
が
豊
か
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
肌
に
肉
色
を
用
い
る
こ
と
、
念
珠
手
と
光
明
山
手
が
円
や
か
に
大
き
く
外
に
伸
び
て
包
み
込
む
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
与
え
る
の
も
女
性
的
な
表
現
で
あ
る
。
ま
た
片
膝
を
立
て
て
坐
す
の
は
女
性
性
を
演
出
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
薬
師
寺
八

幡
三
神
像
の
神
功
皇
后
・
仲
津
姫
像
を
想
起
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
�
。

こ
こ
で
観
心
寺
像
の
女
性
性
が
何
故
生
み
だ
さ
れ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
現
図
胎
蔵
曼
荼
羅
に
お
い
て
如
意
輪
観
音
が
位
置

す
る
蓮
華
部
院
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
列
の
観
自
在
菩
薩
の
上
下
に
、
女
性
の
上
着
で
あ
る
�
襠
衣
（
羯
磨

衣
）
を
着
す
る
毘
倶
胝
菩
薩
と
多
羅
菩
薩
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
尊
は
、
現
図
曼
荼
羅
に
先
行
す
る
胎
蔵
図
像
や
胎
蔵

旧
図
像
で
は
、
�
襠
衣
は
着
し
て
お
ら
ず
、
現
図
に
な
っ
て
か
ら
の
変
化
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
�
。
つ
ま
り
現
図
以
降
に
、
改
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め
て
観
音
の
中
に
女
性
的
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
識
が
出
て
き
た
と
い
え
る
。
因
み
に
、
多
羅
尊
は
『
大
日
経
』
具
縁
品
、『
大

日
経
疏
』
に
、
中
年
の
女
人
の
状
に
な
す
と
記
さ
れ
る
女
性
尊
で
あ
る
�
。
こ
の
こ
と
は
、
空
海
も
『
五
部
陀
羅
尼
問
答
偈
讃
宗
秘
論
』

で
触
れ
�
、『
諸
説
不
同
記
』
に
も
二
尊
の
女
性
尊
と
し
て
の
特
徴
は
認
識
さ
れ
て
い
る
�
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
・
エ
ロ
ー
ラ
第
四
窟
の
毘
倶
胝
菩
薩
と
多
羅
菩
薩
を
脇
侍
と
す
る
観
音
三
尊
や
、
敦
煌
出
土
の

蓮
華
部
八
尊
曼
荼
羅
（
八
世
紀
）
の
中
心
の
観
音
三
尊
に
関
す
る
田
中
公
明
氏
の
言
及
は
興
味
深
い
�
。
田
中
氏
は
、
こ
れ
ら
を
現
図
胎

蔵
曼
荼
羅
の
蓮
華
部
院
の
形
成
過
程
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
脇
侍
は
ま
さ
に
乳
房
を
表
し
て
身
体
的
に
女
性
尊
と

し
て
お
り
、
現
図
胎
蔵
曼
荼
羅
に
お
い
て
の
女
性
装
に
連
続
す
る
こ
と
が
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
図
曼
荼
羅
成
立
時
に
、
改
め
て
観
音
の
女
性
的
な
面
に
関
心
が
持
た
れ
た
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
蓮
華
部
院
に
は

じ
め
て
登
場
す
る
如
意
輪
観
音
に
も
女
性
尊
と
い
う
属
性
が
存
在
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

二

橘
嘉
智
子
の
夢
と
玉
女
と
如
意
輪
観
音

前
稿
�
で
は
嘉
智
子
の
御
願
で
あ
る
こ
の
如
意
輪
観
音
坐
像
を
理
解
す
る
た
め
に
、
嘉
智
子
崩
伝
（『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三

年
五
月
五
日
条
）
に
記
さ
れ
る
、
弘
仁
六
年
七
月
七
日
に
仏
の
瓔
珞
を
著
す
と
い
う
夢
を
見
て
か
ら
六
日
後
に
皇
后
と
な
っ
た
と
い
う
記

事
を
考
察
し
、
こ
こ
に
は
仏
教
的
な
理
想
の
皇
后
で
あ
る
玉
女
の
誕
生
を
告
げ
る
意
図
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
玉
女
と
は
、
転
輪
聖

王
の
七
宝
の
一
つ
で
あ
り
、
王
の
側
に
あ
っ
て
王
の
衣
に
触
れ
た
だ
け
で
そ
の
健
康
状
態
が
分
か
り
、
ま
た
王
の
心
が
何
を
望
ん
で
い
る

か
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
（『
涅
槃
経
』
十
二
）
と
い
う
存
在
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
解
釈
を
別
の
面
か
ら
論
じ
て
ゆ
く
が
、
ま
ず
、
空
海
請
来
の
『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
巻
中
に
�
、
こ
の
夢
に
通
じ
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る
よ
う
な
、
金
瓔
珞
を
得
る
夢
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
夢
は
、
諸
願
成
就
の
好
相
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
改
め
て
、
嘉
智
子
の
夢
は
仏
教
的
解
釈
を
可
能
と
す
る
根
底
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
立
后
に
仏
教
的
色
合
い
を
付
加
さ
せ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
嘉
智
子
及
び
そ
の
周
囲
が
玉
女
を
意
識
す
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
中
国
及
び
わ
が
国
で
の
、
玉
女
の
主
で
あ
る
転
輪
聖
王

の
受
容
を
み
る
こ
と
か
ら
理
解
し
て
お
こ
う
。

古
く
中
国
北
朝
時
代
に
、
造
像
銘
に
皇
帝
を
「
金
輪
を
転
ず
る
輪
王
」
と
み
な
す
願
文
の
あ
る
こ
と
が
、
倉
本
尚
徳
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
た
�
。
唐
代
で
は
、
不
空
が
皇
帝
を
「
菩
薩
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
国
王
と
な
っ
た
転
輪
聖
王
」
と
位
置
付
け
、
こ
の
立
場
は
不
空

の
弟
子
た
ち
に
も
共
通
し
、
空
海
の
師
で
あ
る
恵
果
に
も
表
れ
て
い
る
と
、
苫
米
地
誠
一
氏
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
�
。
そ
し
て
苫
米
地
氏

は
、
空
海
も
『
性
霊
集
』
の
中
に
天
皇
を
転
輪
（
金
輪
）
聖
王
と
表
現
す
る
文
章
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
、
淳
和
朝
に
出
さ
れ
た
『
秘
密
曼

荼
羅
十
住
心
論
』
巻
二
に
お
い
て
は
、
国
家
観
の
中
で
の
理
想
の
国
主
と
し
て
、
仏
教
的
な
転
輪
聖
王
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
た
�
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
北
朝
か
ら
わ
が
国
の
平
安
初
期
に
い
た
る
時
期
に
は
、
皇
帝
・
天
皇
を
転
輪
聖
王
と
み
な
す
思
想
が
存
在
し
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
を
皇
后
に
及
ぼ
し
て
考
え
れ
ば
、
皇
后
は
転
輪
聖
王
の
妻
と
も
い
う
べ
き
玉
女
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
無
理
は
な
か
ろ
う
。
な
お
、
空
海
の
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
巻
二
に
お
け
る
、
転
輪
聖
王
の
説
明
の
中

で
女
宝
（
玉
女
）
を
含
む
七
宝
も
説
明
さ
れ
て
い
る
�
。

さ
ら
に
嘉
智
子
と
玉
女
の
繋
が
り
を
暗
示
す
る
説
話
と
し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
三
十
九
話
を
取
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
話
は
、

伊
予
国
神
野
郡
の
石
鎚
山
で
浄
行
を
積
む
寂
仙
菩
薩
と
よ
ば
れ
る
禅
師
が
あ
り
、
後
に
嵯
峨
天
皇
に
転
生
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
朝

枝
善
照
氏
は
、
奈
良
時
代
に
伝
わ
っ
て
い
た
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
隋
文
帝
が
菩
薩
の
応
現
に
し
て
転
輪
聖
王
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
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指
摘
し
、
こ
の
考
え
が
上
記
説
話
で
浄
行
の
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
の
聖
君
嵯
峨
天
皇
に
表
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
�
。
上
記
し
た

空
海
の
転
輪
聖
王
観
か
ら
し
て
も
、
嵯
峨
天
皇
を
転
輪
聖
王
と
み
な
す
意
識
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
説
話
に
関
連
し

て
、
先
に
夢
を
検
討
し
た
橘
嘉
智
子
崩
伝
に
、「
故
老
相
伝
」
と
し
て
ほ
ぼ
同
様
な
話
を
の
せ
、
嵯
峨
天
皇
に
生
ま
れ
変
わ
る
上
仙
（『
霊

異
記
』
の
寂
仙
菩
薩
）
と
と
も
に
、
上
仙
を
檀
越
と
な
っ
て
供
養
す
る
橘
嫗
が
登
場
し
、
橘
嫗
は
転
生
し
て
皇
后
で
あ
る
橘
嘉
智
子
と
な

っ
た
と
い
う
話
が
加
え
ら
れ
て
い
る
�
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
天
皇
を
助
け
る
皇
后
と
し
て
の
玉
女
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
の
で

あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
嘉
智
子
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
玉
女
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
玉

女
と
如
意
輪
観
音
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
稿
で
は
、『
観
音
経
』
の
三
十
三
身
に
変
化
し
て
法
を
説
く
中
で
あ
ら
ゆ

る
婦
女
身
と
な
る
こ
と
、
如
意
輪
観
音
の
経
典
の
一
つ
解
脱
師
子
訳
『
都
表
如
意
摩
尼
転
輪
聖
王
次
第
念
誦
秘
密
最
要
略
法
』
に
、
真
言

の
三
昧
に
よ
っ
て
輪
王
の
七
宝
の
よ
う
な
功
徳
が
得
ら
れ
る
と
説
く
こ
と
か
ら
�
、
如
意
輪
観
音
と
玉
女
が
繋
が
る
こ
と
を
述
べ
た
。

本
稿
で
も
改
め
て
如
意
輪
観
音
と
玉
女
の
関
係
を
み
て
お
き
た
い
。
如
意
輪
観
音
の
特
徴
と
し
て
、
先
に
女
性
尊
と
い
う
性
格
を
内
包

す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
如
意
輪
観
音
の
も
う
一
面
を
み
て
お
こ
う
。
岩
本
裕
氏
は
、
如
意
輪
観
音
の
梵
語
名
「
チ
ャ
ク
ラ
ヴ

�

ァ
ル
テ
ィ＝

チ
ン
タ
ー
マ
ニ
」（cakravarticintām

ani

）
は
「
ど
こ
へ
で
も
自
由
に
転
が
っ
て
い
っ
て
、
衆
生
の
願
い
を
何
事
で
も
聴
き

と
ど
け
て
く
れ
る
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
るcakravarti（n

）
は
一
般
に
「
転
輪
聖
王
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
注

意
さ
れ
、
先
の
『
都
表
如
意
摩
尼
転
輪
聖
王
次
第
念
誦
秘
密
最
要
略
法
』
と
い
う
経
題
名
の
中
に
「
如
意
摩
尼
転
輪
聖
王
」
と
あ
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
る
�
。
ま
た
朴
亨
國
氏
は
、
如
意
輪
観
音
の
二
大
性
格
が
如
意
宝
珠
と
転
輪
で
あ
っ
た
と
し
、
如
意
輪
観
音
経
典
に
み
ら
れ

る
「
無
障
礙
観
世
音
」「
無
能
障
礙
観
世
音
」
と
い
う
名
称
は
、
転
輪
聖
王
が
持
っ
て
い
た
輪
が
転
が
っ
て
自
在
に
敵
を
破
砕
す
る
よ
う
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に
、
観
音
の
説
法
も
衆
生
の
迷
い
や
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
破
す
と
い
う
功
徳
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
名
称
と
思
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
�
。
こ
の

よ
う
に
如
意
輪
観
音
は
転
輪
聖
王
と
も
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
如
意
輪
観
音
と
玉
女
が
結
び
つ
く
最
も
明
瞭
な
史
料
で
あ
り
な
が
ら
、
前
稿
で
は
嘉
智
子
の
時
代
以
降
に
成
立
し
た
『
覚
禅
鈔
』

に
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
そ
の
出
典
が
不
明
瞭
な
こ
と
か
ら
十
分
に
検
討
し
な
か
っ
た
如
意
輪
観
音
の
記
事
�
を
取
り
上
げ
た
い
。

本
尊
の
王
の
玉
女
に
変
ず
る
事

又
云
は
く
、
邪
見
心
発
り
、
淫
欲
熾
盛
に
し
て
世
に
堕
落
す
べ
き
に
、
如
意
輪
わ
れ
王
の
玉
女
と
成
り
、
其
人
の
親
し
き
妻
妾
と
為

り
て
共
に
愛
を
生
じ
、
一
期
生
の
間
、
荘
厳
す
る
に
福
富
を
以
っ
て
し
、
無
辺
の
善
事
を
造
ら
せ
し
め
、
西
方
極
楽
浄
土
に
仏
道
を

成
さ
し
む
。

ま
さ
し
く
如
意
輪
観
音
が
王
（
転
輪
聖
王
）
の
玉
女
と
変
身
し
て
邪
心
を
治
め
、
一
生
の
間
妻
妾
と
な
っ
て
富
貴
を
約
束
し
、
西
方
浄
土

に
導
く
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
弥
永
信
美
氏
は
、
初
め
の
「
又
云
」
は
、
引
用
文
の
前
の
記
事
に
あ
る
「
別
本
軌
云
」
で
あ
る
と

し
、『
覚
禅
鈔
』
が
示
す
経
典
中
の

観
自
在
菩
薩
如
意
輪
瑜
伽
秘
密
念
誦
儀
軌
一
巻
無
訳
者

聖
如
意
輪
観
自
在
菩
薩
修
行
儀
軌
一
巻
無
訳
者

已
上
二
本
内
、
文
大
略
同
、
初
書
若
智
證
録
書
歟
可
尋
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と
い
う
二
本
の
い
づ
れ
か
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
、
興
然
（1121

〜1203

）・
覚
禅
（1143

〜1213

頃
）
の
時
代
か
ら

あ
ま
り
遠
く
な
い
時
期
に
日
本
で
偽
作
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
�
。
別
本
軌
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
弥
永
氏
の
考
え
に
賛
同
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
の
偽
作
と
断
定
す
る
の
に
は
躊
躇
さ
せ
ら
れ
る
。

中
国
に
お
い
て
も
変
化
観
音
の
中
で
は
比
較
的
新
し
く
登
場
し
た
如
意
輪
観
音
は
、
長
部
和
雄
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
不
空
時
代

以
降
に
密
教
が
庶
民
化
さ
れ
る
中
で
�
、
様
々
な
信
仰
の
展
開
を
見
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
如
意
輪
観
音
の
関
係
経
典
に
は
大
正
蔵

に
収
録
さ
れ
る
以
外
に
、『
金
輪
呪
王
経
』�
な
ど
実
態
の
不
明
な
も
の
あ
り
、
敦
煌
な
ど
に
は
『
別
行
』
な
る
も
の
が
残
り
、
そ
れ
を
円

仁
が
請
来
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
�
。
ま
た
上
記
儀
軌
に
つ
い
て
覚
禅
は
、「
可
尋
」
と
し
な
が
ら
も
二
本
の
う
ち
初
め
の
も
の
に
智

證
大
師
将
来
の
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
の
偽
作
と
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
り
、
中
国
で
如
意
輪
観
音
が
玉
女

に
変
身
す
る
考
え
が
生
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

加
え
て
、
先
に
指
摘
し
た
胎
蔵
曼
荼
羅
蓮
華
部
院
の
観
音
の
女
性
尊
と
し
て
の
性
格
は
、
不
空
以
後
に
こ
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
て
い

る
こ
と
を
思
わ
せ
る
象
徴
的
な
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
宝
思
惟
の
訳
と
さ
れ
る
が
�
経
と
み
な
さ
れ
て
い
る
『
観
世
音
菩
薩
如
意
摩
尼
輪

陀
羅
尼
念
誦
法
』
の
「
観
世
音
菩
薩
毘
倶
胝
地
結
法
」
の
一
文
で
あ
る
�
。
こ
こ
に
は
如
意
輪
観
音
の
他
経
典
に
は
み
ら
れ
な
い
「
若
し

女
人
懐
中
に
て
、
但
読
誦
す
れ
ば
必
ず
大
験
を
成
す
。
念
誦
の
時
ま
さ
に
聖
如
意
輪
菩
薩
の
形
相
を
憶
ひ
永
く
依
怙
と
な
す
べ
し
」
と
い

う
文
が
あ
り
、
毘
倶
胝
と
い
う
尊
名
の
入
る
章
の
中
に
、
女
人
が
懐
中
に
て
読
誦
し
、
あ
る
い
は
如
意
輪
菩
薩
の
姿
を
思
っ
て
念
誦
す
る

こ
と
の
功
徳
を
説
い
て
い
る
。
如
意
輪
観
音
が
女
性
尊
で
あ
る
毘
倶
胝
と
関
係
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
、
女
人
の
用
い
る
読
誦
法
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
女
人
が
念
誦
時
に
憶
う
如
意
輪
観
音
形
相
と
、
独
自
の
如
意
輪
観
音
と
女
性
と
の
関
わ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
如
意
輪
観
音
が
玉
女
に
変
身
す
る
考
え
が
生
み
出
さ
れ
る
環
境
の
一
つ
と
判
断
で
き
よ
う
。

ま
た
よ
り
観
音
と
女
身
と
の
直
接
的
な
関
係
を
示
す
の
は
、
不
空
の
弟
子
で
あ
る
含
光
の
毘
那
夜
迦
法
の
秘
儀
を
略
記
し
た
『
毘
那
夜
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迦
那
鉢
底
瑜
伽
悉
地
品
秘
要
』
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
菩
薩
此
の
身
を
其
の
婦
と
為
り
て
現
じ
、
し
か
し
て
勧
進
し
、
毘
那
夜
迦
を

し
て
障
礙
を
な
さ
ざ
ら
し
む
。
往
昔
の
因
縁
あ
る
こ
と
、
餘
部
説
の
如
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
�
。
こ
こ
で
い
う
菩
薩
は
十
一
面
観
音

の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
音
が
女
身
と
な
っ
て
毘
那
夜
迦
に
身
を
任
せ
る
こ
と
で
、
毘
那
夜
迦
を
善
神
に
導
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
如
意

輪
観
音
と
同
様
に
、
十
一
面
観
音
も
女
性
と
な
っ
て
救
済
す
る
と
い
う
共
通
性
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
�
。

こ
の
よ
う
に
、
観
音
が
女
身
に
変
身
す
る
と
い
う
思
考
は
中
国
で
醸
成
を
進
め
た
も
の
と
思
わ
れ
、
如
意
輪
観
音
と
玉
女
を
結
び
つ
け

る
思
考
は
、
不
空
以
後
に
生
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
中
国
で
こ
の
よ
う
に
新
た
に
展
開
し
た
如
意
輪
観
音
信
仰
が
、
あ
ま
り
時
を
お
か
ず
に
嘉
智
子
の
周
辺
に
届
く
環
境
が
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
前
稿
で
は
如
意
輪
観
音
と
玉
女
の
関
係
が
直
接
み
ら
れ
る
『
都
表
如
意
摩
尼
転
輪
聖
王
次
第
念
誦
秘
密

最
要
略
法
』
の
請
来
が
、
史
料
上
で
は
宗
叡
の
貞
観
七
年
（865

）
帰
朝
後
で
、
観
心
寺
像
造
像
以
後
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
円

猷
・
円
修
な
ど
の
請
来
を
考
え
た
�
。
し
か
し
、
厳
密
に
宗
叡
の
帰
朝
や
こ
の
経
典
の
請
来
を
待
た
な
け
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
女
性
と

密
接
に
結
び
つ
い
た
如
意
輪
観
音
信
仰
が
伝
来
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
時
代
に
は
、
承
和
の
遣
唐
使
の
帰
朝
（
承
和
六
年

八
月
二
十
七
日
条
）
の
成
果
も
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
前
稿
で
も
述
べ
た
が
、
宗
叡
・
円
猷
・
円
修
以
外
の
九
世
紀
の
入
唐
僧
た
ち

も
如
意
輪
観
音
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
空
海
を
は
じ
め
と
し
て
何
人
も
の
僧
に
見
出
せ
る
の
で
、
彼
ら
の
見
聞
が
伝
わ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
�
。
例
え
ば
、
先
述
の
『
如
意
輪
王
摩
尼
跋
陀
別
行
法
印
一
巻
』
を
も
た
ら
し
た
円
仁
は
、
開
成
四
年
（839

）
二
月
五
日

に
全
雅
か
ら
如
意
輪
壇
を
受
け
て
い
る
。
円
仁
の
『
在
唐
送
進
録
』
に
み
え
る
「
観
音
壇
様
一
張
」
は
、
田
中
本
『
諸
観
音
図
像
』
中
の

如
意
輪
曼
荼
羅
で
、
全
雅
伝
授
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
�
。
ま
た
円
珍
も
、
大
正
蔵
に
み
え
な
い

『
如
意
輪
勧
請
法
』
を
録
外
と
し
て
請
来
し
、「
上
智
慧
輪
三
蔵
書
」
に
は
恵
運
請
来
の
『
如
意
輪
蔵
要
略
一
巻
』
を
智
慧
輪
三
蔵
に
請
う

て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
入
唐
僧
た
ち
の
多
様
な
如
意
輪
観
音
へ
の
関
心
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
と
い
っ
て
も
嘉
智
子
が
唐
に
派
遣
し
た
恵
萼
が

承
和
九
年
（842

）
に
帰
朝
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
�
。
恵
萼
と
嘉
智
子
の
関
わ
り
は
、
彼
の
従
僧
と
し
て
嘉
智
子
の
母

方
氏
族
（
田
口
）
出
身
の
円
覚
が
い
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
恵
萼
は
、
円
仁
・
恵
運
と
も
交
わ
り
、
五
台
山
で
得
た
観
音
像

を
普
陀
洛
山
寺
に
祀
っ
た
と
い
う
観
音
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
、
唐
に
お
け
る
如
意
輪
観
音
信
仰
を
見
聞
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
近
年
の
外
交
史
の
研
究
に
よ
る
と
、
恵
萼
を
は
じ
め
と
し
て
入
唐
に
は
海
商
の
船
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て

お
り
、
海
商
た
ち
の
活
躍
か
ら
中
国
情
報
が
入
手
し
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
で
き
る
�
。

こ
の
章
を
ま
と
め
れ
ば
、
平
安
初
期
に
は
天
皇
・
皇
后
を
転
輪
聖
王
や
玉
女
と
み
な
す
考
え
方
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
不
空
以
後
の
密

教
の
中
で
顕
に
な
っ
た
如
意
輪
観
音
に
転
輪
聖
王
や
玉
女
を
読
み
込
も
う
と
す
る
考
え
が
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
嘉
智
子
を
中
心
に
述
べ
直
す
と
、
崩
伝
の
夢
や
前
世
譚
に
は
理
想
の
皇
后
と
し
て
の
玉
女
へ
の
意
識
が
確
認
で
き
、
そ
こ
に
玉
女
は

如
意
輪
観
音
が
変
身
し
た
も
の
と
す
る
考
え
が
結
び
つ
き
、
観
心
寺
像
を
造
像
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

三

制
作
期
と
御
願

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
上
で
、
観
心
寺
像
が
嘉
智
子
の
御
願
堂
の
本
尊
で
あ
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、
制
作
期
の
問
題
を
考
慮

し
な
が
ら
、
嘉
智
子
の
御
願
に
迫
り
た
い
。
ま
ず
制
作
期
に
関
す
る
先
学
の
研
究
を
み
て
お
こ
う
。

観
心
寺
像
の
造
像
年
代
お
よ
び
そ
の
制
作
目
的
に
つ
い
て
は
、『
日
本
彫
刻
史
基
礎
史
料
集
成

平
安
時
代

重
要
作
品
篇
三
』
の
西

川
新
次
氏
の
考
え
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
�
。
西
川
氏
は
、
観
心
寺
像
の
制
作
期
は
、
嵯
峨
院
太
皇
太
后
（
橘
嘉
智
子
）
の
崩
御
す
る
嘉

祥
三
年
（850

）
以
前
で
、
嵯
峨
太
上
天
皇
崩
御
を
契
機
と
考
え
て
承
和
九
年
（842
）
前
後
を
想
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
嵯
峨
院
の
不
予
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は
す
で
に
承
和
六
年
（
八
月
一
日
、
四
日
）
に
あ
り
、
承
和
七
年
（840

）
七
月
二
十
七
日
に
観
心
寺
三
綱
が
鐘
一
口
を
鋳
る
こ
と
を
檀

越
知
識
に
請
う
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
像
の
造
立
は
こ
の
頃
に
遡
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
�
。
ま
た
本
像
と
様
式
・
作
風

に
お
い
て
最
も
近
い
神
護
寺
五
大
虚
空
藏
菩
薩
像
の
製
作
年
代
は
承
和
七
年
五
月
か
ら
同
十
二
年
（845

）
と
考
え
ら
れ
、
観
心
寺
像
の

造
像
年
代
と
適
応
す
る
と
さ
れ
た
。

西
川
説
を
受
け
て
田
中
恵
氏
は
、
そ
の
工
房
は
官
と
繋
が
り
を
持
つ
と
さ
れ
、
新
た
な
観
点
と
し
て
、
講
堂
（
御
願
堂
）
は
真
紹
が
都

で
活
躍
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
神
護
寺
像
と
の
様
式
的
前
後
関
係
で
は
、
西
川
氏
が
先
行
す
る
と
考
え
た
の
に
対

し
て
遅
れ
る
と
判
断
さ
れ
、
造
像
の
契
機
を
仁
明
天
皇
が
崩
御
に
い
た
る
病
を
発
せ
ら
れ
た
嘉
祥
三
年
に
求
め
、
完
成
は
観
心
寺
に
あ
っ

た
工
房
を
考
慮
に
入
れ
て
斉
衡
年
間
（854

〜856

）
と
さ
れ
た
�
。

紺
野
敏
文
氏
も
西
川
説
に
立
っ
て
、『
東
宝
記
』
四
に
実
慧
が
嵯
峨
太
皇
太
后
に
承
和
八
年
に
潅
頂
を
授
け
た
と
す
る
記
事
を
の
せ
、

ま
た
そ
の
潅
頂
文
の
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
講
堂
造
営
が
始
ま
り
、
承
和
九
年
に
嵯
峨
太
上
天
皇
は
崩
御
さ
れ
る
の

で
完
成
は
急
が
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
承
和
十
年
に
は
完
成
し
て
い
た
と
考
え
た
�
。

伊
東
史
朗
氏
は
、『
観
心
寺
縁
起
資
財
帳
』
に
真
紹
が
「
厚
く
承
和
の
聖
主
の
恩
を
蒙
り
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
観
心
寺
は

仁
明
天
皇
と
関
係
が
深
い
と
し
、
嘉
祥
三
年
に
天
皇
崩
御
に
い
た
る
過
程
で
嵯
峨
院
太
皇
太
后
が
発
願
造
像
さ
れ
、
御
願
堂
た
る
講
堂
は

嘉
祥
三
年
頃
に
造
営
さ
れ
仏
眼
仏
母
・
弥
勒
・
如
意
輪
の
三
尊
は
こ
の
頃
に
開
眼
供
養
さ
れ
た
と
し
た
�
。

丸
山
士
郎
氏
は
、
寺
地
の
施
入
が
あ
っ
た
承
和
三
年
（836

）
説
を
主
張
す
る
。
理
由
は
、
仏
像
が
製
作
さ
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
図

像
が
ど
の
様
に
消
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
承
和
六
年
に
開
眼
供
養
さ
れ
る
東
寺
講
堂
諸
像
で
は
四
菩
薩
像
・
不
動
明
王
像

・
梵
天
像
が
観
心
寺
像
よ
り
先
行
し
、
四
明
王
像
と
四
天
王
像
は
観
心
寺
像
以
降
に
造
像
さ
れ
た
と
す
る
様
式
的
考
察
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
�
。
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以
上
、
制
作
年
代
に
対
す
る
見
解
を
ま
と
め
れ
ば
、
様
式
史
的
に
は
神
護
寺
像
と
の
前
後
関
係
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
承
和
九
年
の
嵯

峨
太
上
天
皇
崩
御
を
契
機
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
嘉
祥
三
年
の
仁
明
天
皇
崩
御
を
契
機
と
す
る
か
に
つ
い
て
意
見
が
分
か
れ
、
こ
れ
に
東

寺
講
堂
諸
像
と
の
様
式
史
的
関
係
の
考
察
を
基
に
真
紹
が
寺
地
を
要
請
し
た
承
和
三
年
を
想
定
す
る
丸
山
説
が
あ
る
。
た
だ
承
和
三
年
説

は
、
こ
の
年
は
寺
地
の
要
求
で
あ
り
、
真
紹
の
直
接
的
な
天
皇
と
の
関
与
は
ま
だ
な
く
、
作
風
比
較
も
異
尊
種
の
四
明
王
・
四
天
王
像
よ

り
も
、
神
護
寺
像
と
の
明
瞭
な
親
密
性
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
除
く
こ
と
に
す
る
。

拙
稿
も
基
本
的
に
西
川
説
に
基
づ
き
な
が
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
西
川
氏
・
紺
野
氏
の
嵯
峨
太
上
天
皇
崩
御
に
関
わ
っ
て
の
造
像
と
す

る
立
場
は
と
ら
ず
、
田
中
氏
お
よ
び
伊
東
氏
の
仁
明
天
皇
と
真
紹
の
関
係
を
重
視
す
る
見
解
に
立
つ
。
し
か
し
、
田
中
氏
が
完
成
を
斉
衡

年
間
と
す
る
説
は
や
は
り
神
護
寺
像
と
の
密
接
な
作
風
か
ら
は
納
得
し
が
た
い
。
伊
東
氏
が
仁
明
天
皇
崩
御
の
嘉
祥
三
年
頃
に
開
眼
供
養

さ
れ
た
と
す
る
の
は
、
作
風
的
な
可
能
性
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
採
ら
な
い
。
ま
た
仏
眼
仏
母
と
弥
勒

ま
で
同
時
期
の
作
と
さ
れ
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
�
。

要
す
る
に
先
学
の
説
に
対
し
て
は
、
造
像
の
契
機
と
考
え
ら
れ
た
嵯
峨
太
上
天
皇
と
仁
明
天
皇
の
二
つ
の
崩
御
あ
る
い
は
そ
の
過
程
と

は
関
係
な
く
造
像
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。
理
由
は
既
述
の
よ
う
に
、
神
護
寺
像
と
の
同
様
な
作
風
を
素
直
に
考
慮
す
る
こ
と
と
、
も
う
一

つ
は
や
は
り
こ
の
如
意
輪
観
音
像
の
女
性
性
に
あ
る
。
確
か
に
、
如
意
輪
観
音
は
病
気
平
癒
の
功
徳
も
あ
ろ
う
が
、
先
述
の
中
国
で
の
如

意
輪
観
音
信
仰
の
考
察
を
踏
ま
え
、
こ
の
よ
う
な
女
性
的
な
観
音
像
が
死
を
直
前
に
し
た
延
命
や
病
気
平
癒
、
あ
る
い
は
追
善
を
願
っ
て

造
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
嘉
智
子
の
造
像
の
願
い
は
何
で
あ
っ
た
か
を
探
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
以
上
に
重
視
し
た
い
の
は
、
度
々
触
れ
た
神
護
寺

像
と
観
心
寺
像
の
共
通
性
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
時
代
で
こ
れ
ほ
ど
似
た
作
風
の
像
は
他
に
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
同
一
作

者
あ
る
い
は
工
房
の
作
と
考
え
ら
れ
る
他
に
、
仁
明
天
皇
と
そ
の
母
嘉
智
子
が
関
わ
り
、
さ
ら
に
真
済
と
真
紹
と
い
う
真
言
僧
が
関
与
し
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て
い
る
と
い
う
極
め
て
近
い
条
件
で
造
像
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
�
。

こ
こ
で
さ
ら
に
考
慮
し
た
い
の
は
、
五
大
虚
空
蔵
と
如
意
輪
観
音
と
い
う
尊
格
の
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
、
共
に
九
世
紀
初
め
に
わ
が
国

に
伝
え
ら
れ
た
最
新
の
密
教
尊
で
あ
る
こ
と
が
注
目
で
き
る
。
神
護
寺
像
は
、
奈
良
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
虚
空
蔵
菩
薩
を
密
教
的
に

五
尊
に
展
開
し
た
尊
格
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
彫
像
と
考
え
ら
れ
る
。
観
心
寺
像
も
、
奈
良
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
二
臂
の
如
意
輪
観

音
�
を
密
教
的
な
六
臂
に
表
し
た
最
初
の
彫
像
で
あ
る
。
言
わ
ば
奈
良
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
両
菩
薩
の
ニ
ュ
ー
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

次
に
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
至
る
こ
の
二
尊
格
の
関
係
が
、
以
下
の
作
例
に
一
対
の
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
て
よ
い
。
東
大
寺
大
仏
の
両
脇
侍
と
し
て
の
虚
空
蔵
・（
如
意
輪
）
観
音
像
、
興
福
寺
東
金
堂
の
後
堂
東
面
の
釈
迦
三
尊
、
嵯
峨

上
皇
が
故
伊
予
親
王
と
そ
の
母
藤
原
吉
子
の
た
め
に
刻
ま
せ
た
白
檀
の
釈
迦
三
尊
が
そ
れ
で
あ
る
。
観
音
は
必
ず
し
も
如
意
輪
観
音
で
は

な
い
が
、
観
音
・
虚
空
蔵
が
一
対
の
尊
格
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
胎
蔵
曼
荼
羅
の
釈
迦
院
の
三
尊
も
観
音
・
虚
空
蔵

が
脇
侍
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
�
。

こ
の
よ
う
な
観
音
・
虚
空
蔵
を
一
対
と
す
る
流
れ
の
中
で
、
観
音
を
如
意
輪
観
音
に
特
定
し
、
仁
明
朝
に
お
け
る
最
新
の
姿
を
採
用
し

て
造
像
さ
れ
た
の
が
観
心
寺
・
神
護
寺
の
両
像
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
脇
侍
の
よ
う
な
明
瞭
な
一
対
性
は
な
い
が
、

作
風
・
願
主
・
関
係
僧
に
お
い
て
も
親
近
性
が
高
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
共
に
仁
明
天
皇
の
護
持
の
目
的
を
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
も
、
五

大
虚
空
蔵
・
如
意
輪
観
音
と
い
う
セ
ッ
ト
の
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
視
点
に
基
づ
き
、
観
心
寺
像
の
造
像
時
期
を
考
え
る
上
で
神
護
寺
像
の
造
像
経
過
を
参
考
と
し
た
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、
神
護
寺

像
の
制
作
事
情
は
、
安
置
さ
れ
る
宝
塔
院
と
関
連
し
て
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
。
宝
塔
院
は
、
仁
明
天
皇
御
願
で
真
済
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ

（『
神
護
寺
承
平
実
録
帳
』「
一
重
桧
皮
葺
毘
盧
遮
那
宝
塔
」）、
五
大
虚
空
蔵
が
安
置
さ
れ
た
（『
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
二
月
二
五
日
条
の
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真
済
伝
）。『
神
護
寺
最
略
記
』
に
は
、
承
和
三
年
勅
宣
で
同
七
年
（840

）
五
月
事
始
め
、
同
十
二
年
（845

）
完
成
と
み
え
る
�
。

勅
宣
と
さ
れ
る
承
和
三
年
は
、
真
済
が
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
た
年
で
あ
る
か
ら
、
実
慧
が
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。
承
和
七
年
、
正
月

に
真
済
は
内
供
奉
十
禅
師
に
補
任
さ
れ
、
十
二
月
に
実
恵
に
代
わ
っ
て
神
護
寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
�
。
よ
っ
て
、
承
和
三
年
の
仁
明
天

皇
の
発
願
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
承
和
七
年
五
月
の
事
始
め
は
、
真
済
の
正
月
の
内
供
奉
十
禅
師
補
任
と
十
二
月
の
神
護
寺
別
当
就
任

が
関
係
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
特
に
内
供
奉
十
禅
師
に
補
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
直
接
天
皇
の
護
持
に
関
わ
る
こ
と
を
任
さ
れ
る
立
場
に
立

つ
の
で
あ
る
か
ら
、
仁
明
天
皇
の
た
め
の
宝
塔
院
の
造
営
や
安
置
仏
の
造
像
を
動
か
す
契
機
と
し
て
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、

佐
々
木
守
俊
氏
�
が
述
べ
る
よ
う
に
真
済
の
『
五
部
肝
心
記
』
に
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
像
の
印
相
は
説
か
れ
て
い
る
か
ら
�
、
真
済
の
指
導

下
で
造
像
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

因
み
に
承
和
七
年
に
真
済
が
開
始
し
た
の
は
、
翌
年
八
年
の
干
支
が
辛
酉
に
当
た
る
こ
と
に
も
関
係
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
辛
酉
革
命
の
危
険
の
回
避
と
し
て
造
像
が
急
が
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
世
の
こ
と
な
が
ら
、
辛
酉
の
歳
を
無
事

に
過
ご
す
た
め
に
五
大
虚
空
蔵
法
が
修
さ
れ
て
い
る
例
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
�
、
こ
の
よ
う
な
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
の
功
徳
を
真
済

が
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ま
た
『
続
日
本
後
紀
』
の
承
和
八
年
は
仁
明
朝
で
唯
一
、
兵
事
が
卜
さ
れ
て
い
る
年
で
あ
り
、
辛
酉

革
命
は
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
�
。

以
上
、
神
護
寺
像
は
真
済
が
内
供
奉
十
禅
師
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
造
り
始
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
点
に

鑑
み
真
紹
の
内
供
奉
十
禅
師
の
補
任
の
事
情
を
探
っ
て
お
こ
う
。
小
山
田
和
夫
氏
は
実
恵
を
通
じ
て
真
済
と
真
紹
は
親
密
な
関
係
で
あ

り
、
真
済
が
承
和
十
年
（843

）
十
一
月
九
日
に
権
律
師
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
内
供
十
禅
師
を
退
き
、
そ
の
あ
と
の
内
供
奉
十
禅

師
を
真
紹
が
引
き
継
い
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
そ
し
て
真
紹
は
権
律
師
に
補
任
さ
れ
る
承
和
十
四
年
（847

）
四
月
二
十
三
日
ま
で

そ
の
任
に
あ
っ
た
。
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ま
た
真
紹
は
、
承
和
十
年
十
二
月
九
日
に
官
牒
が
東
寺
に
下
さ
れ
、
実
恵
か
ら
伝
法
潅
頂
職
位
を
十
二
月
十
三
日
に
東
寺
潅
頂
院
に
て

授
け
ら
れ
た
。
真
済
は
同
年
に
東
寺
二
長
者
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
真
紹
の
伝
法
潅
頂
職
位
を
授
か
っ
た
こ
と
と
共
に
、
実
恵
の
後
継
者

育
成
と
い
う
位
置
づ
け
が
小
山
田
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
内
供
奉
十
禅
師
補
任
を
契
機
と
し
て
、
真
済
・
真
紹
に
実
恵
か
ら

も
そ
れ
ぞ
れ
の
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
真
紹
は
真
済
か
ら
内
供
奉
十
禅
師
を
引
き
継
ぎ
で
い
る
の
で
あ
り
、
神
護
寺
像
が
こ
の
職
の
補
任
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
観
心
寺
像
の
造
像
契
機
も
、
承
和
十
年
と
類
推
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
見
解
に
立
つ
と
、
同
年
十
一
月
十
四
日
に
河
内
国
国
守

を
観
心
寺
別
当
に
定
め
る
と
い
う
太
政
官
符
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
で
き
る
�
。
こ
の
十
一
月
の
朝
廷
の
動
き
は
、
小
山
田
氏

が
真
紹
の
内
供
奉
十
禅
師
補
任
を
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
二
十
七
日
ま
で
の
間
と
絞
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
�
、
日
時
的
に
も
符
合
し
、

無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
嘉
智
子
に
と
っ
て
承
和
十
年
は
、
前
年
七
月
に
嵯
峨
太
上
上
皇
が
亡
く
な
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
皇
太
子
の
恒
貞
親

王
ら
が
謀
反
を
企
て
た
承
和
の
変
が
起
こ
る
と
い
う
世
情
不
安
な
折
で
あ
っ
た
�
。
こ
の
時
期
に
嘉
智
子
が
、
仁
明
天
皇
を
護
る
た
め
の

如
意
輪
観
音
造
像
の
発
願
が
あ
っ
て
も
然
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
観
心
寺
像
の
制
作
年
代
は
、
承
和
十
年
か
ら
嘉
智
子
の
崩
御
す
る
嘉
祥
三
年
の
間
と
な
る
が
、
仁
明
天

皇
の
護
持
と
い
う
嘉
智
子
の
御
願
か
ら
す
れ
ば
、
承
和
十
年
の
造
像
開
始
に
伴
い
出
来
る
だ
け
速
や
か
に
完
成
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
測

出
来
よ
う
。

― ３５ ― 観心寺如意輪観音坐像追考



お

わ

り

に

一
・
二
章
で
は
観
心
寺
像
の
女
性
性
か
ら
、
玉
女
を
通
し
て
嘉
智
子
の
望
む
皇
后
像
と
如
意
輪
観
音
と
が
結
び
つ
き
、
観
心
寺
像
の
女

性
性
の
中
に
理
想
の
皇
后
と
し
て
の
玉
女
の
姿
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
三
章
で
は
、
観
心
寺
像
の
造
像
が
承
和
十
年
を

契
機
と
す
る
と
し
た
。
こ
こ
で
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
承
和
十
年
は
嘉
智
子
は
既
に
皇
后
を
退
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
嘉
智
子
の
崩
伝
に
母
子
草
の
例
え
が
み
ら
れ
、
同
じ
嘉
祥
三
年
に
仁
明
天
皇
の
後
を
追
う
よ
う
に
亡
く
な
る
よ
う
に
�
、

嘉
智
子
は
母
后
と
し
て
病
弱
な
仁
明
天
皇
を
生
涯
に
わ
た
り
一
体
と
な
っ
て
支
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
仁
明
天
皇
代
に
は
立
后
が
な

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
�
、
観
心
寺
像
に
は
皇
后
の
役
割
を
包
括
す
る
母
后
と
し
て
の
理
想
の
姿
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
�
。

注�

拙
稿
「
観
心
寺
如
意
輪
観
音
像
と
檀
林
皇
后
の
夢
」
笠
井
昌
昭
編
『
文
化
史
学
の
挑
戦
』
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
五

�

拙
稿
「
平
安
初
期
仏
像
に
み
る
女
性
性
」『
週
刊

新
発
見
！
日
本
の
歴
史
一
四

平
安
時
代
二

平
安
仏
教
と
王
権
の
変
容
』
朝
日
新
聞
出
版

二
〇
一
三

観
音
の
女
性
性
に
関
し
て
は
、
弥
永
信
美
「
如
意
輪
観
音
と
女
性
性
」『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
』
八

二
〇
〇
一
、
同
『
観
音
変
容
譚
』

法
蔵
館

二
〇
〇
二
、
岩
崎
和
子
「
観
音
像
に
見
ら
れ
る
女
性
像
」『
歴
史
評
論
』
七
〇
八

二
〇
〇
九
、
拙
稿
「
向
源
寺
蔵

木
造
十
一
面
観

音
菩
薩
立
像
」『
国
華
』
一
四
〇
七

二
〇
一
三
、
な
ど
も
参
照
願
い
た
い
。

�

片
膝
を
立
て
る
坐
方
が
女
性
特
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
山
折
哲
雄
『
坐
の
文
化
論
』
佼
成
出
版
社

一
九
八
一
、
を
参
照
。

�

石
田
尚
豊
『
曼
荼
羅
の
研
究
』
東
京
美
術

一
九
七
五

観心寺如意輪観音坐像追考 ― ３６ ―



�

大
正
蔵
一
八

七
ａ
「
聖
者
多
羅
尊
、
青
白
色
相
雑
、
中
年
女
人
状
、
合
掌
持
青
蓮
」。
大
正
蔵
三
九

六
三
二
ａ
・
ｂ
「
畫
多
羅
菩
薩
、
凡
諸

聖
者
皆
面
向
大
日
、
今
言
観
音
右
辺
、
即
是
座
西
、
他
皆
倣
此
、
此
是
観
自
在
三
昧
、
故
作
女
人
像
、
多
羅
是
眼
義
、
青
蓮
華
是
浄
無
垢
義
、
以

如
是
普
眼
摂
受
群
生
、
既
不
先
時
亦
不
後
時
、
故
作
中
年
女
人
状
、
不
太
老
太
少
也
」

注
�
に
加
え
て
、
観
音
の
女
性
性
に
関
し
て
は
、
岩
本
裕
『
仏
教
説
話
研
究
第
三
巻

仏
教
説
話
の
伝
承
と
信
仰
』
開
明
書
院

一
九
七
八
、

の
第
四
章
・
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
岩
本
裕
氏
は
、
イ
ン
ド
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
観
音
は
も
と
は
女
性
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
仏
教
の
諸
尊

（
仏
・
菩
薩
・
明
王
・
天
）
の
中
で
最
も
女
性
的
な
容
姿
を
持
っ
て
い
る
事
実
、
持
物
と
し
て
女
性
の
象
徴
で
あ
る
蕾
形
の
蓮
華
を
持
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
変
成
男
子
の
教
説
か
ら
男
性
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
観
音
に
お
い

て
も
准
胝
観
音
や
葉
衣
観
音
は
も
と
も
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
女
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�
『
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
四
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
八
四
、
一
六
九
〜
一
七
一
頁
に
多
羅
菩
薩
が
中
年
女
人
の
姿
を
と
る
こ
と
の
意
味
を
述
べ

て
い
る
。

�

大
正
図
一

二
四
〜
二
六

如
意
輪
観
音
が
女
性
尊
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
『
幸
心
鈔
』
に
清
瀧
御
事
と
し
て
、
そ
の
御
正
体
は
僧
形
は
准
胝
に
、
女
形
は
如
意
輪
に
あ

て
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
は
「
如
女
示
現
観
世
音
者
、
六
観
音
中
何
乎
、
答
、
女
女
示
現
観
世
音
者
如
意
輪
也
…
応
知
以
如
意
輪
為
六
観
音
総
体
」

と
し
て
い
る
。

�

田
中
公
明
『
敦
煌

密
教
と
美
術
』
法
蔵
館

二
〇
〇
〇
、
第
三
章
及
び
同
著
『
両
界
曼
荼
羅
の
誕
生
』
春
秋
社

二
〇
〇
四

�

注
�
。
以
下
の
本
文
中
の
前
稿
は
す
べ
て
注
�
を
さ
す
。

�

大
正
蔵
一
八

七
二
六
ｃ
。
空
海
の
『
三
学
録
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

	

倉
本
尚
徳
「
北
朝
造
像
銘
に
お
け
る
転
輪
王
関
係
の
用
語
の
出
現
」『
印
仏
研
』
六
〇
巻
一
号

二
〇
一
一




苫
米
地
誠
一
「
真
言
密
教
に
お
け
る
護
国
」『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究

第
一
部
初
期
真
言
密
教
教
学
の
形
成
』
ノ
ン
ブ
ル
社

二
〇
〇
八

�
『
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
六
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
八
四
所
収
、『
性
霊
集
』
第
六
「
右
将
軍
良
納
言
為
開
府
儀
同
三
司
左
僕
射
設
大
祥
斎
願

文
」、
第
九
「
大
僧
都
空
海
嬰
疾
上
表
辞
職
状
」、
第
九
「
高
野
建
立
初
結
界
時
敬
白
文
」、
第
四
「
献
梵
字
�
雑
文
表
」
な
ど

『
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
一
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
八
三
所
収
、『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
巻
二

�
『
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
一
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
八
三
所
収
、『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
巻
二
、
一
八
七
〜
二
一
二
頁



朝
枝
善
照
「
日
本
霊
異
記
に
み
ら
れ
る
聖
君
問
答
の
意
義
」『
平
安
初
期
仏
教
史
研
究
』
永
田
文
昌
堂

一
九
八
〇

― ３７ ― 観心寺如意輪観音坐像追考



�
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
五
月
五
日
条

�

大
正
蔵
二
〇

二
一
七
ｂ

�

注
�
岩
本
前
掲
書
、「
第
二
章

七
観
音
」

�

朴
亨
國
「
如
意
輪
観
音
像
の
成
立
と
展
開
│
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
・
中
国
│
」『
仏
教
芸
術
』
二
六
二

二
〇
〇
二

�

大
正
図
四

八
六
六
ｂ

本
尊
変
王
玉
女
事

又
云
発
邪
見
心
、
婬
欲
熾
盛
可
堕
落
於
世
、
如
意
輪
我
成
王
玉
女
、
為
其
人
親
妻
妾
共
生
愛
、
一
期
生
間
、
荘
厳
以
福
貴
、
令
造
無
辺
善
事
、

西
方
極
楽
浄
土
令
成
仏
道
、
莫
生
疑
云
々

�

弥
永
信
美
「
如
意
輪
観
音
と
女
性
性
」『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
』
八

二
〇
〇
一
。
弥
永
氏
が
日
本
語
的
な
用
語
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
和
訳
を
施
さ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。『
覚
禅
鈔
』
如
意
輪
上
（
大
正
図
四
、
八
五
五
ｂ
）
で

は
、
後
者
の
軌
に
「
持
本
」
の
割
書
が
入
る
。
文
中
引
用
は
、
如
意
輪
下
の
も
の
（
大
正
図
四
、
八
六
四
ｃ
）。

�

長
部
和
雄
「
漢
訳
如
意
輪
法
軌
に
関
す
る
研
究
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
九

一
九
六
六

	
『
覚
禅
鈔
』
に
は
、「
観
自
在
菩
薩
如
意
摩
尼
転
輪
聖
王
金
輪
呪
王
経
一
巻
〈
法
務
御
抄
云
、
無
諸
家
録
、
但
諸
師
引
用
之
〉」（
大
正
図
四

八
五

五
ｂ
）
と
あ
り
、
四
臂
・
八
臂
・
十
臂
・
十
二
臂
な
ど
の
図
像
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
全
容
他
は
不
明
で
あ
る
。



『
覚
禅
鈔
』
に
は
、「
如
意
輪
王
摩
尼
跋
陀
別
行
法
印
一
巻
〈
慈
、
秘
録
無
之
〉」
と
あ
る
。
円
仁
の
『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』
に
は
、
長
安
に
お

い
て
不
空
訳
の
如
意
輪
観
音
経
軌
に
加
え
て
、
訳
者
不
明
の
「
如
意
輪
王
摩
尼
跋
陀
別
行
法
印
一
巻
」
と
い
う
他
に
は
見
え
な
い
経
を
得
て
い
る

が
こ
れ
に
比
定
で
き
よ
う
。
ま
た
『
敦
煌
法
藏
』
に
収
録
さ
れ
る
中
国
撰
述
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、「
観
世
音
菩
薩
如
意
輪
陀
羅
尼
：
別

行
法
」、「
観
世
音
菩
薩
如
意
輪
陀
羅
尼
章
句
咒
」、「
如
意
輪
王
摩
尼
別
行
法
印
」
な
ど
が
み
ら
れ
、
同
一
の
経
軌
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
と

と
も
に
、
長
部
氏
の
指
摘
の
不
空
以
降
で
は
、
大
正
蔵
に
収
録
さ
れ
る
如
意
輪
観
音
経
軌
か
ら
展
開
し
た
新
た
な
如
意
輪
観
音
信
仰
の
高
ま
り
が

あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

�

大
正
蔵
二
〇

二
〇
三
ａ
「
若
於
女
人
懐
中
、
但
読
誦
必
成
大
験
、
念
誦
之
時
當
憶
聖
如
意
輪
菩
薩
形
相
永
作
依
怙
」

�

含
光
記
『
毘
那
夜
迦
那
鉢
底
瑜
伽
悉
地
品
秘
要
』（
大
正
蔵
二
一

三
二
一
ｃ
）
の
「
毘
那
夜
迦
生
歓
喜
心
双
身
真
言
」
を
字
義
的
に
解
釈
す
る

中
で
述
べ
ら
れ
る
。
壁
瀬
灌
雄
「
毘
那
夜
迦
伽
那
鉢
考
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
三
四
六

一
九
五
三
、
彌
永
信
美
「

象
頭
神
の
歓
喜
」『
観
音
変

容
譚
│
仏
教
神
話
学
�
│
』
法
蔵
館

二
〇
〇
二
、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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�

拙
稿
「
向
源
寺
蔵

木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」『
国
華
』
一
四
〇
七

二
〇
一
三

�

注
�
拙
稿

�

空
海
『
請
来
目
録
』
に
は
、「
如
意
輪
念
誦
法
」「
観
自
在
菩
薩
如
意
輪
瑜
伽
」
の
他
に
、
貞
元
目
録
に
載
ら
な
い
も
の
と
し
て
「
如
意
輪
観
門
義

注
秘
訣
」
が
み
え
る
。

�

注
�
参
照
。

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
開
成
四
年
（839

）
二
月
五
日
条
。
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
鈴
木
学
術
財
団

一
九
六
九
、
の
開

成
四
年
（839
）
二
月
五
日
条
の
注
釈
、
石
田
尚
豊
「
円
仁
の
揚
州
求
法
に
つ
い
て
」『
青
山
史
学
』
八

一
九
八
四
。

�

恵
萼
に
つ
い
て
は
、
橋
本
進
吉
「
恵
萼
和
尚
年
譜
」『
伝
記
・
典
籍
研
究
』
岩
波
書
店

一
九
七
二
、
高
木
�
元
「
唐
僧
義
空
の
来
朝
を
め
ぐ
る

諸
問
題
」『
空
海
思
想
の
書
誌
的
研
究

高
木
�
元
著
作
集
四
』
法
藏
館

一
九
九
〇
、
及
び
注
	
の
研
究
を
参
考
と
し
た
。
彼
は
三
度
の
入
唐

を
果
た
し
て
い
る
。


八
四
〇
年
入
唐
│
八
四
二
年
帰
朝
、
�
八
四
三
年
頃
入
唐
│
八
四
七
年
帰
朝
、
�
八
四
八
年
頃
入
唐
│
八
四
九
年
帰
朝

	

こ
の
時
期
の
活
発
な
日
中
間
の
往
来
に
関
し
て
は
、
佐
伯
有
清
『
最
後
の
遣
唐
使
』
講
談
社

一
九
七
八
、
榎
本
渉
『
選
書
日
本
中
世
史
４

僧

侶
と
海
商
た
ち
の
東
シ
ナ
海
』
講
談
社

二
〇
一
〇
、
田
中
史
生
『
国
際
交
易
と
古
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
二
な
ど
参
照
。


『
日
本
彫
刻
史
基
礎
史
料
集
成

平
安
時
代

重
要
作
品
篇
三
』
中
央
公
論
美
術
出
版

一
九
七
七

�

承
和
七
年
に
鐘
を
鋳
造
す
る
こ
と
は
観
心
寺
の
完
成
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
ま
で
に
御
願
堂
も
完
成
し
て
い
た
可
能
性

を
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
嘉
智
子
の
勅
願
堂
を
観
心
寺
の
完
成
と
一
体
の
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

�

田
中
恵
「
観
心
寺
草
創
期
の
造
仏
と
真
紹
」『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
四
一
巻
二
号

一
九
八
二

�

紺
野
敏
文
「
観
心
寺
如
意
輪
観
音
像
の
風
景
」『
日
本
美
術
全
集
第
五
巻

密
教
寺
院
と
仏
像
』
講
談
社

一
九
九
二

紺
野
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
『
嵯
峨
太
上
大
后
潅
頂
文
』（『
弘
法
大
師
諸
弟
子
全
集
』
巻
上
）
は
、「
観
音
菩
薩
也
応
陶
御
身
授
秘
密
仏
戒
於

七
宝
之
珠
臺
」
な
る
表
現
が
入
り
、
嘉
智
子
と
観
音
の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
、
極
め
て
魅
力
的
な
史
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
本
昌
弘
氏

（「
嵯
峨
天
皇
の
潅
頂
と
空
海
」『
関
西
大
学

文
學
論
集
』
五
六
巻
三
号

二
〇
〇
七
）
が
実
恵
の
著
作
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

『
平
城
天
皇
潅
頂
文
』
と
一
致
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
慎
重
に
扱
い
た
い
。

�

伊
東
史
朗
「
真
言
密
教
彫
像
論
」『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術

神
護
寺
と
室
生
寺
』
小
学
館

一
九
九
二

�

丸
山
士
郎
「
東
寺
講
堂
諸
像
と
承
和
前
期
の
作
風
」『M

U
SEU

M

』
五
三
二

一
九
九
五

�

こ
の
二
尊
像
は
、
久
野
健
「
観
心
寺
の
平
安
初
期
仏
像
に
つ
い
て
」『
國
華
』
九
六
一

一
九
七
三
、
に
よ
り
尊
名
比
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
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こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
根
拠
の
他
に
、
仏
眼
仏
母
像
に
関
し
て
は
、
宗
叡
請
来
と
さ
れ
る
「
理
趣
経
十
八
会
曼
荼
羅
」（
大
正
図
五

七
九
五
）

で
同
じ
図
像
が
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
宗
叡
は
貞
観
七
年
（865

）
に
帰
朝
し
、
貞
観
十
年
（869

）
に
真

紹
か
ら
本
寺
を
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
、
こ
の
頃
の
造
像
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

�

観
心
寺
像
は
注
�
、
神
護
寺
像
は
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
史
料
集
成

平
安
時
代

重
要
作
品
篇
二
』
中
央
公
論
美
術
出
版

一
九
七
六
、
を
参

照
。

�
『
性
霊
集
』
に
は
、
空
海
が
五
大
虚
空
蔵
の
画
像
を
作
制
し
た
こ
と
が
み
え
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
七
一

三
一
一
）。

奈
良
時
代
の
（
如
意
輪
）
観
音
は
、
観
音
が
説
く
如
意
輪
陀
羅
尼
の
信
仰
で
あ
り
、
未
だ
明
確
に
如
意
輪
観
音
と
し
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
二
臂
像
を
説
く
菩
提
流
志
訳
（
�
一
〇
八
〇
）、
義
浄
訳
（
�
一
〇
八
一
）、
実
叉
難
陀
訳
（
�
一
〇
八
二
）、
宝
思

惟
訳
（
�
一
〇
八
三
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
拙
稿
「
奈
良
時
代
の
「
如
意
輪
」
観
音
信
仰
と
そ
の
造
像
│
石
山
寺
像
を
中
心
に
│
」

『
美
術
研
究
』
三
五
三

一
九
九
二
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�
『
小
野
玄
妙
仏
教
芸
術
著
作
集
』
第
三
巻
・
八
篇
二
章
、
開
明
書
院

一
九
七
七
、
初
出
は
『
佛
教
之
美
術
及
歴
史
』
仏
書
研
究
会

一
九
一
六
。

田
村
寛
康
「
奈
良
時
代
東
大
寺
盧
遮
那
仏
の
両
脇
侍
像
に
つ
い
て
」『
仏
教
芸
術
』
一
二
〇

一
九
七
八

�

注
�
参
照

�

小
山
田
和
夫
「
真
済
に
つ
い
て
│
実
恵
・
真
紹
と
の
関
係
」『
立
正
史
学
』
四
二

一
九
七
八

�

佐
々
木
守
俊
「
神
護
寺
五
大
虚
空
蔵
菩
薩
坐
像
の
図
像
に
つ
て
」『
美
術
史
』
一
四
七

一
九
九
九

	

大
正
蔵
七
八

三
八



『
覚
禅
鈔
』
五
大
虚
空
蔵
法
（
大
正
図
５

四
五
ｂ
・
四
八
ｂ
│
ｃ
）
は
、
治
安
元
年
（1021

）
に
小
野
僧
正
仁
海
が
除
災
の
た
め
に
初
め
て
金

門
鳥
敏
法
（＝

五
大
虚
空
蔵
法
、
か
の
と
と
り
の
ほ
う
）
を
修
し
た
と
す
る
。
尚
、
高
雄
山
神
護
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
寺
宝
紹
介
に
「
金
門
鳥
敏

法
」
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

�
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
五
月
三
日
条
、
同
年
六
月
二
十
二
日
条
の
二
例
の
み
。
共
に
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
の
神
霊
池
の
水
が
減
っ
た
こ
と
を
占

う
と
、
旱
疫
と
兵
乱
が
あ
る
と
出
た
と
あ
る
。

�

真
紹
に
関
し
て
は
、
注
�
小
山
田
前
掲
論
文
、
お
よ
び
同
氏
「
禅
林
寺
創
建
と
真
紹
」『
古
代
文
化
』
二
八
三

一
九
八
二
、
参
照
。
小
山
田
氏

は
、
こ
の
親
密
な
関
係
か
ら
、
真
紹
は
神
護
寺
の
梵
鐘
（
貞
観
一
七
年
銘
）
の
発
願
者
で
あ
る
と
さ
れ
た
。



注
�
に
同
じ
。
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�

佐
藤
全
敏
氏
は
日
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
報
告
（
二
〇
一
三
年
九
月
二
十
二
日
）
に
お
い
て
、「
観
心
寺
如
意
輪
観
音
像

再
考
」
と
い
う
発

表
を
さ
れ
た
。
小
生
は
こ
の
発
表
を
直
接
お
聞
き
し
て
い
な
い
が
、
発
表
の
際
に
配
布
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と
、
観
心
寺
像
の
造
像
は
承
和
十
年

を
契
機
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
年
に
、
小
規
模
な
私
寺
に
俗
別
当
と
し
て
河
内
国
国
守
を
当
て
ら
れ

た
の
は
、
嘉
智
子
の
御
願
堂
が
造
営
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
真
紹
が
内
供
奉
十
禅
師
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し

た
も
の
と
考
え
る
ほ
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
俗
別
当
と
い
う
拙
稿
と
は
別
の
視
点
か
ら
精
緻
に
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
た
興
味
深
い
御
発
表
で
、
結

論
的
に
は
拙
稿
と
同
じ
と
な
っ
て
い
る
。
成
稿
を
待
ち
た
い
。

『
観
心
寺
勘
録
縁
起
資
材
帳
』（
元
慶
七
年
〈883

〉）
所
引
、
承
和
十
年
十
一
月
十
四
日
付
太
政
官
符
。

�

注
�
に
同
じ
。

�

遠
藤
慶
太
「『
続
日
本
後
紀
』
と
承
和
の
変
」『
古
代
文
化
』
四
九
四

二
〇
〇
〇
、
に
よ
る
と
、
承
和
の
変
の
あ
と
、
嘉
智
子
と
藤
原
良
房
は
嵯

峨
上
皇
の
遺
詔
を
二
度
に
わ
た
っ
て
否
定
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
特
に
承
和
十
一
年
八
月
五
日
の
先
霊
（
嵯
峨
）
の
祟
り
の
処
理
が
議
論
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
承
和
の
変
後
い
ま
だ
安
定
期
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

�

仁
明
天
皇
が
病
弱
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
続
日
本
後
紀
』
の
崩
伝
や
、
度
々
み
え
る
不
予
の
記
事
で
明
ら
か
で
あ
る
。
仁
明
天
皇
の
母
后
に
対
す

る
態
度
は
、
嘉
智
子
へ
の
朝
勤
に
表
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
遠
藤
前
掲
論
文

注
�
）。

こ
な
も
ち

嘉
智
子
崩
伝
で
は
、
民
間
に
お
い
て
母
子
草
（
春
の
七
草
の
一
つ
の
ご
ぎ
ょ
う
）
で
�
を
作
る
こ
と
を
や
め
た
と
い
う
流
言
が
あ
っ
た
こ
と
を

の
せ
、
母
子
の
親
密
な
関
係
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
嘉
祥
三
年
二
月
十
九
日
に
は
、
天
皇
の
こ
と
を
心
配
す
る
あ
ま
り
、
何
度
も
悶
絶
し
た
と
あ

り
、
崩
御
の
二
日
後
の
三
月
二
十
三
日
に
は
、
病
を
得
て
出
家
し
自
身
も
五
月
四
日
に
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。

�

嘉
智
子
の
母
后
と
し
て
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
保
立
道
久
『
平
安
王
朝
』
岩
波
新
書
四
六
九

一
九
九
六
、
西
野
悠
紀
子
「
母
后
と

皇
后
│
九
世
紀
を
中
心
に
│
」
前
近
代
女
性
史
研
究
会
編
『
家
・
社
会
・
女
性
│
古
代
か
ら
中
世
へ
│
』
吉
川
弘
文
館

一
九
九
七
、
な
ど
の
研

究
か
ら
、
そ
の
役
割
が
歴
史
的
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�

観
心
寺
像
の
年
齢
を
想
定
し
て
み
る
と
若
く
も
な
く
老
い
も
せ
ず
、
そ
の
ふ
く
よ
か
さ
か
ら
は
あ
る
程
度
年
齢
を
重
ね
た
女
性
が
思
わ
れ
、
そ
れ

は
母
后
と
し
て
の
理
想
の
イ
メ
ー
ジ
に
相
応
し
く
思
え
る
。
そ
し
て
こ
の
年
齢
設
定
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
多
羅
菩
薩
が
『
大
日
経
』
な
ど
で
中

年
女
人
の
状
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
嘉
智
子
は
承
和
十
年
は
五
八
歳
で
あ

る
。尚

、
守
覚
親
王
（1150

〜1202

）
の
『
御
記
』（
大
正
蔵
七
八

六
一
六
ａ
）
に
よ
れ
ば
、
仁
明
天
皇
か
ら
二
代
後
の
清
和
天
皇
代
に
真
然
僧
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正
に
よ
り
毎
日
如
意
輪
御
供
養
法
が
お
こ
な
わ
れ
、
次
の
陽
成
院
の
時
に
も
智
泉
大
徳
に
よ
る
長
日
如
意
輪
供
養
法
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。

清
和
天
皇
毎
日
如
意
輪
御
供
養
法
御
指
合
之
時
。
以
眞
然
僧
正
被
仰
付
之
。
毎
月
如
意
輪
一
體
御
宸
作
同
御
供
養
云
云

陽
成
院
同
如
意
輪

供
養
法
長
日
有
御
勤
。
御
差
合
之
時
。
智
泉
大
徳
奉
之
云
云

こ
の
記
事
か
ら
平
安
初
期
、
真
言
宗
に
お
い
て
は
特
に
天
皇
に
関
し
て
如
意
輪
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
状
況
が
想
定
で
き
る
が
、
そ
の
初
例

と
し
て
嘉
智
子
の
如
意
輪
観
音
造
像
が
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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