
西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素

韓

枝

延

一　
は
じ
め
に

　
西
北
印
度
地
域
は
歴
史
的
に
み
て
ク
シ
ャ
ン
王
朝
の
占
領
地
で
あ
っ
た
と
同

時
に
、
仏
教
が
東
ア
ジ
ア
に
伝
播
す
る
過
程
に
お
い
て
、
重
要
な
拠
点
地
の
役

割

を
果
た
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
東
西
を
連
結
す
る

地
政

学
的
位
置
に
よ
っ
て
、
仏
教
思
想
だ
け
で
は
な
く
新
し
い
文
化
を
量
産
し

て

は
、
そ
の
拡
散
を
も
主
導
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
形
成
さ

れ
た
仏
教
文
化
は
、
西
域
が
主
道
と
し
て
利
用
さ
れ
、
中
国
、
韓
国
、
日
本
に

ま
で
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
西
北
印
度
　
西
域
ー
中
国
へ
と
達
す
る
、

仏
教
思
想
の
流
れ
と
文
化
の
拡
散
は
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
特
性
を
研
究
す
る
た

め

の
、
重
要
な
地
域
仏
教
史
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
地
域
の
特
性
上
、
研
究
へ
の
困
難
が
伴
わ
れ
る
た
め
、
簡
単
に
は
研
究
し
得

な
い
状
況
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
法
華
信
仰
と
い
う
と
、
大
き
く
二
つ
の
要
素
に
分
類
す
る
こ
と

西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

が

で
き
よ
う
。
　
一
つ
目
は
『
：
t
i
｛
i
M
V
m
p
』
　
（
S
a
d
d
h
a
r
m
a
p
u
p
d
a
r
i
k
a
－
S
U
t
r
a
）

そ

の

も
の
に
対
す
る
信
仰
で
あ
り
、
二
つ
目
は
『
法
華
経
』
の
な
か
に
言
及
さ

れ
て
い
る
信
仰
的
要
素
が
文
化
的
に
発
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
目
に
該
当

す

る
方
式
は
、
主
に
受
持
・
読
調
を
は
じ
め
、
そ
の
ほ
か
に
焼
身
・
焼
指
供
養
、

聞
経
供
養
な
ど
が
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
。
本
稿
で
は
、
主
に
二
つ
目

に

該

当
す
る
部
分
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
範
囲
は
、
地
域
的

に

は
西
北
印
度
お
よ
び
古
代
オ
ア
シ
ス
国
家
で
あ
っ
た
庫
車
国
を
中
心
に
、
法

華
信
仰
的
要
素
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
西
北

印
度
、
な
か
で
も
と
く
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
は
、
仏
像
誕
生
地
の
1
つ

と
し
て
数
多
く
の
仏
教
文
化
が
成
立
し
た
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
地
域

に

対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
学
者
た
ち
が
発
掘
調
査
お
よ
び
美
術
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

接
近
方
式
に
立
脚
し
た
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
域
地
域
に
対
す
る

研
究
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
始
め
に
か
け
て
、
西
欧
列
強
の
探
検
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ニ

に

よ
っ
て
記
さ
れ
た
報
告
書
を
も
と
に
美
術
史
的
接
近
が
主
に
行
わ
れ
た
。
こ

れ
に
反
し
て
仏
教
史
的
接
近
と
な
る
と
、
そ
の
研
究
に
不
備
な
側
面
が
あ
る
こ

四
七
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と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
全
般
に
わ
た
っ
て
、
信
仰
的

な
側
面
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
大
き
な
基
盤
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
法
華

信
仰
を
中
心
に
、
西
北
印
度
と
西
域
地
域
と
に
お
け
る
法
華
的
要
素
を
探
っ
て

み

る
こ
と
に
す
る
。

二
　
西
北
印
度
の
法
華
信
仰

　

ガ
ン
ダ
ー
i
b
　
（
G
a
n
d
h
a
r
a
）
は
、
イ
ン
ダ
ス
川
の
上
流
に
位
置
し
て
い
る

だ

け
あ
っ
て
、
そ
の
文
化
は
印
度
の
本
土
と
は
異
な
っ
た
特
質
を
持
っ
て
い
た
。

玄
装
に
よ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
範
囲
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ク
ナ
－
ル
川
と
パ

キ
ス
タ
ン
の
イ
ン
ダ
ス
川
の
間
で
、
現
在
の
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
　
（
P
e
s
h
a
w
a
r
）

に

属
す
る
。
そ
し
て
現
在
で
は
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
、
タ
キ
シ
ラ
（
弓
o
×
一
」
巴
、

ペ

シ
ャ
ワ
ー
ル
盆
地
の
北
側
を
越
え
た
向
こ
う
側
の
ス
ワ
ッ
ト
　
（
S
w
a
t
）
、
ア

フ

ガ

ニ
ス

タ
ン
の
東
部
ま
で
を
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
と
拡
大
し
て
い
る
．
こ
れ
は

同
l
性
を
も
っ
た
文
化
性
格
を
も
と
に
、
地
域
分
類
を
行
っ
た
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ガ
ン
ダ
ー
ラ
文
化
は
、
西
北
印
度
文
化
圏
と
代
表
さ
れ
て
い
る

が
、
ま
さ
に
こ
の
地
域
を
中
心
に
ク
シ
ャ
ン
王
朝
が
成
立
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ク
シ
ャ
ン
王
朝
の
文
化
発
現
が
直
ち
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
概
念
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
の
展
開
に
お
い
て
は
、
主
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
に
力
点
を
置

く
こ
と
に
す
る
。

四

八

　

（

D
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
の
寺
院
形
態
と
法
華
信
仰
と
の
関
係

　
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
域
に
お
け
る
寺
院
形
態
は
、
主
に
主
塔
を
中
心
と
す
る
塔
趾

と
、
僧
院
趾
と
の
二
つ
の
空
間
に
分
類
さ
れ
る
形
態
を
持
っ
て
い
る
。
代
表
的

に

は
タ
フ
テ
・
バ
ヒ
ー
（
T
a
k
h
t
－
i
－
B
a
h
i
）
、
フ
ガ
ラ
（
勺
已
σ
q
m
巴
o
）
第
1
・

皿
寺
院
趾
、
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
（
D
h
a
r
m
a
r
a
j
i
k
a
）
寺
院
祉
な
ど
が
挙
げ
ら

れ

る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
中
央
の
主
塔
と
そ
の
主
塔
を
囲
ん
だ
小
型
塔
の
塔

趾

と
、
僧
院
趾
と
に
区
分
さ
れ
る
様
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は

印
度
初
期
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
時
期
的
に
は
ク
シ
ャ
ン
王
朝
以
後
に
形

成

さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
態
の
寺
院
祉
が
形

成

さ
れ
た
根
拠
を
探
す
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
『
法
華
経
』
の
な
か
か
ら
探
し
あ

て

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
分
別
功
徳
品
」
に
は
次
ぎ

の

よ
う
な
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

阿
逸

多
よ
、
こ
の
善
男
子
・
善
女
人
の
、
も
し
く
は
坐
し
、
も
し
く
は
立

ち
、
も
し
く
は
経
行
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
な
か
に
は
す
な
わ
ち
ま
さ
に
塔

を
起
て
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
I
切
の
天
の
神
々
・
人
々
は
、
み
な

ま
さ
に
供
養
す
る
こ
と
、
仏
の
塔
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る

こ
の
な
か
に
登
場
す
る
「
善
男
子
・
善
女
人
」
は
、
前
に
す
で
に
『
法
華
経
』



を
受
持
・
読
調
し
た
と
い
う
前
提
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

内
容
は
「
分
別
功
徳
品
」
だ
け
で
は
な
く
、
『
法
華
経
』
の
所
々
に
お
い
て
こ

れ

に

類

似
し
た
内
容
が
登
場
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
仏

の

塔
」
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
の
内
容
と
は
異
な
る
と
い
う
点
は
留
意
す
べ

き
事
項
で
あ
る
。

y
a
t
r
a
　
c
A
j
i
t
a
　
s
a
　
k
u
l
a
－
p
u
t
r
o
　
v
5
　
k
u
l
a
－
d
u
h
i
t
A
　
v
a
　
t
i
ひ
廿
h
e
d
　
v
5

n
i
s
i
d
e
d
　
v
a
　
c
a
r
i
k
r
a
m
e
d
　
v
a
　
t
a
t
r
倒
j
i
t
a
　
t
a
t
h
四
g
a
t
a
m
　
u
d
d
i
S
y
a

c
a
i
t
y
a
r
p
　
k
a
r
t
a
v
y
a
m
　
t
a
t
h
5
g
a
t
a
－
s
t
u
p
o
　
’
y
a
m
　
i
t
i
　
c
a
　
s
a
　
v
a
k
t
a
v
y
a
b

sa
de
＜

a
k
e
n
a
　
I
o
k
e
n
佃
t
i

ア
ジ
タ
よ
、
そ
の
良
家
の
息
子
、
あ
る
い
は
良
家
の
娘
が
、
立
っ
た
り
、

座
っ
た
り
、
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
、
ア
ジ
タ

よ
、
如
来
の
た
め
に
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（
c
a
i
t
y
a
　
’
祠
堂
）
が
造
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
神
々
に
伴
わ
れ
た
世
間
（
の
人
々
）
に

よ
っ
て
、
「
こ
れ
は
、
如
来
の
ス
ト
ゥ
ー
o
〈
　
（
s
t
t
t
p
a
　
’
塔
）
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

　
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
で
は
。
巴
言
o
と
s
t
a
p
a
を
厳
格
に
区
別
し
て
い
る

が
、
漢
訳
で
は
こ
れ
を
区
別
し
な
い
で
同
l
概
念
と
し
て
塔
と
一
貫
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
塚
本
啓
祥
博
士
は
、
「
法
師
品
」
以
前
で
は
塔
へ
の
遺
骨
安
置

を
言
及
し
て
い
る
が
、
次
第
に
舎
利
（
s
a
r
l
r
a
）
を
否
定
し
て
、
如
来
の
全
身

西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

（Sa
r
i
r
a
m
）
で
あ
る
経
典
を
奉
安
し
た
祠
堂
（
。
巴
言
o
）
の
建
立
と
供
養
と

を
進
め
て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
法
を
集
め
た
経
典

と
、
如
来
の
法
身
（
d
h
a
r
m
a
－
k
◎
y
a
）
を
同
l
視
す
る
傾
向
は
初
期
か
ら
存

在
し
て
い
た
。
し
か
し
『
法
華
経
』
の
な
か
で
、
経
典
に
つ
い
て
、
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
モ

こ
れ
を
如
来
の
全
身
と
看
倣
し
、
こ
れ
に
関
す
る
信
仰
的
な
側
面
を
提
示
し
た

の

で

あ
る
。
「
法
師
品
」
だ
け
で
は
な
く
、
r
如
来
神
力
品
」
に
お
い
て
も
次
の

よ
う
な
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ゆ
え
に
、
汝
た
ち
よ
、
如
来
の
滅
後
に
お
い
て
、
ま
さ
に
一
心
に
受

持

し
、
読
諦
し
、
解
説
し
、
書
写
し
て
、
経
の
説
く
と
お
り
に
修
行
す
べ

き
で
あ
る
。
ど
こ
で
あ
れ
、
そ
の
国
土
で
、
受
持
し
、
読
請
し
、
解
説
し
、

書
写
し
て
、
経
説
の
と
お
り
に
修
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

も
し
く
は
経
巻
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
も
し
く
は
林
園
の
な
か
に
せ

よ
、
も
し
く
は
林
の
な
か
に
せ
よ
、
も
し
く
は
樹
下
に
せ
よ
、
も
し
く
は

僧
坊
に
せ
よ
、
も
し
く
は
在
家
の
人
の
宅
舎
に
せ
よ
、
も
し
く
は
殿
堂
に

あ
っ
て
も
、
も
し
く
は
山
谷
や
膿
野
に
せ
よ
、
こ
の
な
か
に
み
な
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

塔
を
起
て
て
供
養
す
べ
き
で
あ
る

　

こ
こ
は
塔
を
建
立
し
て
供
養
す
る
こ
と
に
関
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、

そ

の

場
所
は
経
典
（
経
巻
）
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
あ
っ

て

も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
大
き
な
枠
組
み
で
み
れ

四
九
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ば
、
こ
こ
の
内
容
は
先
ほ
ど
の
引
用
文
と
同
じ
よ
う
に
、
経
典
を
中
心
と
し
た

塔
院
の
建
立
を
促
す
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
引
用
文
で
特
異
と
言
え
る
事
項
は
、
『
法
華
経
』
の
受
持
・

読
請

や
、
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
修
行
者
が
い
る
と
こ
ろ
ま
で
、
塔
院
建
立
要
件

の

範
囲
を
広
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
建
立
場
所
の
範
囲
を
「
僧
坊
、

も
し
く
は
在
家
の
人
の
宅
舎
（
白
衣
舎
）
」
ま
で
包
含
さ
せ
て
い
る
部
分
も
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
塔
院
の
建
立
要
件
、
場
所
を
既
存
の
範
囲
よ
り
も

う
少
し
拡
大
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
『
法
華
経
」

を
法
身
化
さ
せ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
関
す
る
信
仰
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
の
で

き
る
よ
う
な
与
件
を
『
法
華
経
』
の
な
か
で
提
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
典
に
対
す
る
信
仰
と
と
も
に
、
先
ほ
ど
の
6
巴
ξ
①
と
s
t
U
p
a

と
を
厳
格
に
区
分
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、
経
典
に
対
す
る
信
仰
的
な
側
面

だ

け
で
は
な
く
、
塔
の
建
立
お
よ
び
僧
院
の
構
造
に
つ
い
て
も
『
法
華
経
』
の

内
容
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
に
こ
れ
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
事
実
上
、
『
法
華
経
』
を
除
い
た
そ
の
他
の
大
乗
仏
教
経
典
の
な
か

で

は
、
造
塔
、
僧
院
の
建
立
、
そ
の
荘
厳
な
ど
に
関
す
る
具
体
的
な
内
容
は
言

及

さ
れ
て
い
な
い
。
『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
に
は
、
「
も
し
く
は
塔
を
起
て
て
、
も

し
く
は
四
方
の
僧
舎
、
も
し
く
は
僧
舎
、
も
し
く
は
別
房
、
も
し
く
は
園
観
や

浴

池
、
も
し
く
は
橋
船
を
起
て
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
三
つ
の
因
縁
が

あ
っ
て
、
無
作
を
断
じ
な
い
。
も
し
く
は
希
望
、
も
し
く
は
身
、
も
し
く
は
事

瓦
○

が

そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

内
容
に
も
基
づ
い
て
い
た
た
め
に
、
塔
院
と
僧
院
な
ど
の
構
造
が
成
立
さ
れ
た

と
い
う
可
能
性
も
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
時
期
的
に
み
て
大
乗
仏
教
の
興
起
以
後
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地

域
の
所
々
で
主
塔
院
と
僧
院
と
を
基
本
形
態
と
す
る
各
種
施
設
が
登
場
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
そ
の
影
響
を
『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
に
限
っ
て
解
釈
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
大
乗
仏
教
興
起
と
仏
塔
信
仰

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
平
川
彰
博
士
の
問
題
接

近

は
、
在
家
信
者
の
集
団
化
ー
仏
塔
教
団
と
大
乗
仏
教
、
そ
し
て
仏
陀
観
と
い

う
観
点
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
細
か
い
側
面

よ
り
、
経
典
信
仰
と
、
塔
院
お
よ
び
僧
院
の
構
造
と
い
う
関
係
の
成
立
、
と
い

う
観
点
か
ら
接
近
し
て
み
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

印
度
内
陸
で
は
、
と
り
わ
け
石
窟
寺
院
を
中
心
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
石

窟
寺
院
は
、
主
に
印
度
中
西
部
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
石

窟
は
、
基
本
的
L
’
　
c
a
i
t
y
a
と
ぐ
i
h
a
r
a
と
い
う
二
つ
の
構
造
で
成
り
立
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
現
時
点
に
お
い
て
み
れ
ば
、
大
乗
仏
教
の
文
化
的
な
側
面
と
密

接

な
連
関
が
あ
る
ク
シ
ャ
ン
王
朝
は
、
西
北
印
度
に
成
立
さ
れ
、
と
く
に
ガ
ン

ダ
ー
ラ
地
域
を
基
盤
と
し
て
仏
教
文
化
が
発
展
す
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
印
度
と
西
北
印
度
と
の
間
に
現
れ
る
地
域
的
・
民
族
的
な
背
景
を
も

と
に
文
化
の
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
方
の
相
違

を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
ク
シ
ャ
ン
王
朝
が
存
立
し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
で



の
、
寺
院
の
建
立
が
行
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
、
そ
の
根
拠
を
探
ら
な
け
れ
ば

な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
新
し
い
仏
教
文
化
の
創
出
は
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
あ
れ
、
そ
の
根

拠

を
示
し
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
分

か

り
易
い
例
と
し
て
、
仏
像
造
像
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
阿
含
の
一
つ

『
増
l
阿
含
経
』
に
登
場
す
る
優
填
王
の
伝
説
に
見
ら
れ
る
仏
像
造
像
の
事
例

が

な
け
れ
ば
、
事
実
上
、
仏
像
造
像
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ

は
仏
像
造
像
の
時
期
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
根
拠
を
造
り
上
げ
る
た
あ
に
、
伝
説

を
脚
色
し
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
寺
院
の
形
態
も
、
同
じ

く
経
典
上
の
内
容
を
根
拠
に
し
て
、
造
立
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
と
こ

ろ
で
先
ほ
ど
も
み
た
よ
う
に
、
そ
の
根
拠
に
な
り
う
る
よ
う
な
部
分
が
、
ま
さ

し
く
『
法
華
経
』
の
な
か
で
三
口
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
ガ
ン
ダ
ー

ラ
地
域
の
寺
院
内
部
に
居
住
し
て
い
た
出
家
者
や
在
家
者
が
『
法
華
経
』
の
内

容
に
基
づ
い
た
生
活
を
営
ん
で
い
た
か
ま
で
は
言
及
し
得
な
い
。
し
か
し
、
居

住
地

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
寺
院
趾
の
形
成
に
お
い
て
、
『
法
華
経
』

の

な
か
で
提
示
し
た
方
式
が
絶
妙
に
現
実
化
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
僧
舎
、
僧
坊
、
浴
池
な
ど
の
場
所
（
施
設
）
が
建
立

さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
都
市
計
画
が
成
さ
れ
た
場
所
に
塔
趾
を
建
て
る
こ
と
や
、

あ
る
い
は
平
野
地
帯
に
建
立
さ
れ
る
方
式
は
、
既
存
の
寺
院
建
立
と
は
差
別
化

さ
れ
た
形
式
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
西
北
印
度
地
域
で
の
寺
院
建
立
形
態
を
通
じ
て
、
当
時
思
想
的

西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

に

は
部
派
仏
教
が
主
だ
っ
た
な
か
で
大
乗
、
と
く
に
『
法
華
経
』
を
根
本
と
し

た

信
仰

団
体
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
推
定
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

で

あ
る
。
そ
し
て
経
典
で
の
根
拠
を
重
視
し
て
い
た
当
時
の
風
潮
に
倣
い
、

『
法
華
経
』
の
な
か
で
提
示
さ
れ
た
寺
院
の
建
立
形
態
は
、
石
窟
寺
院
を
中
心

と
す
る
印
度
内
陸
と
は
異
な
っ
た
発
展
の
姿
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
文
化
的
な
現
象
と
し
て
発
現
す
る
ま
で
に
、
信
仰
的
な
側
面
も
絶
え
ず

に

発
展

を
成
し
遂
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
推
定
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
部

分
で
あ
る
。

　

（
二
）
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
二
仏
並
坐
像
と
『
法
華
経
』
と
の
関
係

　
ガ

ン

ダ
ー
ラ
地
域
で
は
、
寺
院
の
形
態
の
み
な
ら
ず
、
仏
像
の
形
態
か
ら
も

法
華
的
要
素
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
は
長
い
間
、
思
想
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

的
側
面
に
お
い
て
、
極
め
て
部
派
仏
教
の
勢
力
が
強
盛
で
あ
っ
た
。
大
乗
仏
教

の

興
起
や

仏
像
造
像
の
開
始
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
ク
シ
ャ
ン
王
朝
の
カ
ニ
シ

カ
王
の
時
か
ら
、
す
で
に
部
派
の
論
書
が
活
発
に
発
展
す
る
の
は
、
ガ
ン
ダ
ー

ラ
地
域
が
仏
教
思
想
的
に
部
派
と
大
乗
と
が
共
存
す
る
両
面
性
を
持
つ
と
こ
ろ

で

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
域

の

多
く
の
仏
教
寺
院
の
性
格
を
部
派
寺
院
と
規
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
寺
院
内
部
に
存
在
す
る
多
数
の
仏
像
お
よ
び
菩
薩
像
ま
で
が
、

部
派
的
性
格
を
有
す
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で

は
、
仏
像
が
大
乗
仏
教
の
興
起
お
よ
び
発
展
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
前

五
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提
の

も
と
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
造
像
の
性
格
を
展
開
す
る
こ
と
に
す
る
。
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
域
で
の
法
華
的
要
素
と
し
て
仏
像
が
造
像
さ
れ
た
痕
跡
は
、
「
二

仏
並
坐

像
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
例
と
し
て
モ
ラ
・
モ
ラ
ド
ゥ
寺

院
祉

で
発
見

さ
れ
た
「
二
仏
並
坐
像
」
は
、
『
法
華
経
』
「
見
宝
塔
品
」
の
代
表

的
な
文
化
的
現
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
次
の
と
お
り

で
あ
る
。こ

こ
に
釈
迦
牟
尼
仏
は
、
右
の
指
を
以
て
七
宝
塔
の
戸
を
開
か
れ
た
。
大

音
声
を
出
す
こ
と
、
関
鎗
を
取
り
去
っ
て
大
城
門
を
開
け
る
か
の
よ
う
で

あ
っ
た
。
即
時
に
一
切
の
衆
会
は
、
み
な
多
宝
如
来
の
宝
塔
の
な
か
に
お

い

て

師
子
座
に
坐
ら
れ
て
お
り
、
全
身
の
み
だ
れ
な
い
こ
と
禅
定
に
入
っ

て

お
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
の
を
見
、
ま
た
、
多
宝
如
来
が
次
の
よ
う

に

言
わ

れ

る
の
を
聞
い
た
。
「
す
ば
ら
し
い
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

釈
迦
牟
尼
仏

よ
、
よ
く
ぞ
快
く
こ
の
『
法
華
経
』
を
説
か
れ
た
。
我
れ
は

こ
の
『
法
華
経
』
を
聴
こ
う
と
し
て
、
こ
こ
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
」

と
。
…
（
中
略
）
…
そ
の
時
、
多
宝
仏
は
、
宝
塔
の
な
か
に
お
い
て
、
そ

の

座

を
半
分
に
し
て
、
釈
迦
牟
尼
仏
に
与
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

F釈
迦
牟
尼
仏

よ
、
こ
の
座
に
座
ら
れ
よ
」
と
。
即
時
に
釈
迦
牟
尼
仏
は
、

そ

の

塔
の
な
か
に
入
り
、
そ
の
半
分
の
座
に
坐
わ
ら
れ
て
結
加
鉄
坐
さ
れ

t
’J ＝
　
i

ナ

五

　
モ

ラ
・
モ
ラ
ド
ゥ
寺
院
は
、
先
述
し
た
そ
の
他
の
寺
院
と
ほ
ぽ
同
じ
時
期
に

形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
補
修
過
程
を
経
た
寺
院
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
大

乗
仏
教
経
典
の
出
現
以
後
に
、
本
格
的
に
形
成
さ
れ
た
寺
院
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
二
仏
並
坐
像
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
ガ

ン

ダ
ー
ラ
地
域
の
寺
院
趾
に
お
い
て
『
法
華
経
』
を
中
心
と
す
る
信
仰
が
展
開

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
重
要
な
端
緒
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し

た

よ
う
に
、
平
川
彰
博
士
は
す
で
に
多
数
の
論
著
に
お
い
て
、
大
乗
の
興
起
と

仏

塔
教
団
と
の
関
係
を
言
及
し
た
。
し
か
し
、
仏
塔
教
団
が
大
乗
の
興
起
に
影

響
を
与
え
た
と
い
う
方
向
性
よ
り
は
、
む
し
ろ
初
期
大
乗
経
典
に
現
れ
る
信
仰

的
要
素
に
よ
っ
て
、
塔
院
と
僧
院
と
の
二
元
化
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
に
伴
っ
て
「
仏
塔
教
団
」
が
成
立
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
を

し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
心
に
は
、
ほ
か
の
経
典
で
は
な
く
、

『
法
華
経
』
が
位
置
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
二
仏
並
坐

像
が
本
格
的
に
造
像
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
中
国
で
あ
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
中
国
で
は
仏
教
初
伝
期
よ
り
、
数
回
に
及
ん
で
二
仏
並
坐
像

を
造
像
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
雲
岡
石
窟
に
お
い
て
見
ら
れ
る
法
華
信
仰
的

要
素
は
、
確
然
と
し
た
形
の
二
仏
並
坐
像
を
以
て
現
れ
て
い
る
。
太
和
年
間

（
四
七
七
四
九
九
）
に
造
窟
さ
れ
た
第
二
期
の
石
窟
群
の
う
ち
、
九
・
十
窟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
へ

は
法
華
信
仰
の
背
景
の
も
と
造
窟
さ
れ
た
と
み
る
傾
向
に
あ
る
。
九
窟
の
主
尊

は
弥
勒
仏
椅
坐
像
で
あ
り
、
十
窟
の
主
尊
は
交
脚
弥
勒
菩
薩
像
で
あ
る
。
そ
し

て
上

層
に
は
二
仏
並
坐
像
の
浮
彫
が
あ
り
、
ま
さ
し
く
『
法
華
経
』
に
基
づ
い



て

造

窟
さ
れ
た
石
窟
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同
じ
く
第
二
期
の
石
窟

の

う
ち
、
七
・
八
窟
か
ら
も
、
七
窟
の
後
室
北
壁
の
上
層
に
は
、
交
脚
弥
勒
像

が

存
在
し
、
下
層
に
は
釈
迦
・
多
宝
の
二
仏
並
坐
が
造
像
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
太
和
年
間
に
造
像
さ
れ
た
小
型
金
仏
像
の
な
か
に
、
法
華
信

仰
が
背
景
に
な
っ
て
完
成
さ
れ
た
仏
像
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
北
京
首
都

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
太
和
八
年
（
四
八
四
）
銘
　
金
銅
観
音
菩
薩
立

像
」
や
「
太
和
九
年
銘
　
金
銅
観
音
菩
薩
立
像
」
を
は
じ
め
、
根
津
美
術
館
所

蔵
の
「
太
和
十
三
年
（
四
八
九
）
銘
　
二
仏
並
坐
像
」
な
ど
は
、
北
魏
時
代
の

法
華
信
仰
が
社
会
に
溶
け
込
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
法
華
経
』
を
根
拠
と
し
た
仏
像
造
像
は
、
す
べ
て
中
国
仏
教
初

伝
期
に
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
中
国
の
惰
唐
時
代
以
前
ま
で
は
中
国
的
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
た
が
、

基
本
的
に
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
様
式
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
看
過
で

き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
像
造
像
に
お
い
て
、
様
式
的
な
側
面
が
伝
え
ら
れ

た

時
に
、
各
々
の
仏
像
が
持
っ
て
い
る
固
有
の
性
格
が
伝
来
さ
れ
て
い
た
可
能

性

も
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地

域
に
お
い
て
時
た
ま
発
見
さ
れ
て
い
る
二
仏
並
坐
像
の
形
態
は
、
『
法
華
経
』

に

基
づ
い
た
造
像
形
態
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
見
ら
れ
る
。

三
　
西
域
地
域
の
法
華
信
仰

　

（
1
）
庫
車
国
の
法
華
信
仰

　

『
法
華
経
』
が
西
北
印
度
を
は
じ
め
、
西
域
地
域
、
中
国
に
ま
で
そ
の
影
響

力
が
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
『
法
華
経
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
典
が
ギ
ル
ギ
ッ
ト
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
、
ネ
パ
ー
ル
な
ど
に
お
い
て
発
見
さ
れ

て

い

る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
十
分
に
説
得
力
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
『
法
華

経
』
の
構
成
の
問
題
に
よ
り
、
す
で
に
中
国
に
お
い
て
も
本
経
の
構
造
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
に
　

る
論
義
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
『
法
華
経
』
の
漢
訳
と
も
深
い
関
連

が

あ
る
と
見
ら
れ
る
。
先
に
漢
訳
さ
れ
た
『
正
法
華
経
』
と
、
こ
れ
よ
り
遅
れ

た

時
期
に
漢
訳
さ
れ
た
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
構
成
、
そ
し
て
梵
本
お
よ
び
チ
ベ
ッ

ト
蔵
経
と
の
比
較
を
通
じ
て
問
題
点
が
見
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
正
法
華
経
』
と
『
妙
法
蓮
華
経
』
と
の
共
通
点
は
、
ほ
か
な
ら

ぬ

庫
車
国
と
い
う
点
に
お
い
て
特
異
と
言
え
る
。
法
華
信
仰
の
根
幹
に
な
る

『
法
華
経
』
は
、
『
正
法
華
経
」
と
い
う
経
題
で
竺
法
護
に
よ
っ
て
三
世
紀
後
半

に

漢
訳
さ
れ
た
。
そ
し
て
約
百
余
年
後
に
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
『
妙
法
蓮
華
経
』

と
い
う
経
題
で
改
め
て
漢
訳
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
訳
本
の
構
成
お
よ
び
内
容

に
対
す
る
詳
し
い
検
討
に
つ
い
て
は
、
『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
の
序
文
よ
り
こ

れ

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

’g
　
i
・
l
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昔
、
敦
煙
出
身
の
沙
門
竺
法
護
は
、
晋
の
武
帝
の
治
世
に
『
正
法
華
経
」

を
翻
訳
し
た
。
そ
の
後
、
後
秦
の
眺
興
は
、
改
め
て
鳩
摩
羅
什
に
要
請
し

『
妙

法
蓮
華
経
」
を
翻
訳
さ
せ
た
。
1
1
つ
の
訳
本
を
検
討
し
て
み
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
同
じ
底
本
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
竺
法

護
の
訳
本
は
多
羅
葉
に
書
か
れ
た
梵
本
に
似
て
お
り
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
本

は
亀
弦
の
文
（
ト
カ
ラ
語
B
）
に
似
て
い
た
。
余
っ
て
い
た
経
蔵
を
検
め

て
、
詳
し
く
二
本
を
比
べ
て
み
る
と
、
多
羅
葉
の
梵
本
は
す
な
わ
ち
『
正

法

華
経
』
と
符
合
し
、
亀
莚
の
文
は
す
な
わ
ち
『
妙
法
蓮
華
経
』
と
ま
こ

と
に
同
じ
で
あ
っ
た
。
竺
法
護
の
訳
本
は
多
羅
葉
の
梵
本
か
ら
み
て
、
な

お
訳
さ
れ
ず
に
遺
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
し
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
本
は

亀
薮
の
文
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
そ
の
漏
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
。

そ
し
て
　
（
『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
の
底
本
で
あ
る
当
時
の
梵
本
と
比
べ
て

み

る
と
）
、
竺
法
護
の
訳
本
に
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
は
「
観
世
音
菩
薩
普

門
品
」
の
偶
で
あ
り
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
本
に
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
は
「
薬

草
喩
品
」
の
後
半
、
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
お
よ
び
「
法
師
品
」
な
ど
の

二
品
の
初
め
、
「
提
婆
達
多
品
」
、
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
の
偏
で
あ
っ

た
。
鳩
摩
羅
什
の
訳
本
は
ま
た
「
嘱
累
品
」
が
移
さ
れ
「
薬
王
菩
薩
本
事

品
」
の
前
に
あ
っ
て
、
二
本
は
「
陀
羅
尼
品
」
を
、
並
び
に
「
観
世
音
菩

薩
普
門
品
」
の
後
に
置
い
て
あ
る
。
そ
の
間
の
異
同
に
関
す
る
詳
し
い
事

情
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

五
四

　

こ
の
内
容
を
通
じ
て
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
し
た
『
妙
法
蓮
華
経
」
は
『
正
法
華

経
」
よ
り
も
遅
れ
た
時
期
に
訳
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
底
本
に
お
い
て
、
い

ず

れ
が
よ
り
古
い
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
構
成
体
系
を
示
し
て
い
る
か
ま
で
は

知

り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
中
国
で
漢
訳
さ
れ
た
経
典
の
校
正
作
業
に
関
す
る
内

容

を
み
る
と
、
特
異
と
も
言
え
る
事
項
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
竺

法
護
が
『
正
法
華
経
』
を
漢
訳
し
た
二
八
六
年
以
後
、
元
康
元
年
（
二
九

1
）
に

は
翻
経
に
対
す
る
校
正
作
業
が
行
わ
れ
た
。
当
時
の
校
正
作
業
に
は
、

西
域
の
亀
弦
（
庫
車
）
国
出
身
の
吊
元
信
が
参
加
し
て
い
る
。
経
典
が
翻
訳
さ

れ

て

か

ら
わ
ず
か
に
五
年
後
に
行
わ
れ
た
作
業
だ
け
あ
っ
て
、
当
時
、
西
域
の

庫

車
国
に
お
い
て
は
、
す
で
に
『
法
華
経
』
に
対
す
る
認
知
が
確
固
た
る
も
の

で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
校
正
作
業
に
参
加
す
る

ほ

ど
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
経
典
の
内
容
や
思
想
ま
で
を
も
す
で
に
熟
知
し
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
、
庫
車
国
に
お
け
る
仏
教

思
想
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
部
派
仏
教
が

大
勢
を
占
め
て
い
た
庫
車
国
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
経
典
の
流
布
は
、
西
域
に

お
け
る
仏
教
思
想
の
流
れ
ま
で
を
も
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い
に
五

世
紀
の
始
め
に
は
、
庫
車
国
出
身
の
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
翻

訳

を
通
じ
て
、
『
法
華
経
』
の
思
想
的
な
完
成
度
は
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
の
ほ
か
に
、
『
法
華
経
』
の
構
成
体
制
に
関
す
る

研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
結
果
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
本
が
竺
法
護
の
訳
本
よ
り
も

古
い
形
態
（
の
底
本
に
よ
る
も
の
）
で
あ
る
と
い
う
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て



い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
説
を
支
持
す
る
た
め
の
推
定
と
し
て
、
天
山
南
路

を
経
由
し
て
庫
車
国
に
伝
わ
っ
た
『
法
華
経
』
の
原
本
は
庫
車
国
に
そ
の
ま
ま

残

さ
れ
て
、
そ
の
後
、
新
し
い
形
態
を
有
す
る
『
正
法
華
経
』
の
原
本
が
西
域

南
道
に
位
置
し
た
H
－
闇
w
t
　
（
K
h
o
t
a
n
、
和
田
）
を
経
由
し
て
敦
燈
に
伝
わ
っ

た

こ
と
に
よ
っ
て
、
竺
法
護
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
三
世
紀
の
中
盤
か
ら
は
、
『
法
華
経
』
に
対
す
る
認
知
度
が
鼓

吹
さ
れ
、
思
想
の
完
成
度
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
思
想
の
完
成
度
に
伴
っ
て
現
れ
る
現
象

が

ま
さ
し
く
信
仰
の
発
展
で
あ
る
。
そ
の
痕
跡
は
た
だ
庫
車
国
に
限
ら
ず
し
て

中
国
の
な
か
で
も
度
々
発
見
さ
れ
て
い
る
。
写
本
の
発
見
だ
け
で
は
な
く
、
仏

像
造
像
な
ど
を
通
し
た
一
連
の
活
動
の
な
か
に
現
れ
た
文
化
的
側
面
か
ら
も
相

当
数
発
見
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
西
北
印
度
に
該
当
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
と
、

タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
北
側
に
位
置
し
て
い
る
古
代
オ
ア
シ
ス
国
家
で
あ
っ
た

庫
車
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
痕
跡
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し

た

が

っ

て
、
西
域
と
い
う
広
範
囲
な
地
域
で
も
と
く
に
庫
車
国
に
焦
点
を
絞
っ

て

法
華
信
仰
的
要
素
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

（11）
庫
車

国
石
窟
の
法
華
信
仰
的
要
素

　
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
域
の
ほ
か
に
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
を
中
心
と
し
た
古
代
オ

ア

シ
ス
国
家
で
の
法
華
信
仰
的
要
素
を
探
っ
て
み
れ
ば
、
代
表
的
に
は
庫
車
国

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
庫
車
国
の
僧
侶
ら
が
『
法
華

西
北
印
度
と
西
域
の
伝
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

経
」
の
訳
経
事
業
に
多
数
参
加
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
思
想
史
的
な
側
面

に

お
い
て
す
で
に
庫
車
国
と
法
華
思
想
の
流
れ
と
は
、
密
接
な
連
関
関
係
を
持
っ

て

い

た

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
庫
車
国
に
お
け
る
法
華
信
仰
的
要
素

は
、
主
に
石
窟
の
な
か
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
庫
車
国
の
代
表
的
な
石
窟
は
、
キ
ジ
ル
（
K
i
z
i
l
、
克
孜
爾
）
石
窟
と
、
ク

ム

ト
i
p
t
　
（
K
u
m
u
t
u
l
a
、
庫
木
吐
拉
）
石
窟
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
キ
ジ

ル

石
窟
は
、
ク
ム
ト
ラ
石
窟
に
比
し
て
比
較
的
に
早
い
時
期
に
開
削
さ
れ
て
い

た
た
め
、
流
入
の
段
階
か
ら
し
て
あ
ら
ゆ
る
仏
教
思
想
お
よ
び
文
化
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
キ
ジ
ル
石
窟
の
開
削
年
代
は
、
凡
そ
三
世

紀
末
か

ら
四
世
紀
中
葉
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
初
期
に
開
削
さ
れ
た
石
窟
群
と
、

そ

れ

以

後
よ
り
発
展
し
た
様
相
と
し
て
展
開
さ
れ
る
石
窟
群
と
に
分
類
さ
れ
、

と
も
に
伎
楽
天
図
を
詳
細
に
描
写
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
は
そ
れ
以

降
の
敦
煙
の
莫
高
窟
の
開
削
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
伎

楽
天
図
の
初
め
て
の
登
場
は
ま
さ
に
庫
車
の
石
窟
群
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

の

点
に
関
し
て
は
現
在
ま
で
は
、
主
に
庫
車
国
は
音
楽
が
発
展
し
た
古
代
国
家

で

あ
り
、
そ
の
影
響
下
で
開
削
さ
れ
た
石
窟
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
現
象

が

現
れ
た

と
み
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
さ
ら
に
論
義
さ
れ
る
べ

き
必
要
性
が
あ
る
。

　
庫
車
国
の
建
国
時
期
お
よ
び
仏
教
伝
来
の
時
点
に
つ
い
て
は
定
説
を
み
て
い

な
い
。
し
か
し
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
南
側
に
位
置
し
た
ホ
ー
タ
ン

（
K
h
o
t
a
n
、
和
田
）
の
場
合
、
建
国
年
度
は
置
い
て
お
く
こ
と
に
し
て
も
、

五
五
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仏
教
伝
来
の
時
点
が
紀
元
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
学
者
た
ち
に
よ
っ

て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
性
に
基
づ
い
て
庫
車
国
の
仏
教

伝
来
説
を
、
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
紀
元
後
二
世
紀
と
み
る
説
に
至
る
ま
で
多
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
も

な
学
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
タ
ン
と
同
じ
時
期
に
仏
教
が
伝
来
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、
遅
く
と
も
紀
元
前
一
世
紀
に
は
庫
車
国
も
仏
教
を
受
け
入
れ
て
い

た

可
能
性
が

高
い
。
そ
し
て
鳩
摩
羅
什
以
前
の
庫
車
国
の
仏
教
は
、
極
め
て
部

派
仏

教
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
状
況
の

な
か
で
も
大
乗
経
典
が
流
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
と
く
に

『
法
華
経
』
の
訳
経
と
関
連
し
て
、
竺
法
護
が
太
康
七
年
（
二
八
六
）
に
こ
の

経

を
訳
し
て
以
来
、
元
康
元
年
（
1
I
九
　
1
）
に
亀
弦
（
庫
車
）
居
士
吊
元
信
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ニ

そ

の

校
正
作
業
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
反
証
す
る
根
拠
と

い

う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
世
紀
の
後
半
に
は
す
で
に
『
法
華
経
』

が

庫
車
国
に
お
い
て
流
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
が
キ

ジ
ル
石
窟
の
開
削
時
期
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

　
仏
教
の
東
伝
と
い
う
問
題
に
あ
っ
て
、
思
想
と
文
化
発
生
の
時
期
と
が
つ
ね

に

同
l
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
西
北
印
度
で
の
法
華

信

仰
的
文
化
発
展
が
急
激
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
た
状
態
で
あ
り
、
庫
車
国
の

場
合
、
風
習
、
言
語
、
文
化
的
に
西
北
印
度
圏
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す

れ

ば
、
西
北
印
度
に
お
い
て
流
行
し
て
い
た
経
典
が
流
入
さ
れ
る
と
同
時
に
、

文
化

的
な
現
象
も
流
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で

あ
る
。
こ
の
可
能
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
先
ほ
ど
提
起
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、

瓦
六

キ
ジ
ル
石
窟
の
伎
楽
天
図
造
像
の
背
景
を
『
法
華
経
」
の
な
か
か
ら
探
っ
て
み

る
こ
と
を
試
み
た
い
。
伎
楽
天
の
姿
は
キ
ジ
ル
石
窟
の
壁
画
と
天
井
画
で
し
ば

し
ば
登
場
し
て
い
る
。
キ
ジ
ル
壁
画
の
、
初
期
窟
で
の
壁
画
の
主
題
は
、
主
に

釈
迦
の
本
生
謹
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
伎
楽
天
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
『
法
華
経
」
「
法
師
品
」
で
は
、
塔
と
祠
堂
に
対
す
る
供
養

方
式
に

つ
い

て

次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

こ
の
塔
を
、
ま
さ
に
す
べ
て
の
華
・
香
・
理
瑠
・
糟
蓋
・
瞳
幡
・
伎
楽
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ヒ

歌
頒
に

よ
っ
て
、
供
養
し
、
恭
敬
し
、
尊
重
し
て
讃
歎
す
べ
き
で
あ
る

　
漢
訳
で
は
伎
楽
、
歌
頒
を
以
て
供
養
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
が
、

リ
ッ
ト
原
典
で
は
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

サ

ン
ス
ク
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‘
已

a
m
y
a

あ
ら
ゆ
る
花
や
、
末
香
、
薫
香
、
花
環
、
塗
香
、
焼
香
、
衣
、
日
傘
、
旗
、

の

ぼ

り
、
勝
利
の
旗
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
歌
や
、
音
楽
、
舞
踊
、

楽
器
、
打
楽
器
、
合
唱
、
合
奏
に
よ
っ
て
、
供
養
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ



る

　

こ
の
よ
う
な
楽
器
や
音
楽
に
関
連
す
る
供
養
方
式
は
、
『
法
華
経
』
の
ほ
か

に

『
般
泥
疸

経
』
な
ど
か
ら
も
見
ら
れ
る
が
、
『
法
華
経
』
の
な
か
で
言
及
さ

れ

て

い

る
よ
う
な
、
歌
や
、
音
楽
、
舞
踊
、
楽
器
、
打
楽
器
、
合
唱
、
合
奏
と

い

っ

た

具
体
的
な
事
項
は
、
ほ
か
の
経
典
か
ら
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し

か

も
、
庫
車
国
に
関
連
し
て
、
中
国
側
の
史
書
類
か
ら
は
、
楽
器
が
発
達
し
て

い
た

と
い
う
内
容
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
に
反
し
て
玄
装
は
、
庫

車
国
で
は
管
楽
器
や
弦
楽
器
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
記
録
し
て
い

　
ぶ
　

る
。
す
で
に
『
漢
書
』
か
ら
も
庫
車
国
に
つ
い
て
の
記
録
は
見
ら
れ
て
い
る
が
、

庫
車
国
の
民
族
の
特
性
の
な
か
で
、
特
異
と
も
言
え
る
こ
と
が
記
録
か
ら
漏
れ

て

い

る
と
い
う
点
は
、
記
録
当
時
に
は
楽
器
の
発
達
が
深
化
さ
れ
て
い
な
か
っ

た

か
、
あ
る
い
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
経
典
上
の
内
容
を
根
拠
に
し
た
壁
画
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、

交
脚
弥
勒
菩
薩
像
が
描
か
れ
て
い
る
壁
画
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
普
賢
菩
薩

勧
発
品
」
に
登
場
す
る
内
容
を
も
と
に
造
像
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

が

あ
っ
て
、
大
菩
薩
衆
と
も
に
園
続
さ
れ
て
、
そ
こ
に
は
百
千
万
億
と
い

う
天
女
春
属
が
い
て
、
そ
の
な
か
に
お
い
て
こ
の
人
は
生
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
功
徳
と
利
益
と
が
あ
ろ
う

　

『
法
華
経
』
の
な
か
に
登
場
し
て
い
る
弥
勒
を
通
じ
て
、
法
華
信
仰
の
新
た

な
部
類
が
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
地
域

は
、
特
性
上
短
い
期
間
で
王
朝
が
興
亡
を
繰
り
返
し
て
い
た
た
め
に
、
彼
ら
が

住
ん

で
い

る
土
地
を
仏
国
土
に
具
現
し
よ
う
と
し
た
熱
望
か
ら
、
過
去
ー
現
在
ー

未
来
の
仏
を
造
像
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
庫
車
国
に

お
け
る
『
法
華
経
』
の
流
行
は
、
す
で
に
仏
教
史
書
類
か
ら
も
言

及

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
三
世
紀
の
後
半
か
ら
は
法
華
信
仰
が
ど
の
よ

う
な
形
態
で
あ
れ
現
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て

先
ほ

ど
展
開
し
て
き
た
内
容
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
遺
跡
か
ら
も
法
華
信
仰

的
要
素
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
北
印
度
に
お
い

て

展
開
・
発
展
さ
れ
て
い
た
信
仰
形
態
が
天
山
南
路
に
沿
っ
て
中
国
ま
で
伝
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
人
あ
っ
て
、
受
持
し
、
読
諦
し
、
そ
の
義
趣
を
解
し
て
い
た
と
し
よ

う
。
こ
の
人
の
命
が
終
わ
れ
ば
、
千
仏
が
手
を
さ
し
の
べ
て
、
恐
怖
が
な

く
な
り
、
悪
趣
に
堕
ち
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
り
、
即
ち
、
兜
率
天
上
の

弥
勒
菩
薩
の
と
こ
ろ
に
往
か
せ
る
で
あ
ろ
う
。
弥
勒
菩
薩
は
、
三
十
二
相

西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
．
要
素
〔
韓
）

四

　
お
わ
り
に

　
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
域
は
七
世
紀
以
後
に
も
、
引
き
続
き
部
派
仏
教
の
勢
力
圏
下

に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
大
乗
仏
教
が
興
起
し
て
発
展
す

五
七
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る
、
交
流
の
出
発
点
で
も
あ
っ
た
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
み
れ
ば
、
部
派
仏
教

と
大
乗
仏
教
が
混
合
し
て
発
展
す
る
過
程
の
な
か
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
渦
中
に
お
い
て
も
『
法
華
経
」
は
、
大
乗
思
想
の
展
開
に
お
い
て

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
信
仰
的
に
も
非
常
に
多
く
の
役

割

を
担
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
点
は
、
新
し
い

文
化
形
成
の
試
み
に
お
い
て
基
礎
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
西
北

印
度
地
域
で
の
寺
院
建
立
形
態
は
、
『
法
華
経
』
が
そ
の
根
拠
に
な
っ

て
、
こ
れ
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
仏
像
造
像
に
お
い
て
も
『
法

華
経
』
の
影
響
力
は
存
在
し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
仏
舎
利
が
安
置
さ
れ
た
仏

塔
建
立
が
こ
れ
ま
で
と
お
り
に
は
で
き
ず
に
そ
れ
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
を

解
決
す

る
た
め
の
方
法
を
『
法
華
経
』
の
な
か
で
詳
細
に
提
示
し
て
く
れ
た
た

め

で

あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
代
表
的
な
法
華
信
仰
と
し
て
、

経
典
の
受
持
・
読
涌
お
よ
び
書
写
は
持
続
的
に
言
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ

れ

だ

け
で
な
く
、
寺
院
形
成
に
お
い
て
も
『
法
華
経
』
の
な
か
で
、
詳
し
い
方

式

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
仏
舎
利
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た

難

局
を
解
決
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
北
印
度
地
域
に
お

け
る
新
し
い
寺
院
形
態
は
、
法
華
信
仰
の
端
的
な
例
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
信
仰
形
態
は
中
国
へ
の
、
仏
教
流
入
経
路
の
な
か
で
、
一
層

発
展
さ
れ
た
形
態
で
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
西
域
の
天
山
南
路
に
位
置
し
た
庫

車
国
地
域
で
発
見
さ
れ
て
い
る
石
窟
内
部
の
交
脚
弥
勒
菩
薩
像
お
よ
び
伎
楽
天

図
の
壁
画
内
容
を
は
じ
め
と
し
て
、
持
続
的
に
造
像
さ
れ
た
二
仏
並
坐
像
な
ど

九
．
八

は
極
め
て
法
華
信
仰
的
要
素
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
西
北
印
度
、
よ
り
綿
密
に
言
え
ば
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
に
お
け
る
寺
院
構
造
と
、

庫
車
国
な
ど
の
地
域
に
お
け
る
仏
像
造
像
に
は
、
何
の
関
連
性
も
な
さ
そ
う
に

見
え

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
華
信
仰
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
二
つ
の

地
域

間
の
信
仰
体
系
は
、
同
l
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
と
に
経
典
に
基
づ

い
た

文
化
形
象
化
は
、
後
に
展
開
す
る
中
国
仏
教
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
信

仰
史
お
よ
び
文
化
史
形
成
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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付
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ア
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テ
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な
ど
を
通
じ
て
ス
ワ
ッ
ト
地
域
仏
教
遺
物
お
よ
び
遺
跡
を
積
極
的
に
紹
介

　

し
て
い
る
。
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代
表
的
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（
3
）
玄
　
『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
二
（
大
正
蔵
五
一
・
八
七
九
中
）
参
照
。
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）
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l
l
は
彼
の
著
に
お
い
て
ダ
ル
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カ
の
場
合
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元

　

前
三
世
紀
に
は
円
形
基
壇
の
主
塔
だ
け
が
存
在
し
、
紀
元
前
一
世
紀
か
ら

　

紀
元

後
二
世
紀
の
間
に
増
築
さ
れ
て
現
在
の
主
塔
院
と
後
方
に
位
置
す
る

　

僧
院
部
分
と
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
フ
テ
・
バ
ヒ
ー
寺

　

院
祉
も
、
紀
元
後
一
世
紀
に
建
立
が
は
じ
ま
り
、
二
　
四
世
紀
頃
に
寺
院

　

趾
内
の
す
べ
て
の
空
間
が
形
成
さ
れ
た
と
し
b
J
い
，
〈
）
O
　
（
A
　
g
u
i
d
e
　
t
o

　

T
a
x
i
t
a
°
K
a
r
a
c
h
i
：
　
S
a
n
i
　
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
，
　
1
9
6
0
）
参
照
。

（
5
）
『
妙
法
蓮
華
経
』
「
分
別
功
徳
品
」
第
十
七
に
「
阿
逸
多
。
是
善
男
子
善

　

女
人
。
若
坐
若
立
若
行
処
此
中
便
応
起
塔
。
一
切
天
人
皆
応
供
養
如
仏
之

　

塔
」
（
大
正
蔵
九
・
四
五
下
ー
四
六
上
）
と
あ
る
。

（
6
）
荻
原
雲
来
、
土
田
勝
弥
編
『
梵
文
法
華
経
』
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九

　

三
五
年
、
二
八
八
頁
）
参
照
。

（
7
）
塚
本
啓
祥
著
、
李
廷
秀
訳
『
法
華
経
の
成
立
と
背
景
　
　
イ
ン
ド
文
化

　

と
大
乗
仏
教
』
（
雲
住
社
、
二
〇
一
〇
年
、
　
1
七
O
－
1
七
l
頁
）
、
（
原

　

著
、
佼
成
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
三
〇
一
1
三
〇
二
頁
）
参
照
。

（
o
o
）
　
r
妙
法
蓮
華
経
』
「
法
師
品
」
第
十
（
大
正
蔵
九
・
三
〇
－
三
一
）
参
照
。

（
9
）
『
妙
法
蓮
華
経
』
「
如
来
神
力
品
」
S
K
I
1
十
1
に
「
是
故
汝
等
於
如
来
滅

　

後
。
応
l
心
受
持
読
請
解
説
書
写
如
説
修
行
。
所
在
国
土
o
若
有
受
持
読

　

請

解
説
書
写
如
説
修
行
。
若
経
巻
所
住
之
処
。
若
於
園
中
。
若
於
林
中
。

西
北
印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

　

若
於
樹
下
。
若
於
僧
坊
。
若
白
衣
舎
。
若
在
殿
堂
。
若
山
谷
暖
野
。
是
中

　

皆
応
起
塔
供
養
」
（
大
正
蔵
九
・
五
1
l
上
）
と
あ
る
。

（
1
）
法
救
『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
三
に
「
若
起
塔
。
若
四
方
僧
舎
。
若
僧

　

舎
。
若
別
房
。
若
園
観
浴
池
。
若
橋
船
。
如
是
等
有
三
因
縁
。
無
作
不
断
。

　

若
希
望
若
身
若
事
」
（
－
K
正
p
m
l
　
1
八
　
・
八
九
l
I
下
）
と
あ
る
。

（
H
）
平
川
彰
、
梶
山
雄
一
、
高
崎
直
道
編
集
、
鄭
承
碩
訳
『
大
乗
仏
教
概
説

　

（大
乗
仏
教
と
は
何
か
）
」
（
金
英
社
、
一
九
八
四
年
）
、
平
川
彰
著
、
沈
法

　

諦
訳
『
初
期
大
乗
仏
教
の
宗
教
生
活
』
（
民
族
社
、
一
九
八
九
年
）
、
平
川

　

彰
著
、
李
浩
根
訳
『
印
度
仏
教
の
歴
史
（
印
度
仏
教
史
）
』
（
民
族
社
、
一

　

九
八
九
年
）
参
照
。

（
1
2
）
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
十
八
「
聴
法
品
」
（
大
正
蔵
二
・
七
O
六
上
）

　
参
照
。

（
1
3
）
玄
　
の
記
録
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
塔
や
仏
像
に
関
す
る
記
録
と
と
も
に

　

部

派
仏
教
系
統
の
論
書
が
こ
こ
で
集
中
的
に
完
成
さ
れ
る
内
容
を
通
じ
て

　

知

る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
部
派
仏
教
的
性
向
を
持
っ
た
人
々

　

が

主
に

活

動
し
て
い
た
中
心
地
域
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
大
乗
仏
教
が
興
起

　

あ
る
い
は
発
展
で
き
る
よ
う
な
与
件
も
整
っ
て
い
た
舞
台
で
も
あ
る
と
い

　

う
こ
と
が
で
き
る
。
（
玄
　
『
大
唐
西
域
記
』
大
正
蔵
五
一
・
八
七
九
ー

　

八

八
1
）
参
照
。

（
1
4
）
『
妙
法
蓮
華
経
』
「
見
宝
塔
品
」
第
十
一
に
「
於
是
釈
迦
牟
尼
仏
。
以
右

　

指
開
七
宝
塔
戸
。
出
大
音
声
。
如
却
関
鎗
開
大
城
門
。
即
時
一
切
衆
会
。

五
九



　
　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
．
．
卜
八
号
）

　

皆
見
多
宝
如
来
。
於
宝
塔
中
坐
師
子
座
。
全
身
不
散
如
入
禅
定
。
又
聞
其

　

言
。
善
哉
善
哉
。
釈
迦
牟
尼
仏
。
快
説
是
法
華
経
。
我
為
聴
是
経
故
。
而

　

来
至
此
…
（
中
略
）
…
爾
時
多
宝
仏
。
於
宝
塔
中
分
半
座
。
与
釈
迦
牟
尼

　

仏
。
而
作
是
言
。
釈
迦
牟
尼
仏
。
可
就
此
座
。
即
時
釈
迦
牟
尼
仏
。
入
其

　

塔
中
坐
其
半
座
。
結
加
鉄
坐
」
（
大
正
蔵
九
・
三
三
中
下
）
と
あ
る
。

（
1
5
）
楊
泓
「
討
論
南
北
朝
前
期
仏
像
服
飾
的
主
要
変
化
」
（
『
考
古
」
六
期
、

　

一
九
六
三
年
、
三
三
〇
ー
三
三
七
頁
）
、
宿
白
「
雲
岡
石
窟
分
期
試
論
」

　

（
『
考
古
学
報
」
一
号
、
一
九
七
八
年
、
二
五
　
二
八
頁
）
、
同
上
r
平
城

　

に

お
け
る
国
力
の
集
中
と
「
雲
岡
様
式
」
の
形
成
と
発
展
」
（
雲
岡
文
物

　

保
管
所
、
北
京
大
学
考
古
系
編
『
中
国
石
窟
　
－
雲
岡
石
窟
』
第
一
巻
、

　

文
物
出
版
社
、
1
九
九
1
年
、
一
七
六
　
一
九
七
頁
）
な
ど
に
お
い
て
雲

　

岡
石
窟
の
時
期
区
分
を
し
て
い
る
。

（
1
6
）
李
静
傑
「
雲
岡
第
9
・
1
0
窟
の
図
像
構
成
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
芸
術
』

　

二
六
七
号
、
二
〇
〇
三
年
、
三
三
1
五
八
頁
）
参
照
。

（
1
）
智
顕
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
巻
第
八
下
（
大
正
蔵
三
四
・
二
四
下
）
、

　

吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
巻
第
一
（
大
正
蔵
三
四
、
四
五
一
以
下
）
な
ど
を
は

　

じ
め
関
連
研
究
が
続
い
て
い
る
。

（
8
1
）
　
F
添
品
妙
法
蓮
華
経
序
」
に
「
昔
敷
燈
沙
門
竺
法
護
。
於
晋
武
之
世
。

　

訳
正
法

華
。
後
秦
挑
興
。
更
請
羅
什
o
訳
妙
法
蓮
華
。
考
験
二
訳
。
定
非

　

一
本
。
護
似
多
羅
之
葉
。
什
似
亀
弦
之
文
。
余
捻
経
蔵
。
備
見
二
本
。
多

　

羅

則
与
正
法
符
会
。
亀
弦
則
共
妙
法
允
同
。
護
葉
尚
有
所
遺
。
什
文
寧
無

　

其
漏
。
而
護
所
閲
者
。
普
門
品
偶
也
。
什
所
閲
者
。
薬
草
喩
品
之
半
。
富

　

楼
那
及
法
師
等
二
品
之
初
。
提
婆
達
多
品
。
普
門
品
偶
也
。
什
又
移
嘱
累
。

　

在
薬
王
之
前
。
二
本
陀
羅
尼
。
並
置
普
門
之
後
。
其
間
異
同
。
言
不
能
極
」

　

（
大
正
蔵
九
・
一
三
四
下
）
と
あ
る
。
本
文
中
の
現
代
語
訳
は
従
来
の
研

　

究
成
果

を
も
と
に
翻
訳
者
が
補
填
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
H
亨

　

sti
t
u
t
e
　
f
o
r
　
t
h
e
　
C
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
　
S
t
u
d
y
　
o
f
　
L
o
t
u
s
　
S
u
t
r
a
，
　
R
i
s
s
h
o

　

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
’
　
S
a
n
s
k
r
i
t
　
m
a
n
u
s
c
r
i
P
t
s
　
o
f
　
S
a
d
d
h
a
r
§
a
p
u
n
d
a
r
l
k
a
，

　

V
o
1
．
I
　
（
T
o
k
y
o
：
　
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
　
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
　
o
f
　
S
a
d
d
h
a
r
m
a
－

　

p
u
n
da
ri

ka
　
M
a
n
u
s
c
r
i
p
t
s
，
　
1
9
7
7
）
，
　
p
．
x
x
v
i
．
、
三
友
健
容
「
観
音
菩
薩

　

と
普
門
品
」
（
『
法
華
文
化
研
究
』
三
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
一
頁
）
、

　

金
柄
坤
「
僧
肇
記
「
法
華
翻
経
後
記
」
偽
撰
説
の
全
貌
と
解
明
」
（
『
仏
教

　

学
論
集
』
．
一
七
号
、
二
〇
〇
九
年
、
四
三
頁
）
参
照
。

（
1
9
）
僧
祐
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
第
八
の
「
正
法
華
経
記
第
六
」
に
「
天
竺
沙

　

門
竺
力
亀
薮
居
士
吊
元
信
。
共
参
校
。
元
年
二
月
六
日
重
覆
」
（
大
正
蔵

　

五
五
・
五
⊥
ハ
下
）
と
あ
る
。

（
2
0
）
鳩
摩
羅
什
以
前
ま
で
の
庫
車
国
に
お
い
て
は
、
カ
シ
ミ
ー
ル
お
よ
び
カ

　

シ
ュ
ガ
ル
と
い
っ
た
と
こ
ろ
の
仏
教
性
向
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
傾
向
を

　

見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
世
紀
の
中
盤
頃
か
ら
『
般
若
経
』
お
よ
び

　

『
法
華
経
」
の
流
布
を
通
じ
て
国
家
的
な
次
元
で
の
大
乗
的
な
性
向
に
転

　

換

し
た
可
能
性
を
見
せ
て
い
る
（
拙
著
『
西
域
仏
教
交
流
史
』
恩
情
仏
教

　

文
化
振
興
s
s
、
　
1
1
0
二
年
、
九
五
　
九
八
頁
）
。



（
2
1
）
塚
本
啓
祥
前
掲
書
、
五
四
二
　
五
四
六
頁
参
照
。

（
2
2
）
宿
白
の
場
合
、
第
一
段
階
四
世
紀
初
葉
－
四
世
紀
中
葉
、
第
二
段
階
四

　

世
紀
末
　
五
世
紀
中
葉
、
第
三
段
階
六
世
紀
ー
七
世
紀
中
期
の
総
三
段
階

　

と
み
て
い
て
（
「
キ
ジ
ル
石
窟
の
形
式
区
分
と
そ
の
年
代
」
　
（
新
彊
ウ
イ
グ

　

ル

自
治
区
文
物
管
理
委
員
会
、
拝
城
県
キ
ジ
ル
千
仏
洞
文
物
保
管
所
編

　

『
中
国
石
窟
－
1
ー
キ
ジ
ル
石
窟
』
第
一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
一

　
1
（
1
1
－
1
七
八
頁
）
、
こ
れ
に
対
し
て
長
広
敏
雄
は
、
壁
画
の
壁
面
下
の

　

壁
土

を
基
準
と
し
て
提
起
さ
れ
た
宿
白
の
主
張
に
、
壁
画
形
成
年
代
を
そ

　

れ
よ
り
も
遅
い
時
期
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
「
中
央

　

ア

ジ
ア
仏
教
美
術
と
キ
ジ
ー
ル
石
窟
」
『
東
洋
学
術
研
究
』
二
五
ー
二
号
、

　

一
九
八
六
年
、
1
1
1
1
－
1
二
三
頁
）
。
こ
の
ほ
か
に
霊
旭
初
は
、
「
克
孜

　

爾
石
窟
的
分
期
問
題
」
に
お
い
て
キ
ジ
ル
石
窟
開
削
時
期
を
総
四
期
に
分

　

け
て
、
草
創
期
、
発
展
期
、
繁
栄
期
、
衰
落
期
と
み
て
い
て
、
草
創
期
の

　

場
合
、
三
世
紀
末
ー
四
世
紀
中
葉
と
そ
の
時
期
を
提
示
し
て
い
る
（
『
西

　

域
研
究
』
二
期
、
一
九
九
三
年
、
五
八
　
六
八
頁
）
。

（
2
3
）
黄
文
弼
「
仏
教
伝
入
都
善
与
西
方
文
化
的
輪
入
問
題
」
（
黄
文
弼
著

　

『
黄
文
弼
歴
史
考
古
論
集
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
三
四
五
　
三

　

四

七
頁
）
、
中
村
元
、
奈
良
康
明
、
佐
藤
良
純
共
著
、
金
知
見
訳
『
仏
陀

　

の

世
界
』
（
金
英
社
、
一
九
八
四
年
、
三
九
三
ー
三
九
五
頁
）
な
ど
を
参

　
照
。

（
2
4
）
韓
翔
、
朱
英
栄
『
亀
弦
石
窟
』
（
新
彊
大
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
、

西
北

印
度
と
西
域
の
信
仰
形
成
に
現
れ
た
法
華
信
仰
的
要
素
（
韓
）

　

李
裕
君

『
古
代
石
窟
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
趙
莉
『
亀
滋
石

　

窟
』
（
新
彊
美
術
摂
影
出
版
社
、
二
〇
〇
1
1
l
u
r
）
な
ど
を
参
照
。

（
2
5
）
慧
岐
『
高
僧
伝
』
巻
第
二
の
「
鳩
摩
羅
什
l
」
に
r
什
年
九
歳
。
随
母

　

渡
辛
頭
河
至
厨
賓
…
（
中
略
）
…
従
受
雑
蔵
中
長
二
含
凡
四
百
万
言
」

　

（大
正
蔵
五
十
・
三
三
〇
中
）
と
あ
る
。

（
2
6
）
前
掲
の
注
（
1
9
）
参
照
。

（
2
7
）
玄
　
『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
一
に
「
風
俗
質
直
。
文
字
取
則
印
度
」

　

（大
正
蔵
五
一
・
八
七
o
上
）
と
あ
る
。

（
2
8
）
『
妙
法
蓮
華
経
』
「
法
師
品
」
第
十
に
「
此
塔
応
以
一
切
華
香
理
路
縮
蓋

　

瞳
幡
伎
楽
歌
頒
。
供
養
恭
敬
尊
重
讃
歎
」
（
大
正
蔵
九
・
三
一
中
下
）
と

　
あ
る
。

（
2
）
荻
原
雲
来
、
土
田
勝
弥
前
掲
書
、
二
〇
一
頁
参
照
。

（
3
0
）
『
般
泥
垣
経
』
巻
下
に
「
拘
夷
豪
姓
。
共
作
甑
瓶
石
堅
。
縦
広
三
尺
。

　

集
用
作
塔
。
高
及
縦
広
。
皆
丈
五
尺
。
蔵
黄
金
嬰
。
舎
利
於
其
中
置
。
立

　

長
表
法
輪
。
枠
蓋
懸
糟
。
燃
燈
華
香
伎
楽
。
礼
事
供
養
。
挙
国
人
民
。
得

　

共
興
福
」
（
大
正
蔵
二
・
1
九
O
下
）
と
あ
る
。

（
3
1
）
玄
装
『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
一
に
「
管
絃
伎
楽
」
（
大
正
蔵
五
l
・
八

　

七

o
上
）
と
あ
る
。

（
3
）
『
妙
法
蓮
華
経
」
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
t
w
l
1
＋
八
k
J
　
r
若
有
人
受
持
読

　

調

解
其
義
趣
。
是
人
命
終
為
千
仏
授
手
。
令
不
恐
怖
不
堕
悪
趣
。
即
往
兜

　

率
天
上
弥
勒
菩
薩
所
。
弥
勒
菩
薩
有
三
十
二
相
。
大
菩
薩
衆
所
共
園
続
。

⊥
（

1



法

華
文
化
研
究
（
第
二
十
八
号
）

六
．

　

有
百
千
万
億
天
女
春
属
。
而
於
中
生
。
有
如
是
等
功
徳
利
益
」
（
大
正
蔵

　

九
・
六
一
下
）
と
あ
る
。

（
3
3
）
こ
の
よ
う
な
過
去
ー
現
在
ー
未
来
の
三
世
仏
の
現
象
化
は
、
た
だ
庫
車

　

国
に
限
ら
ず
し
て
敦
燈
の
莫
高
窟
か
ら
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
世

　

（
過

去
）
を
描
い
て
い
る
壁
画
と
、
現
世
（
現
在
）
の
仏
を
描
い
て
い
る

　

仏
像
お
よ
び
浬
磐
像
、
未
来
を
描
い
て
い
る
弥
勒
仏
の
壁
画
で
あ
る
。
こ

　

れ
は

敦
燈

と
庫
車
の
歴
史
に
お
い
て
と
も
に
見
ら
れ
る
戦
乱
と
い
う
部
分

　

が

相

当
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
部
分
で
も
あ
る
。

〔翻
訳
〕
金
　
　
煩
　
　
坤
（
法
華
経
文
化
研
究
所
研
究
員
）

　
本
稿
は
二
〇
〇
七
年
韓
国
政
府
（
教
育
科
学
技
術
部
）
の
財
源
に
よ
る
韓
国

研

究

財
団
の
支
援
を
受
け
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
（
Z
知
呵
N
O
O
S
c
。
①
ゲ

A
M
O
0
4
6
）


