
神
道
の
語
義
は
現
在
我
々
が
理
解
し
て
い
る
「
神
道
宗
教
」
と
し
て
体
系

化
さ
れ
た
も
の
を
示
す
の
で
は
な
く
、
本
来
黒
田
俊
雄
の
指
摘
す
る
よ
う
に

「
神
の
権
威
・
は
た
ら
き
Ｉ
神
で
あ
る
一
」
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
神
道
集

巻
一
「
神
道
由
来
事
」
の
中
に
お
い
て
も

問
・
何
レ
ノ
義
依
テ
諸
仏
＃
〈
神
道
ト
シ
灸
玉
ャ
・
答
・
諸
仏
＃
〈
慈
悲

利
生
済
度
群
生
ノ
故
・
種
顕
ノ
形
ヲ
現
玉
フ

と
い
っ
た
様
に
「
神
道
」
は
神
自
体
・
神
の
姿
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
神
道
Ｉ
神
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
「
神
道
説
」
は
顕
密
二

教
に
附
会
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
Ｉ
神
の
次
元
に
お
い
て

は
「
神
」
は
仏
の
変
作
・
化
義
と
し
て
理
解
さ
れ
、
「
神
道
」
は
同
じ
く
仏
の

は
た
ら
き
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
神
と
仏
の
位
置

関
係
は
ど
ち
ら
か
の
優
位
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
神
の
も
つ
様
灸
な

機
能
・
儀
礼
な
ど
の
本
質
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ

は
じ
め
に

『
神
道
集
』
と
神
道
思
想

畠

こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
説
話
・
縁
起
類
は
そ
の
特
定
の
神
々
の
鎮
座
す
る
在

地
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
中
世
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
発
想
の
場
を
古

代
的
表
現
に
借
り
な
が
ら
そ
の
時
代
の
思
想
的
位
想
の
中
で
独
自
に
つ
ち
か

っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
道
集
に
お
け
る
一
貫
し
た
思
想
の
有
様

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
神
道
集
』
巻
一
「
神
道
由
来
齋
」
に
含
ま
れ
る
神
道
論
の
構
成
は
お
よ

そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ｂ
天
神
七
代
・
地
神
七
代
の
事

目
天
の
岩
戸
説
話
と
素
蓋
鳴
尊
の
事

国
六
天
の
魔
王
と
天
照
大
神
と
の
契
約
に
よ
る
国
譲
り
説
話

㈲
伊
勢
神
宮
の
内
外
宮
を
真
言
密
教
の
金
胎
両
部
に
比
定
す
る
こ
と

⑤
波
羅
夷
の
罪
に
つ
い
て

尚
神
明
神
道
の
由
来

㈹
「
神
道
由
来
事
」
に
お
け
る
神
道
説

榎
本

純《
二

○

一

』



以
上
の
よ
う
な
神
明
神
道
の
発
生
を
説
く
神
道
論
が
『
日
本
書
紀
』
の
記
述

の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
㈲
・
㈲
の
内
容
は
書

紀
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
㈲
に
つ
い
て
は
、
神
話
的

な
国
讓
り
説
話
を
第
六
天
の
魔
王
と
の
契
約
に
よ
る
国
讓
り
に
置
き
換
え
て

い
る
。
本
文
に
よ
れ
ば
、

抑
伊
勢
太
神
宮
此
国
一
一
下
リ
シ
時
第
六
天
ノ
魔
王
見
レ
之
国
ヲ
失
ン

ト
テ
下
ケ
ル
ヲ
太
神
宮
魔
王
合
玉
ヒ
テ
我
〈
宝
ノ
名
字
ヲ
モ
云
ハ
ズ

我
身
一
一
モ
近
付
ケ
シ
疾
灸
返
昇
玉
ヘ
ト
誘
玉
ケ
レ
ハ
帰
り
玉
フ
其
約

束
二
連
ハ
シ
ト
テ
僧
〈
御
殿
近
ク
不
参
、
社
晦
三
シ
テ
経
ヲ
顕
ラ
ハ
｜
天

不
レ
持
三
宝
ノ
名
ヲ
モ
正
ク
ハ
不
し
言
佛
ヲ
〈
立
ス
経
ヲ
〈
染
紙
僧

髪
長
堂
木
燃
卜
云
テ
外
一
天
佛
法
ヲ
疎
カ
ニ
シ
内
一
ス
三
宝
ヲ
守
護

シ
御
在
ス
故
一
一
我
国
佛
法
偏
伊
勢
太
神
宮
守
護
一
一
依
ル
。

（
赤
木
文
庫
本
、
以
下
引
用
は
同
書
）

》
こ
の
説
話
は
、
第
六
天
の
魔
王
が
創
生
さ
れ
た
ば
か
り
の
国
士
を
天
照
大
神

に
讓
る
際
の
条
件
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
に
僧
を
入
れ
ず
、
三
宝
の
名
も
と
な

え
ず
ま
た
忌
詞
を
使
う
筆
へ
き
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
こ
と
を
天
照
大
神
が
承
諾

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
国
の
支
配
者
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

こ
の
国
讓
り
が
大
日
如
来
の
印
文
よ
り
起
因
す
る
こ
と
を
述
尋
へ
て
、

凡
テ
ハ
大
海
ノ
大
日
ノ
自
一
一
印
文
一
事
起
テ
、
内
宮
外
宮
両
部
ノ
大
日
ナ
リ
。

こ
の
大
日
の
印
文
と
は
即
ち
神
璽
の
こ
と
で
あ
り
、
先
代
か
ら
の
相
伝
を
象

徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
世
に
お
い
て
三
種
の
神
器
が
天
皇
と
し
て

の
正
し
い
血
統
を
証
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
中
で
特
に
玉
を
入
れ
た
箱
を
神
璽
と
呼
び
そ
の
中
に
印
を
入
れ
る

『
神
道
集
』
と
神
道
思
想

ｻ

と
い
う
記
録
な
ど
か
ら
し
て
も
、
こ
の
印
文
は
大
日
如
来
相
伝
の
地
を
天
照

太
神
が
統
治
者
と
し
て
譲
り
う
け
る
べ
く
し
て
相
伝
し
た
事
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
こ
の
神
璽
に
つ
い
て
は
『
神
道
集
』
巻
七
・
第
三
十
八
「
嶬
通
明
神

事
」
に
お
い
て
も
同
様
の
事
が
述
寒
へ
ら
れ
て
い
る
。

ノ

ー
ラ

抑
嶬
通
明
神
者
、
欽
明
大
皇
御
時
、
自
天
唐
云
二
神
璽
一
玉
、
大
般
若
副
被
レ

ト
ハ

ニ
テ
ヲ

ノ

渡
、
本
此
玉
申
天
照
大
神
天
下
給
時
・
第
六
天
魔
壬
乞
国
収
財
也
・
人
王

ノ

成
後
代
灸
帝
被
〉
守

こ
の
説
話
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
天
照
大
神
が
こ
の
国
の
統
治
者
と
し
て

誕
生
し
そ
の
子
孫
が
人
王
と
し
て
代
々
治
世
を
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
百
王
思

想
の
根
本
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

㈲
に
お
い
て
は
内
宮
外
宮
を
そ
れ
ぞ
れ
胎
蔵
界
・
金
剛
界
に
あ
て
る
両
部

神
道
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
文
に
は
、

凡
テ
ハ
海
底
の
大
日
の
自
一
印
文
一
事
起
テ
、
内
宮
外
宮
両
部
ノ
大
日
ナ
リ

（
中
略
）
内
宮
〈
胎
蔵
界
ノ
大
日
四
種
曼
陀
羅
ヲ
方
取
テ
囲
垣
水
垣
ト
テ
重

登
ナ
リ
勝
雄
木
有
し
九
シ
胎
蔵
九
尊
万
方
取
り
外
宮
〈
金
剛
界
ノ
大

日
也
、
或
ハ
阿
弥
陀
ト
モ
云
テ
金
剛
界
ノ
五
智
方
取
テ
月
輪
モ
有
王
胎
金

両
部
陽
陰
一
一
宮
ル
。

こ
れ
は
伊
勢
神
宮
の
内
宮
外
宮
を
そ
れ
ぞ
れ
胎
蔵
界
曼
陀
羅
と
金
剛
界
曼
陀

羅
に
あ
て
は
め
た
考
え
方
で
あ
る
。
神
祇
の
存
在
を
仏
教
的
空
間
に
あ
て
は

め
意
義
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は

次
の
国
に
お
い
て
波
羅
夷
の
罪
を
説
明
す
る
部
分
に
も
見
ら
れ
る
。
即
ち

当
社
ノ
宮
ハ
自
然
一
一
梵
綱
ノ
十
重
ヲ
持
テ
ル
ナ
リ
其
故
〈
人
ヲ
殺
害
シ
タ

ル
波
羅
夷
ノ
数
一
一
入
ラ
セ
玉
フ
カ
打
郷
シ
刃
傷
ヲ
モ
シ
ヌ
レ
ゞ
〈
被
し
留

2



軽
罪
二
似
タ
リ

と
し
て
仏
説
の
梵
綱
経
に
示
さ
れ
る
十
重
戒
を
持
す
る
社
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
波
羅
夷
罪
は
大
乗
律
の
経
典
で
特
に
下
巻
に
説
か
れ
て
い
る
十
波
羅
夷

罪
を
大
乗
戒
と
し
て
亜
要
視
し
て
い
る
。
十
波
羅
夷
と
は
十
亜
と
も
称
し
波

羅
夷
の
罪
加
条
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
『
仏
典
解
題
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
十

重
戒
を
犯
ず
る
こ
と
有
ら
ぱ
教
え
て
俄
悔
せ
し
む
」
と
あ
り
十
重
と
は
堕
地

獄
の
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
梵
網
戒
は
自
己
の
仏
性
を
開
発
す
る
こ
と
を

１

目
的
と
す
る
「
仏
性
戒
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
梵
網
戒
は
我
が
国
に
お

い
て
も
重
要
視
さ
れ
、
種
奄
の
注
釈
害
が
製
作
さ
れ
、
た
と
え
ば
最
澄
は
こ

の
経
を
も
と
に
比
叡
川
に
大
乗
の
戒
壇
を
た
て
「
伽
戒
論
」
を
著
し
て
い
る
。

こ
の
十
重
を
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
僧
と
し
て
得
度
し
仏
性
を
開
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
天
照
大
神
が
こ
の
戒
を
持
す
る
立
場
を
強
調

す
る
の
は
、
本
来
慨
り
を
得
ぬ
存
在
で
衆
生
と
等
し
く
迷
え
る
も
の
で
あ
っ

た
神
祇
が
仏
戒
を
受
け
て
解
脱
し
、
三
熱
の
苦
を
ま
ぬ
が
れ
て
仏
菩
薩
と
同

じ
位
置
ま
で
昇
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
を
う
け
て
㈲
の

「
神
明
神
道
の
由
来
」
の
部
分
で
は
仏
と
同
等
の
位
置
を
得
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
来
救
済
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
衆
生
を
済
度
す
る
↓
へ
く

転
生
し
た
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
引
用
す
れ
ば

夫
以
神
明
道
ノ
本
地
ヲ
尋
し
〈
諸
仏
菩
也
々
々
ノ
迩
化
〈
但
神
明
神
道
也

吉
々
可
し
知
問
何
レ
ノ
義
二
依
テ
諸
佛
ザ
ハ
神
道
卜
顕
レ
玉
ャ
答
諸

仏
存
薩
〈
慈
悲
利
生
済
度
群
生
ノ
故
種
々
ノ
形
ヲ
現
玉
フ
只
無
縁
ノ
慈

悲
ニ
テ
与
物
結
縁
シ
玉
フ
儀
式
ナ
リ
。

当
し
知
神
明
ノ
者
佛

モ
照
モ
同
ク
シ
テ
臂
へ
〈
眼
卜
館
ノ
異
名
ナ
リ
而
已

全

神
道
税
す
な
わ
ち
、
神
空
の
存
在
を
仏
教
的
表
現
を
も
っ
て
説
明
し
よ
う

と
す
る
機
運
は
ま
づ
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
表
面
化
し
て
く
る
。
伊
勢
神
道
は
、

度
会
神
道
と
も
い
わ
れ
、
吟
に
は
外
宮
神
道
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

外
宮
の
胴
官
で
あ
っ
た
度
会
氏
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

伊
勢
神
道
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
思
想
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
が
、
そ
の
代
表
的
な
書
物
に
神
道
五
部
吾
が
あ
る
。
本
来
五
部
害
と
し
て

一
括
し
て
呼
称
さ
れ
る
の
は
近
世
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
各
書
が
相
次

い
で
成
立
す
る
の
は
鎌
倉
時
代
中
期
と
さ
れ
そ
の
成
立
の
事
情
に
関
し
て
は

外
宮
の
祠
官
が
内
宮
に
対
抗
す
る
た
め
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

②る
。
そ
の
五
部
吾
成
立
の
上
で
城
も
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
に
『
中
臣

③

祓
訓
解
』
が
あ
る
。
五
部
書
は
こ
の
『
訓
解
』
を
引
用
し
な
が
ら
成
立
し
て

お
り
、
両
部
神
道
吉
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
｜
」
の
『
訓

解
』
は
早
く
真
言
密
教
の
影
響
を
受
け
て
、
従
来
の
伊
勢
神
宮
に
伝
わ
る
極

受
解
し
解
説
し
た
神
明
は
仏
菩
薩
と
同
じ
位
置
と
機
能
を
も
つ
て
、
神
明
神

道
と
し
て
慈
悲
に
よ
り
衆
生
を
救
済
す
る
者
と
し
て
の
新
た
な
存
在
を
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
説
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
神
明
神
道
説
が

群
生
済
度
の
神
と
し
て
機
能
す
る
の
は
㈲
１
国
ま
で
の
神
道
説
に
よ
っ
て
理

論
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
照
大
神
を
根
本
神
と

す
る
神
道
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
過
程
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
。。

両
部
神
道
の
成
ウ

ﾆニ

ニ

と



を
施
し
て
、
神
光
神
使
ハ
荒
に
駅
シ
、
慈
悲
慈
激
、
十
方
二
領
シ
ョ
リ
以

降
、
恭
ク
大
神
、
外
一
一
ハ
仏
教
一
一
異
ナ
ル
儀
式
ヲ
顕
シ
、
内
一
ス
仏
法
ヲ

護
る
神
兵
と
為
る
。

こ
の
内
容
は
、
我
が
国
の
初
め
に
大
日
が
魔
王
に
府
璽
を
諸
い
て
、
と
あ
る

よ
う
に
魔
王
と
の
契
約
説
を
引
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
う
い
っ
た
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
密
教
的
解
釈
を
こ
こ
ろ
み
た
神

道
説
を
集
大
成
し
た
も
の
が
『
腿
気
記
』
で
あ
っ
た
。
巻
一
の
「
二
所
太
神

宮
麗
気
記
」
に
お
い
て
「
天
照
太
神
取
尊
神
・
無
し
比
一
一
千
天
下
諸
社
『
大
日

霊
照
一
一
天
下
一
無
一
昼
夜
一
通
一
内
外
一
無
し
息
」
、
ま
た
、
「
内
外
両
宮
太
神
等

在
二
所
一
無
レ
ニ
無
し
別
・
分
一
一
外
相
於
二
宮
一
顕
一
定
恵
相
応
深
音
堂
実
仁
波

不
生
一
義
也
」
と
述
尋
へ
明
ら
か
に
両
部
神
道
害
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

『
神
道
集
』
と
神
道
思
想

種
の
神
道
説
を
集
約
し
、
密
教
の
概
念
に
よ
っ
て
体
系
化
し
て
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。
中
臣
祓
は
神
道
の
教
説
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
朝
延
に
お
い
て
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
罪
け
が
れ
を
祓
う

た
め
に
行
な
わ
れ
る
大
祓
の
神
事
の
こ
と
で
あ
る
。
古
来
中
臣
氏
が
掌
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
中
臣
抜
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
大
祓
の
祝
詞
の
注

釈
書
と
し
て
最
も
早
い
時
期
に
成
立
し
た
の
が
『
中
臣
祇
訓
解
』
で
あ
る
。

こ
の
『
訓
解
』
は
神
仏
同
体
説
を
と
り
、
積
極
的
に
神
祇
が
仏
と
同
位
置
に

お
い
て
機
能
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
冒
頭
部
分
を
引
用
す
れ
ば
、
，

ア
メ
ッ
チ
ヒ
ラ
キ
ハ
ジ

天
地
開
開
メ
シ
初
メ
・
神
宝
日
出
で
ま
す
時
・
法
界
法
身
王
大
日
・
無
縁

悪
業
ノ
衆
生
を
度
セ
ン
が
為
二
、
普
門
方
便
の
智
恵
ヲ
以
テ
、
蓮
花
三
昧

あ
い
び
ん

の
道
場
に
入
り
、
大
清
浄
願
ヲ
発
シ
、
愛
悪
ノ
慈
悲
ヲ
垂
し
、
権
化
の
姿

の
道
場
に
入
り
、
大
清
浄
願
え

を
現
じ
、
跡
を
閻
浮
提
に
垂
れ
、

府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
テ
、
降
伏
の
神
力

両
部
神
道
論
、
特
に
「
六
天
の
魔
王
説
」
を
含
む
神
道
説
は
諸
耆
に
散
見

す
る
。
例
え
ば
『
沙
石
集
』
巻
一
や
『
太
平
記
』
巻
一
、
『
平
家
物
語
』
剣

４

⑤

巻
、
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
や
『
太
神
宮
参
詣
記
』
（
通
海
）
『
神
祇
灌
頂
支
度
』
、

そ
の
他
歌
論
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
先
ず
『
神
道
集
』
と
ほ
ぼ
同

⑥

文
と
思
わ
れ
る
『
沙
石
集
』
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
が
あ
り
、
高
橋
伸
幸
氏

に
よ
れ
ば
こ
の
同
文
関
係
は
、
問
に
「
類
聚
既
験
抄
」
が
は
さ
ま
る
こ
と
か

ら
、
直
接
の
典
拠
関
係
は
な
く
、
こ
の
三
本
が
典
拠
と
し
た
テ
キ
ス
ト
が
存

在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
の
当
否
は
と
も
か
く
『
沙

石
集
』
と
『
神
道
集
』
の
間
の
同
文
関
係
が
意
味
す
る
も
の
は
、
こ
の
両
部

神
道
説
が
当
時
の
神
道
論
の
あ
り
方
と
し
て
主
流
を
占
め
、
す
で
に
沙
石
集

の
段
階
で
固
定
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。
『
沙
石
集
』
は

巻
一
の
「
太
神
宮
事
」
の
中
で
は
長
文
に
わ
た
っ
て
こ
の
神
道
論
を
引
用
す

つ
（
》
○

去
弘
長
年
中
、
太
神
宮
へ
詣
テ
侍
シ
’
一
、
或
社
官
ノ
語
り
シ
〈
、
当
社
一
一

三
宝
ノ
御
名
ヲ
忌
、
御
殿
近
ク
ハ
僧
ナ
ド
モ
詣
デ
又
事
〈
（
以
下
略
）

こ
う
い
っ
た
神
道
説
の
組
織
化
は
当
時
の
一
般
的
な
神
道
説
と
し
て
各
神
社

に
お
い
て
芽
ば
え
つ
つ
あ
っ
た
神
道
論
を
再
編
す
る
こ
と
に
な
り
、
各
地
に

お
い
て
種
々
の
神
道
論
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
先
の
「
六
天
の
魔
王
」
説

話
を
含
む
両
部
神
道
論
は
そ
の
核
と
な
り
多
く
の
書
物
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

以
下
そ
の
神
道
論
の
諸
相
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と
す
る
。

日
両
部
神
道
論
の
系
譜

Ｔ
マ



と
し
て
そ
の
理
由
に
「
館
六
天
の
魔
王
」
と
天
照
大
神
の
契
約
説
を
挙
げ
て

い
る
。
伊
勢
神
社
が
魔
王
の
契
約
に
従
っ
て
表
面
上
は
仏
教
を
忌
む
態
度
を

示
す
こ
と
は
先
の
『
中
臣
祓
訓
解
』
や
『
大
神
宮
参
詣
記
』
な
ど
に
見
え
て

お
り
早
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
大
神
宮
に
お
い

て
は
僧
が
参
詣
し
、
神
宮
の
社
宮
が
仏
教
的
造
詣
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
説
に
は
神
宮
側
の
「
排
仏
的
」
行
為
で
あ
る
と
か
、

ま
た
当
時
の
大
勢
を
占
め
る
仏
教
的
な
潮
流
の
中
で
神
道
側
の
独
自
性
を
守

る
と
い
っ
た
考
え
方
が
示
さ
れ
て
来
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
本
質
を
明
確
に

説
明
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
｝
」
の
問
題
を
考
え
る
に
は
そ
の
根
底
に

神
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
一
」
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
中
臣
祓
訓
解
』
の
末
尾
に
お
い
て
神
を
「
本
覚
神
」
「
始
覚
抑
」
「
不

覚
神
」
に
分
け
て
い
る
。
こ
こ
で
天
照
大
神
は
本
覚
神
と
さ
れ
て
い
て
そ
の

他
の
神
を
「
始
覚
神
」
と
「
不
覚
神
」
に
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

本
覚
思
想
に
よ
っ
て
神
を
説
朋
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
あ
る
が
、

こ
の
本
覚
神
と
い
う
の
は
、
仏
教
教
学
に
お
け
る
本
覚
、
即
ち
修
業
を
経
ず

と
も
す
で
に
仏
と
し
て
の
悟
を
肺
え
た
者
と
い
う
意
味
で
、
仏
教
的
な
救
済

を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
自
体
法
身
の
如
来
と
同
位
に
お
か
れ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
天
照
大
神
は
す
で
に
神
明
と
し
て
の
被
救
済
者
と

し
て
の
地
位
を
脱
し
、
そ
れ
自
体
法
身
の
如
来
と
し
て
衆
生
を
救
済
す
る
と

‘
７

い
う
立
場
を
確
保
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
神
宮
内
に
お
い
て
は
三
宝
の

名
を
唱
え
ず
と
の
論
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
も
述
ぺ
た
が
、
仏

教
の
側
か
ら
す
れ
ば
六
道
を
輪
廻
す
る
迷
え
る
衆
生
の
一
人
で
し
か
な
か
っ

た
神
が
、
両
部
神
道
論
に
お
い
て
は
本
覚
神
と
し
て
仏
と
同
位
の
み
な
ら
ず
、

趣

二
四

他
の
始
覚
神
・
不
覚
神
を
従
え
る
地
位
に
ま
で
登
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
神

道
集
』
に
お
い
て
神
を
権
者
と
実
者
の
二
種
に
分
け
、
前
者
を
仏
菩
薩
の
垂

跡
、
後
者
を
そ
れ
以
外
の
弛
神
や
悪
鬼
神
と
す
る
考
え
方
と
共
通
す
る
も
の

が
あ
る
。
こ
の
実
者
は
先
の
「
不
覚
神
」
に
当
た
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
『
神
道
集
』
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

実
者
〈
皆
弛
鬼
等
ナ
リ
、
権
者
ノ
神
〈
往
古
ノ
如
来
・
深
位
ノ
大
士
ナ
リ

教
化
六
道
ノ
約
束
利
益
、
衆
生
ノ
為
二
和
光
垂
迩
〈
相
成
道
ス
、
（
中
略
）

恐
設
始
ダ
ル
実
者
ト
云
ト
モ
、
終
一
一
権
者
ノ
春
属
卜
成
へ
シ
、

実
者
は
や
が
て
権
者
の
春
属
に
な
り
、
と
も
に
衆
生
救
済
の
神
明
と
し
て
顕

れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
天
照
大
神
を
権
者
１
本
覚
神
と
し
て
最
高
位
に
お

き
、
そ
れ
以
外
の
神
女
を
す
ゞ
へ
て
春
属
に
す
る
こ
と
で
神
祇
観
の
統
一
を
図

ろ
う
と
す
る
企
て
の
中
で
成
立
し
た
神
々
の
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

『
沙
石
集
』
の
成
立
し
た
弘
安
二
年
ｌ
弘
安
六
年
の
頃
に
は
す
で
に
両
部

神
道
論
は
一
応
の
定
着
を
み
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
住
は
弘
長
二
年

か
ら
四
年
間
伊
勢
へ
参
宮
す
る
が
、
こ
う
い
っ
た
経
験
が
無
住
の
神
祇
観
に

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
無
住
が
依
拠
し
た
神
祇
思
想
は

太
神
宮
内
に
お
け
る
論
の
集
約
ば
か
り
で
は
な
く
旧
仏
教
側
の
僧
達
の
手
に

よ
っ
て
彼
ら
の
仏
教
教
学
の
中
に
組
み
込
ま
れ
大
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
当
時
の
旧
仏
教
側
が
ど
の
よ
う
な
神
祇
思
想
を
も
っ
て
い
た
か
を
知
る

手
が
か
り
と
し
て
『
興
福
寺
奏
上
』
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
法

然
上
人
の
浄
土
宗
に
対
す
る
南
都
側
の
批
判
を
代
弁
し
た
も
の
で
、
当
時
の

鎌
倉
新
仏
教
と
南
都
北
餌
の
旧
仏
教
と
の
教
学
的
対
立
を
際
立
せ
て
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
奏
上
』
の
作
者
で
あ
る
貞
慶
は
安
居
院
の
澄
憲
の



兄
弟
で
あ
る
藤
原
貞
憲
の
子
で
あ
る
。
法
相
宗
の
碩
学
と
し
て
長
く
興
福
寺

に
住
し
そ
の
の
ち
笠
置
山
に
移
っ
て
お
り
、
律
宗
の
僧
と
し
て
研
鎖
を
積

む
が
『
愚
迷
発
心
集
』
な
ど
の
著
作
も
あ
る
よ
う
に
浄
土
教
的
色
彩
も
強
い

人
物
で
あ
る
。
貞
慶
は
こ
の
『
奏
上
』
の
中
で
、
法
然
の
浄
土
教
学
を
批
判

す
る
の
に
際
し
て
「
神
祇
不
拝
」
の
考
え
方
を
と
ら
え
て
、

第
五
背
二
霊
神
一
失
。
念
佛
之
輩
。
永
別
二
神
叫
毛
不
し
論
二
権
化
実
類
印
不
し

伸
二
宗
廟
大
社
主
若
二
弊
神
肌
聿
必
堕
二
魔
界
一
云
云
。
於
実
類
鬼
神
者
。
置

而
不
し
論
、
至
二
権
化
垂
跡
一
者
。
既
是
大
聖
也
。
上
代
高
僧
。
皆
以
帰
敬

と
述
べ
て
い
る
。
「
権
化
・
実
類
」
と
は
『
神
道
集
』
に
見
ら
れ
る
、
権
者

神
・
実
者
神
の
こ
と
で
あ
る
。
法
然
は
こ
の
権
実
二
神
を
拝
し
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
が
こ
の
点
に
浄
土
教
学
と
旧
仏
教
の
大
き
な
神
祇
観
の
違
い
が
表

わ
れ
て
い
る
。
法
然
の
浄
土
教
は
阿
弥
陀
の
四
十
八
願
に
明
示
さ
れ
る
不
成

仏
願
を
も
っ
て
救
済
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
そ
の
中
の
第
十
八
願

の
念
仏
往
生
を
教
義
の
中
心
に
据
え
て
、
そ
の
他
の
写
経
や
造
仏
・
行
儀
な

ど
を
余
行
と
し
て
不
必
要
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
神
明
に

対
す
る
信
仰
を
も
含
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
貞
慶
も
浄
土
教
学
に
対
す
る

理
解
は
十
分
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
旧
仏
教
側
が
志
向
す
る
神
明
を

肯
定
し
、
そ
の
救
済
力
と
仏
教
の
救
済
力
を
同
等
に
評
価
す
る
貞
慶
の
浄
土

教
学
と
は
相
入
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
貞
慶
の
も
つ
神
祇
観
と

８

は
『
笠
置
寺
十
三
重
塔
供
養
願
文
』
に
よ
れ
ば

惟
に
我
が
大
日
本
国
は
、
天
祖
降
跡
、
人
生
布
政
以
来
至
徳
の
要
道

王
化
久
し
く
伝
は
り
東
作
西
筬
民
業
永
久
に
継
ぐ

同
じ
く

『
神
道
集
』
と
神
道
思
恕

丁

己

髪
に
吾
が
朝
の
濫
鵤
を
尋
ぬ
る
に
皆
天
照
太
神
の
開
關
な
り
。
一
代
の

摂
化
を
思
ふ
に
釈
迦
大
師
の
出
世
な
ら
ざ
る
は
な
し

と
い
っ
た
天
照
大
神
を
祖
と
す
る
百
王
思
想
と
、
仏
教
的
価
値
観
を
根
本
に

据
え
た
神
祇
観
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
貞
慶
は
『
沙
石
集
』
巻
一
ノ
目
「
笠

置
解
説
房
上
人
大
神
官
児
詣
事
」
の
中
で
、
夢
告
に
従
っ
て
太
神
官
へ
参
詣

し
神
宮
の
社
宮
の
往
生
を
知
ら
さ
れ
、
夢
さ
め
て
の
ち
実
際
に
参
詣
し
そ
の

夢
告
の
現
実
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
説
話
が
存
在
す
る
が
、
そ

の
中
に
貞
慶
自
身
の
言
葉
と
し
て
、

我
今
度
生
死
出
離
セ
ズ
シ
テ
、
人
間
一
一
生
し
、
〈
、
当
社
ノ
神
官
卜
生
シ
テ
、

和
光
ノ
方
便
ヲ
仰
ベ
シ
ト
、
誓
給
ケ
ル

と
語
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
僧
侶
の
太
神
宮
参
詣
は
東
大
寺
の
僧
重

源
を
も
っ
て
最
初
と
さ
れ
る
が
、
貞
慶
も
ま
た
重
源
と
と
も
に
太
神
宮
へ
参

詣
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
都
合
三
度
参
詣
を
行
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
南

都
の
僧
達
の
思
想
的
関
心
が
太
神
宮
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
中
で
、
貞

慶
の
思
想
的
動
向
は
当
時
の
旧
仏
教
側
が
志
向
し
て
い
た
神
仏
一
致
の
思
想

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
『
沙
石
集
』
巻
一
ノ
目
「
出
離
ヲ

神
明
二
祈
事
」
に
記
さ
れ
る
明
遍
の
神
祇
信
仰
に
関
す
る
説
話
も
同
様
の
も

の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
説
話
は
明
通
が
肖
己
の
修
業
の
あ
り
方
に
疑
問
を

覚
え
、
三
井
寺
の
公
顕
僧
正
の
修
業
の
あ
り
様
を
弟
子
に
見
に
行
か
せ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
僧
正
の
修
業
の
様
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

我
が
身
一
ス
顕
密
ノ
聖
教
ヲ
学
ビ
テ
、
出
離
ノ
要
道
卜
思
上
計
フ
ニ
、
自

Ｌ
，
ゲ

カ
ョ
ハ
シ
ク
テ
智
品
ア
サ
シ
、
勝
縁
ノ
カ
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
〈
出
離
ノ
望
解
ガ

タ
シ
。
価
都
ノ
中
ノ
大
小
神
祇
〈
申
ス
ニ
及
バ
ズ
、
辺
地
辺
国
一
『
デ
モ
聞

二
五
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及
ブ
’
一
随
テ
、
日
本
国
中
ノ
大
小
諸
神
ノ
御
名
ヲ
害
奉
リ
テ
、
此
ノ
ー
間

ナ
ル
所
二
請
ジ
置
奉
リ
テ
、
心
経
汁
巻
、
神
呪
ナ
ド
調
シ
テ
法
楽
一
一
備
ヘ

テ
、
出
離
ノ
道
、
偏
一
一
和
光
ノ
方
便
ヲ
仰
グ
外
、
別
ノ
行
業
ナ
シ
、

こ
こ
に
は
他
力
信
仰
と
そ
の
依
拠
す
る
神
明
に
対
す
る
祭
祀
の
状
況
が
述
ぺ

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
仏
教
者
の
神
祇
信
仰
に
つ
い
て
同
じ
税
話
の
中

で
無
住
は
、

佛
菩
薩
ノ
形
ヲ
現
ジ
テ
、
是
シ
ヲ
度
ス
、
我
国
ハ
粟
散
辺
地
也
。
剛
強
ノ

衆
生
因
果
ヲ
シ
ラ
ズ
、
佛
法
ヲ
信
ゼ
ヌ
類
｝
ス
、
同
体
無
縁
ノ
慈
悲
一
ヨ

リ
テ
等
流
法
身
ノ
応
用
ヲ
タ
レ
、
悪
鬼
邪
神
ノ
形
ヲ
現
ジ
、
毒
蛇
猛
獣
ノ

身
ヲ
示
シ
、
暴
悪
ノ
族
ヲ
調
伏
シ
テ
、
佛
道
一
一
入
し
給
フ
、
（
中
略
）
我
朝

ハ
神
国
ト
シ
テ
大
権
ア
ト
ヲ
垂
シ
給
フ
。
（
中
略
）
価
機
感
想
応
ノ
和
光
ノ

方
便
ヲ
仰
テ
、
出
離
生
死
ノ
要
道
ヲ
祈
申
サ
ン
｜
ス
シ
ヵ
ジ
。

と
べ
の
て
法
身
の
応
用
で
あ
る
「
悪
鬼
邪
神
」
に
姿
を
変
え
た
実
者
神
を
信

仰
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
述
、
へ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
、
へ
ら
れ
て
い
る
実
類
神

は
、
い
わ
ゆ
る
三
身
諭
か
ら
導
び
き
出
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

法
身
が
そ
の
教
化
対
象
に
よ
っ
て
姿
を
変
え
例
え
ば
応
身
の
ご
と
く
衆
生
を

導
び
く
た
め
に
相
手
に
応
じ
て
形
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
悪
鬼
邪
神
も

法
身
の
応
用
で
あ
る
以
上
仏
の
道
に
衆
生
を
導
び
き
入
れ
る
方
便
の
一
つ
と

し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
貞
慶
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
明
遍
も
安
居
院
の

澄
憲
の
兄
に
当
り
、
『
平
治
物
語
』
に
よ
れ
ば
信
西
の
子
息
達
が
流
罪
に
な

っ
た
際
に
明
遍
も
越
後
へ
流
さ
れ
て
い
る
。
都
へ
復
帰
し
た
後
は
、
春
日
神

社
の
別
所
で
あ
る
光
明
山
へ
入
り
、
の
ち
高
野
山
へ
移
っ
て
蓮
華
谷
聖
の
祖

９

と
し
て
高
野
山
の
浄
土
教
興
隆
に
力
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

些

安
居
院
周
辺
の
学
僧
の
神
祇
観
を
検
討
し
て
み
る
と
、
彼
ら
が
天
照
太
神
を

祖
神
と
す
る
両
部
神
道
説
の
集
積
と
大
系
化
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
う
い
っ
た
事
情
は
天
台
宗
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
「
記⑩

家
」
と
よ
ば
れ
る
一
団
の
学
僧
達
に
よ
っ
て
一
」
の
作
業
は
進
め
ら
れ
て
い
た
。

「
記
家
」
と
い
う
の
は
、
叡
山
に
お
け
る
伝
法
門
の
祖
で
あ
る
顕
真
に
始
ま

る
流
派
で
あ
る
。
そ
の
特
色
は
仏
法
に
お
い
て
神
道
を
重
じ
口
伝
に
よ
る
教

護
の
相
伝
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
剛
真
は
座
主
明
雲
の
弟
子
で
あ
る
。
安

居
院
の
澄
憲
も
ま
た
こ
の
明
雲
か
ら
天
台
教
学
の
根
本
で
あ
る
一
心
三
観
の

衆
脈
を
相
伝
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
心
三
観
の
血
脈
は
澄
憲
の
属
す
る
檀
那

流
に
お
い
て
近
世
ま
で
秘
儀
と
さ
れ
た
口
伝
に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
て
い
た
玄

句
帰
命
檀
の
教
理
と
深
い
関
り
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
玄
旨
帰
命
檀
の
教
説
は

極
て
神
秘
的
な
神
仏
習
合
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
様
は
つ

か
み
に
く
い
が
、
こ
う
い
っ
た
神
道
論
的
色
彩
の
強
い
口
伝
が
明
雲
ｌ
顕

真
の
系
統
の
「
記
家
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
台
宗
内
部
で
独
自
に
神
道
説
の
類
纂
が
行
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
が
、
一
方
安
居
院
作
の
『
神
道
集
』
巻
一
の
両
部

神
道
論
の
存
在
は
南
都
仏
教
の
側
で
大
成
さ
れ
た
両
部
神
道
論
の
影
響
を
強

く
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
中
世
天
台
の
「
記
家
」
の
流
れ
を
く
み
な
が
ら
一

方
で
は
当
時
の
神
祇
思
想
の
本
流
で
あ
っ
た
両
部
神
道
を
そ
の
教
説
の
中
心

に
据
え
た
安
居
院
独
自
の
教
理
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
一
』
ハ



中
世
は
思
想
界
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
動
き
が
表
わ
れ
て
来
る
時
代
で
あ

る
。
そ
の
中
で
も
南
都
・
北
領
に
代
表
さ
れ
る
顕
密
二
教
の
旧
仏
教
側
と
法

然
・
親
鶯
を
始
め
と
す
る
新
仏
教
の
対
立
、
論
争
は
極
て
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
勢
力
は
共
に
末
法
と
い
う
時
代
相
を
共
通
の
危
機

意
識
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
を
成
立
・
再
編
さ
せ
る
。

し
か
し
、
こ
の
思
想
界
に
お
け
る
新
陳
代
謝
と
も
言
う
識
へ
き
こ
の
動
き
は

単
に
新
旧
の
交
代
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
旧
仏
教
側
に
お
い
て
も
教
線

拡
大
と
と
も
に
時
代
に
対
応
す
る
思
想
の
形
成
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
旧
仏
教
側
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
神
祇
思
想
も
ま
た
そ
の
例

外
で
は
な
か
っ
た
。
個
別
的
に
発
生
し
た
神
道
説
が
大
系
化
さ
れ
た
思
想
と

し
て
時
代
思
想
の
中
で
そ
の
独
自
な
位
置
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。前

節
で
述
べ
た
旧
仏
教
側
か
ら
の
浄
土
教
批
判
を
通
し
て
再
度
考
え
て
み

る
と
、
貞
慶
の
『
興
福
寺
奏
状
』
で
は
旧
仏
教
側
の
批
判
を
代
弁
し
、
特
に

法
然
の
神
祇
不
拝
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
れ
は
専
修
念
仏
の
立
場
か
ら

神
祇
に
祈
請
す
る
こ
と
を
余
業
と
し
て
法
然
が
退
け
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。

法
然
の
浄
土
宗
は
末
法
思
想
を
根
底
に
据
え
る
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
末
法

思
想
を
危
機
認
識
と
し
て
、
無
仏
世
界
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
一
方
の
南

都
仏
教
側
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
然
の
よ
う
に
無
仏
世
界

に
お
け
る
絶
対
的
な
救
済
者
を
阿
弥
陀
に
限
定
す
る
考
え
と
貞
慶
に
代
表
さ

『
神
道
集
』
と
神
道
思
想

卿
神
道
思
想
の
位
相

れ
る
旧
仏
教
は
根
本
的
に
対
立
す
る
。
こ
れ
は
真
言
密
教
を
中
心
と
す
る
旧

仏
教
側
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
。

『
神
道
集
』
の
基
本
的
発
想
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
実
者
神
に
対

す
る
信
仰
と
天
照
大
神
を
皇
祖
と
す
る
神
国
思
想
の
二
つ
を
基
軸
と
し
て
い

る
。
こ
の
実
者
神
に
よ
る
救
済
が
『
神
道
集
』
の
各
説
話
の
大
き
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
神
明
の
働
き
か
け
を
和
光
同
塵
と
称
し
て
い
る

が
、
そ
の
具
体
的
な
表
わ
れ
と
し
て
は
八
相
成
道
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
仏
が
生
ま
れ
教
え
を
説
い
て
入
滅
す
る
ま
で
の
諸
相
を
記
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
仏
の
衆
生
へ
の
働
き
か
け
の
典
型
と
し
て
い
る
。
即
ち
、

仏
の
本
来
の
身
を
隠
し
、
種
々
の
形
に
姿
を
変
え
、
劣
応
に
和
光
を
示
す
こ

と
は
、
極
悪
衆
生
に
ま
じ
っ
て
結
縁
し
、
仏
菩
薩
の
形
を
変
じ
て
衆
生
を
利

益
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
る
衆
生
救
済
の
た
め
に
仏
は
そ

の
内
証
世
界
よ
り
出
て
俗
塵
に
交
わ
り
群
類
を
教
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
に
神
は
人
と
し
て
出
生
し
、
人
と
同
じ
く
悪
趣
の
世
界
に
流
転
し
苦

し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
巻
六
の
「
上
野
国
児
持
山
之
事
」

に
お
い
て
、

佛
仔
ノ
応
逃
示
現
神
道
〈
必
縁
ヨ
リ
起
ル
事
ナ
レ
ハ
諸
佛
存
ノ
我
国
二
遊

タ
マ
フ
’
一
〈
必
ス
人
ノ
胎
ヲ
借
リ
テ
衆
生
ノ
身
卜
成
り
身
二
苦
悩
ヲ
受
テ

善
悪
ヲ
試
テ
後
神
明
ト
成
テ
悪
世
ノ
衆
生
ヲ
利
益
タ
マ
フ
御
事
ナ
リ
、

と
あ
る
よ
う
に
一
度
人
と
生
ま
れ
、
苦
悩
を
経
て
善
悪
を
経
験
し
て
神
明
と

顕
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
神
明
が
三
熱
の
苦
を
う
け
て
六
道
を
輪
廻

す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
衆
生
と
同
レ
ベ
ル
に
お
け
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
そ
れ
と
と
も
に
八
相
成
道
の
理
の
上
に
立

二
七
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っ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。
八
相
成
道
は
釈
迦
が
誕
生
し
て
の
ち
種
々

の
遍
歴
を
た
ど
っ
て
、
悟
り
を
開
き
、
入
滅
す
る
ま
で
の
生
涯
を
指
し
て
い

る
。
大
無
量
寿
経
（
上
）
の
序
文
か
ら
簡
単
に
引
用
す
る
と
、
八
相
の
示
現

と
し
て
①
受
胎
の
相
②
出
生
の
相
③
処
宮
の
相
仙
出
家
の
相
⑤
降
魔
の
相
⑥

成
道
の
相
⑦
転
法
輪
の
相
⑧
入
浬
梁
の
相
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
受
胎

に
関
し
て
は
、

処
言
兜
率
天
「
弘
一
一
宣
正
法
『
捨
彼
天
宮
「
降
二
神
母
胎
一

と
述
べ
ら
れ
、
兜
率
天
か
ら
降
り
て
母
の
胎
内
に
や
ど
る
の
で
あ
る
。
一
度

人
間
と
し
て
胎
生
し
、
種
灸
の
修
業
を
経
て
成
道
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
仏
典
に
お
い
て
過
去
の
人
間
で
あ
っ
た
時
の
釈
迦
の
事
跡
を
述
べ
る

の
が
本
生
経
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
釈
迦
が
こ
の
世
に
生
ま

れ
る
以
前
の
物
語
で
あ
り
、
過
去
世
に
お
い
て
い
か
な
る
善
行
を
し
、
功
徳

を
積
ん
だ
か
に
よ
っ
て
、
現
在
世
で
如
来
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
の
因

果
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
世
に
お
け
る
釈
迦
は
輪
仙
を
く
り
か
え
し
、

そ
の
た
び
に
人
間
や
そ
れ
以
外
の
鬼
神
・
動
物
に
い
た
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
生

を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
生
経
の
発
想
と
形
式
は
、
本
生
経
成
立
時

に
お
い
て
民
間
に
流
布
し
て
い
た
説
話
を
仏
教
説
話
と
し
て
改
作
し
て
ゆ
く

こ
と
を
容
易
に
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
僧
に
よ
っ
て
民
衆
教
化
の
た
め

こ
う
い
っ
た
背
景
を
も
っ
て
我
が
国
に
お
い
て
は
神
川
の
人
川
と
し
て
苦

悩
す
る
前
世
を
縁
起
と
し
て
記
す
こ
と
の
必
要
性
と
意
義
を
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
苦
悩
す
る
神
奏
の
本
生
謹
は
仏
菩
薩
の
代
受
苦

の
思
想
と
も
重
り
あ
っ
て
い
る
。
『
神
道
集
』
巻
一
の
「
神
道
由
来
事
」
に

に
盛
す
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

里

お
い
て
、

阿
難
白
佛
言
、
一
切
有
情
ノ
苦
ヲ
受
ハ
即
是
如
来
一
人
ノ
苦
ナ
リ
又

云
佛
一
切
衆
ノ
煩
悩
ノ
憂
ヲ
観
シ
バ
ノ
苦
ハ
母
ノ
病
子
ヲ
恩
フ
カ
如
シ

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
沙
石
集
』
巻
ニ
ノ
九
「
菩
薩
代
受
苦

事
」
に
お
い
て
く
わ
し
く
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
代
受
苦
と
は
菩
薩
が
大

悲
心
を
も
っ
て
衆
生
の
代
わ
り
に
地
獄
の
苦
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
菩
薩

の
大
悲
の
請
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
一

阿
弥
陀
の
胸
割
」
や
「
金
焼
き
地
蔵
」
な
ど
の
例
を
出
す
ま
で
も
な
く
人
食

の
心
に
強
く
訴
え
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
神
道
集
』
の
各
説

話
は
い
づ
れ
も
苦
難
を
経
て
神
と
し
て
顕
現
す
る
説
話
の
型
を
有
し
て
お
り
、

こ
の
代
受
苦
の
思
想
を
証
し
立
て
る
役
割
を
も
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
人
公
が
苦
難
を
経
る
こ
と
が
一
つ
の
説
話
の
型
と
し
て
古
代
よ
り
人
盈
の

心
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
多
く
の
物
語
が
例
証
す
る
が
、
仏
教
説
話
と
し

て
み
た
場
合
も
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
論
理
と
し
て
の
救
済
の
観
念
が
現
実
の
中

で
機
能
す
る
こ
と
を
衆
生
に
向
か
っ
て
説
き
示
す
物
語
と
し
て
、
唱
導
・
説

教
の
世
界
で
き
わ
め
て
誼
要
な
位
世
を
占
め
て
い
る
。

神
道
集
の
持
つ
神
道
説
が
顕
密
二
教
に
附
会
さ
れ
て
学
僧
の
手
に
よ
っ
て

体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
「
神
道
説
」
が
単
な
る
諸
説
の
集
秋
に
と
ど

ま
ら
ず
仏
教
教
学
の
体
系
の
中
で
教
理
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
思
想
的
達
成
の
中
で
神
道
集
の
縁
起
説
話
類
は

お
わ
り
に
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理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
人
と
し
て
誕
生
し
苦
難
を
経
て
神
と

顕
れ
、
そ
の
力
を
も
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
に
至
る
過
程
は
、
説
教
唱
導
の

世
界
の
中
に
新
た
な
表
現
世
界
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の

物
語
を
管
理
し
流
布
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
安
居
院
の
周
辺
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
神
道
集
が
依
拠
し
た
時
代
思
想
と
の

か
か
わ
り
か
ら
当
時
の
仏
教
者
、
貴
族
達
の
古
典
研
究
の
成
果
を
も
十
分
に

把
握
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
特
に
歌
学
の
世
界
と
の
密
接
な
関
連
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
神
道
説
の
研
究
は
そ
の
方
面
に
お
い
て
も
さ
か
ん
に

進
め
ら
れ
神
道
集
に
収
め
ら
れ
た
説
話
群
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
内
容
を

も
っ
た
歌
学
書
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残

さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
神
道
集
の
内
容
を
多
方
面
か
ら
把
握
し
て
ゆ
く
中
で

そ
の
も
つ
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

『
神
道
集
』
と
神
道
思
想

注
仙
二
三
頁
、
〈
梵
網
経
〉
の
項
。

側
『
中
世
神
道
の
研
究
』
や
巨
久
保
川
収
著

⑧
日
本
思
想
大
系
『
中
世
神
道
論
』
所
収

凹
続
群
書
類
従
三
下

⑤
大
神
社
史
料
二
所
収

⑥
高
橋
伸
幸
「
神
道
集
本
文
の
研
究
」
ｌ
「
類
聚
既
験
抄
」
（
神
祇
十
）
と
の

関
係
を
廻
っ
て
皇
学
館
論
叢
五

ｍ
黒
川
俊
雄
「
中
世
宗
教
史
に
お
け
る
神
道
の
位
置
」
も
皀
望
家
永
三
郎
教
授

・
東
京
教
育
大
学
退
官
記
念
論
集
日
所
収

⑧
「
賛
仏
乗
抄
」
所
収

側
井
上
光
貞
「
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
」
参
照

⑩
井
上
光
貞
・
前
掲
苫
回
路
『

万
一

’
二

九
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