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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
宮
治
で
す
。
私
は
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ

ア
の
仏
教
美
術
を
専
攻
し
て
い
ま
す
が
、
近
年
は
少
し
幅
広
く
、
仏

教
美
術
を
イ
ン
ド
か
ら
何
と
か
日
本
ま
で
つ
な
げ
、
中
央
ア
ジ
ア
か

ら
東
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播
や
変
化
の
様
相
に
つ
い
て
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
で
今
日
は
、「
生
死
輪
」、
あ
る
い
は
「
六
道
輪
廻
図
」
と

い
っ
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
お
話
を
し

よ
う
と
思
い
ま
す
。「
生
死
輪
」
が
「
観
心
十
界
図
」
と
い
う
も
の

に
、
中
国
で
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
う
し
た
広
く
は
仏
教
世

界
観
と
い
え
る
も
の
を
美
術
か
ら
読
み
解
い
て
み
よ
う
と
い
う
試
み

で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
今
日
お
話
し
す
る
あ
ら
す
じ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
生

死
輪
と
い
う
も
の
が
イ
ン
ド
で
成
立
し
、
チ
ベ
ッ
ト
で
流
行
し
ま
す

が
、
そ
の
流
れ
が
中
国
・
韓
国
・
日
本
へ
伝
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
生

死
輪
が
観
心
十
法
界
図（
か
ん
し
ん
じ
っ
ぽ
っ
か
い
ず
）、あ
る
い
は

単
に
観
心
十
界
図（
か
ん
し
ん
じ
っ
か
い
ず
）と
も
言
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
も
の
に
変
容
す
る
、
そ
の
様
子
を
特
に
中
央
ア
ジ
ア
・
中

国
を
中
心
に
見
て
み
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
日
本
の
六
道
絵
と
融

合
し
つ
つ
、
観
心
十
界
図
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
お
話
で
す
。

一
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
の
生
死
輪

　

生
死
輪
と
い
う
の
は
、
実
は
イ
ン
ド
で
か
な
り
つ
く
ら
れ
た
と
思

う
の
で
す
が
、
残
っ
て
い
る
の
は
、
有
名
な
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
に

一
つ
だ
け
現
存
し
て
い
ま
す
。
第
17
窟
と
い
う
石
窟
で
す
。
こ
れ
は

ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
窟
、
僧
院
窟
で
す
が
、
そ
の
入
り
口
を
入
っ
た
左
手
の

【
講
演
会
】

生
死
輪
（
六
道
輪
廻
図
）
か
ら
観
心
十
界
図
へ

│
│
仏
教
世
界
観
を
美
術
か
ら
読
み
解
く
│
│

宮　
　

治　
　
　
　
　

昭
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廊
下
の
奥
に
、
残

念
な
が
ら
下
方
が

半
分
以
上
欠
損
し

て
い
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
こ
に

生
死
輪
を
描
い
た

壁
画
が
あ
り
ま
す

（
図
１
）。

　

こ
の
ア
ジ
ャ
ン

タ
ー
の
第
17
窟
と

い
う
の
は
、
こ
の

地
域
を
治
め
て
い

た
西
ヴ
ァ
ー
カ
ー

タ
カ
朝
の
ハ
リ
シ
ェ
ー
ナ
王
に
仕
え
て
い
た
大
臣
（
こ
の
地
域
の

王
）
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
銘
文
か
ら
わ
か
り
、
五
世
紀
の

第
４
四
半
期
の
制
作
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

生
死
輪
と
い
う
の
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
悟
ら
な
い
限

り
、
永
遠
に
五
道
も
し
く
は
六
道
の
苦
し
み
の
輪
の
中
を
経
巡
る
と

い
う
こ
と
を
表
し
た
円
輪
、
車
輪
の
図
で
す
。
真
ん
中
に
車
軸
に
当

た
る
轂こ

し
き

が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
放
射
状
に
線
が
延
び
て
、
い
く
つ
も

の
区
画
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
下
半
分
は
不
明
で
す
。

　

生
死
輪
は
、
上
に
無
常
大
鬼
と
い
う
鬼
が
、
こ
の
輪
を
か
ん
だ

り
、
あ
る
い
は
手
足
で
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
の
輪
の
中
に

わ
れ
わ
れ
衆
生
は
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
か
と
言
う

と
、
真
ん
中
の
轂
に
当
た
る
中
心
の
小
円
内
に
、
死
ん
だ
り
生
き
た

り
す
る
、
輪
廻
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
三
つ
の
苦
し
み
の
原
因
、

「
貪
・
瞋
・
癡
」
の
三
毒
と
言
う
の
で
す
が
、「
欲
望
・
怒
り
・
無

知
」
を
表
す
鳩
・
蛇
・
猪
を
描
い
て
、
そ
の
三
毒
が
迷
い
の
苦
し
み

の
世
界
で
あ
る
五
道
（
も
し
く
は
六
道
）
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
生
死
輪
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
経
」
の
中
に
は
出
て
お

ら
ず
、「
律
」
文
献
で
あ
る
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』（
巻

第
十
七
）
と
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』（
巻
第
三
十
四
）
に
、

い
ず
れ
も
義
浄
が
訳
し
た
、
唐
の
時
代
で
す
が
、
そ
れ
ら
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
で
は
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ

ダ
ー
ナ
』
に
対
応
す
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
文
献
の
中
で
、
目
連
は
地
獄
・
餓
鬼
・
天
・
人
な
ど
の
世
界

を
遊
行
し
、
そ
の
苦
し
み
を
見
て
い
る
が
、
い
つ
も
目
連
が
い
る
わ

図１　アジャンター第17窟　生死輪
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け
で
は
な
い
か

ら
、
寺
門
の
屋
下

に
「
生
死
輪
」
を

描
く
の
が
よ
い
、

と
釈
尊
は
阿
難
に

告
げ
、
そ
の
描
き

方
を
述
べ
て
い
ま

す
。「
生
死
輪
」

は
衆
生
の
苦
し

み
、
そ
し
て
そ
れ

が
ど
う
し
て
起
こ

る
の
か
、
そ
れ
を

脱
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
、

仏
陀
の
教
え
を
き

ち
ん
と
守
り
な
さ

い
と
い
う
こ
と
を

絵
解
き
す
る
た
め

に
描
く
よ
う
に
、

と
釈
尊
の
言
葉
と
し
て
律
と
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
文
献
に
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の
生
死
輪
の
壁
画
を
本
格
的
に
研
究
を
し
た

の
は
、
シ
ュ
リ
ン
グ
ロ
フ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
研

究
の
高
名
な
先
生
で
す
が
、
そ
の
後
に
、
お
弟
子
の
モ
ニ
カ
・
ジ
ン

と
い
う
優
秀
な
女
性
の
研
究
者
と
、
シ
ュ
リ
ン
グ
ロ
フ
の
二
人
の
共

著
の
論
文
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
共
著
の
論
文
で
、
下
の
方
は

全
く
剥
落
し
て
い
ま
す
が
、
地
獄
が
描
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
餓

鬼
・
畜
生
・
人
間
・
阿
修
羅
・
天
の
六
趣
（
六
道
）
が
描
か
れ
て
い

た
と
い
う
説
を
出
し
ま
し
た
（
図
2
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
定
金
計
次
氏
が
反
論
を

書
き
ま
し
て
、
下
の
方
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
、
こ
の
あ
た
り
が
欠

損
し
て
い
る
の
で
す
が
、
一
番
上
が
天
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
モ
ニ

カ
・
ジ
ン
／
シ
ュ
リ
ン
グ
ロ
フ
の
説
と
同
じ
で
す
け
れ
ど
も
、
他
の

上
部
の
四
つ
の
区
画
に
は
、
仏
教
の
須
弥
山
世
界
観
に
説
か
れ
る
、

須
弥
山
の
東
西
南
北
に
あ
る
四
つ
の
大
陸
、
洲
に
住
ん
で
い
る
人
々

の
様
子
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
説
を
出
し
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ

は
南
の
贍
部
洲
、
閻
浮
提
と
も
言
い
ま
す
が
、
こ
の
南
の
洲
に
住
ん

で
い
る
。
北
の
方
の
反
対
側
は
、
非
常
に
涼
し
く
て
い
い
所
で
北
倶

図２　アジャンター第17窟　生死輪図像配置図

M. Zin & D. Schlingloff 説定金計次説
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盧
洲
、
そ
れ
か
ら
東
の
方
は
勝
身
洲
、
西
の
方
は
牛
貨
洲
で
す
。
定

金
説
は
天
界
の
他
に
、
人
間
界
を
四
区
画
に
分
け
て
、
そ
の
下
方
に

畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
五
趣
を
計
八
区
画
で
表
し
て
い
た
と
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
円
輪
の
周
り
、
外
輪
に
は
、
十
二
因
縁
と
い
う

仏
教
の
教
義
を
絵
で
表
し
て
い
ま
す
が
、
断
片
的
に
し
か
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。

　

ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の
生
死
輪
の
解
釈
は
、
モ
ニ
カ
・
ジ
ン
／
シ
ュ
リ

ン
グ
ロ
フ
の
六
区
画
に
六
趣
（
六
道
）
を
描
い
て
い
た
と
い
う
説

と
、
定
金
氏
の
八
区
画
に
五
趣
（
五
道
）
を
描
い
て
い
た
と
い
う
二

つ
の
見
解
が
あ
る
の
で
す
が
、
大
き
な
違
い
は
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
・
人
・
天
」
の
五
趣
か
、
あ
る
い
は
五
趣
に
阿
修
羅
（
修
羅
）
を

加
え
た
六
道
か
と
い
う
点
で
す
。
小
乗
（
部
派
仏
教
）
の
多
く
は
五

趣
説
で
、
特
に
説
一
切
有
部
と
い
う
部
派
で
は
五
趣
説
を
と
り
、
大

乗
で
は
六
趣
、
わ
れ
わ
れ
は
六
道
輪
廻
と
言
い
ま
し
て
、
東
ア
ジ
ア

で
は
六
道
が
一
般
的
と
な
り
ま
す
。

　

モ
ニ
カ
・
ジ
ン
／
シ
ュ
リ
ン
グ
ロ
フ
説
と
定
金
説
で
は
、
私
は
定

金
説
の
方
が
説
得
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
一
つ
に
は

図
像
自
体
の
解
釈
で
す
が
、
そ
れ
は
細
か
い
話
に
な
る
の
で
省
略
し

ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
五
趣
説
を
と
る
か
、
六
趣
説

を
と
る
か
で
、
五
趣
説
の
方
が
妥
当
だ
と
考
え
ま
す
。
と
言
い
ま
す

の
も
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の
壁
画
に
は
、
た
く
さ
ん
の
仏
教
説
話
図
が

描
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
シ
ュ
リ
ン
グ
ロ
フ
が
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
そ
れ
ら
は
説
一
切
有
部
の
伝
承
に
基
づ
く
説
話
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
説
一
切
有
部
は
六
道
説
で
は
な
く
、
五
趣
説
を
と
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
も
、
阿
修
羅
が
表
さ
れ

て
い
な
い
五
趣
生
死
輪
図
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

二
、
チ
ベ
ッ
ト
の
生
死
輪

　

さ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
に
は
た
く
さ
ん
の
生
死
輪
の
作
例
が
あ
り
ま

す
。
図
柄
が
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
説
明
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
お
寺
の
入
り
口
に
五
趣
生
死

輪
、
あ
る
い
は
六
趣
生
死
輪
の
場
合
も
多
い
で
す
が
、
た
く
さ
ん
生

死
輪
が
描
か
れ
ま
し
た
。

　
﹇
図
３
﹈
は
テ
ィ
ク
セ
寺
と
い
う
お
寺
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で

す
が
、
そ
の
中
心
円
に
「
貪
・
瞋
・
癡
」
の
三
毒
を
象
徴
的
に
表
し

て
い
ま
す
。
貪
（
む
さ
ぼ
り
）
は
ハ
ト
、
瞋
（
怒
り
）
は
ヘ
ビ
で
表

し
、
癡
（
無
知
）
は
イ
ノ
シ
シ
で
表
し
ま
す
。
そ
れ
ら
三
つ
が
互
い

に
食
い
あ
う
形
で
、
貪
は
ハ
ト
か
、
鶏
で
表
す
場
合
も
あ
り
、
癡
は
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イ
ノ
シ
シ
か
、
豚
で
表
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ハ
ト
と
か
ニ
ワ
ト
リ
が
、
ど
う
し
て
「
貪
（
む
さ
ぼ
り
）」
を
意

味
す
る
の
か
、
そ
れ
は
経
典
に
は
書
い
て
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ハ

ト
や
ニ
ワ
ト
リ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
つ
い
ば
ん
で
食
べ
て
い
ま
す
。
ハ

ト
と
い
う
と
平
和
の
象
徴
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
仏
教
で
は
む
さ
ぼ
り
の
象
徴
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ヘ
ビ
は

怒
り
の
象
徴
に
な
る
。
イ
ノ
シ
シ
や
ブ
タ
と
い
う
の
は
無
知
、
愚

痴
、
そ
う
い
う
も
の
を
表
し
て
い
て
、
こ
の
三
毒
が
、
わ
れ
わ
れ
生

き
て
い
る
も
の
に
は
ど
う
し
て
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て

苦
し
み
の
世
界
が
生
ま
れ
る
と
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

第
二
の
大
き
い
円
の
下
方
の
区
画
に
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
、

上
方
の
区
画
に
は
人
間
と
天
の
世
界
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

回
り
に
十
二
支
縁
起
を
描
く
の
で
す
が
、
無
常
大
鬼
と
呼
ば
れ
る
死

を
象
徴
す
る
鬼
が
輪
を
か
じ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
苦
し
み
の
輪
を
抜

け
出
す
に
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
よ
く
守
る
こ
と
が
大
事
で
、
そ

う
し
て
こ
の
輪
廻
の
輪
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
上
方
の
白

い
円
で
表
さ
れ
る
の
で
す
が
、
涅
槃
円
浄
と
言
わ
れ
る
悟
り
の
世
界

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

輪
の
中
の
一
番
大
き
い
部
分
に
五
道
の
あ
り
様
を
描
い
て
お
り
、

一
番
下
が
地
獄
の
世
界
で
炎
が
燃
え
立
っ
て
、
怒
り
の
明
王
が
表
さ

れ
、
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
が
大
勢
表
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か

ら
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
」
の
三
悪
道
と
言
い
ま
す
が
、
次
が
向

か
っ
て
右
の
餓
鬼
の
世
界
で
、
い
つ
も
飢
え
て
食
べ
よ
う
と
す
る

と
、
口
か
ら
火
が
出
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
飢
え
の
苦
し
み

の
世
界
。

　

地
獄
の
向
か
っ
て
左
に
は
、
畜
生
の
世
界
、
つ
ま
り
動
物
界
で
、

人
間
に
殺
さ
れ
た
り
、
動
物
が
食
い
合
っ
た
り
す
る
畜
生
道
が
描
い

図３　チベットの五趣生死輪　ティクセ寺
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て
あ
る
。
そ
し
て
輪
の
上
半
分
に
は
天
界
と
人
間
界
を
表
し
て
お

り
、
右
半
分
に
天
の
世
界
、
左
半
分
に
人
間
世
界
。
人
間
世
界
は
、

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
須
弥
山
世
界
の
四
つ
の
大
陸
、
わ
れ
わ
れ
の
住

む
閻
浮
提
、
す
な
わ
ち
南
の
贍
部
洲
、
そ
れ
以
外
に
北
の
倶
盧
洲
、

東
の
勝
身
洲
、
西
の
牛
貨
洲
と
い
う
大
陸
が
描
い
て
あ
っ
て
、
そ
こ

に
人
間
世
界
の
人
々
の
あ
り
様
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

天
の
世
界
は
一
つ
の
区
画
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
神
々
と
阿
修
羅

た
ち
と
が
戦
っ
て
い
ま
す
。
六
道
で
は
、
天
と
阿
修
羅
の
世
界
を
分

け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
五
道
で
は
天
と
阿
修
羅
を
一
緒
に
描
き

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
阿
修
羅
も
神
で
あ
っ
て
、
天
の

神
々
と
同
じ
仲
間
だ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
一
区
画
で
天
界
を
表
し

て
い
て
、
五
趣
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

円
輪
の
外
周
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
、
十
二
支
縁
起
が
描
い
て
あ
り

ま
す
。
時
間
の
関
係
で
説
明
は
省
略
し
ま
す
が
、
配
付
資
料
の
別
紙

に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
十
二
支
縁
起
、
あ
る
い

は
十
二
因
縁
は
仏
教
の
教
え
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
教
義
で
、
ど
う

し
て
人
間
の
苦
し
み
や
、
生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
輪
廻
が
起
こ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
系
列
を
追
っ
て
述
べ
た
も
の
で
、
無
明
か
ら

起
こ
っ
て
、
行
、
識
、
名
色
、
六
処
、
等
々
と
続
き
、
最
後
に
老
死

と
い
う
苦
に
至
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
絵
で
示
し
て

い
ま
す
。

　

チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
五
趣
で
は
な
く
、
六
道
（
六
趣
）
輪
廻
図
も
多

く
あ
り
ま
す
。
同
様
に
、
無
常
大
鬼
が
生
死
輪
を
く
わ
え
、
中
心
に

三
毒
が
描
か
れ
、
六
つ
の
世
界
、
六
道
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
非
常
に
多
く
の
生
死
輪
の
作
例
が
知
ら
れ
て
お

り
、
寺
院
の
入
り
口
に
壁
画
で
描
か
れ
る
以
外
に
、
軸
装
の
タ
ン
カ

に
描
か
れ
た
り
、
近
世
で
は
木
版
画
で
も
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
ネ

パ
ー
ル
で
は
売
店
で
売
っ
て
い
る
も
の
も
随
分
あ
り
ま
す
。
図
像
に

は
五
道
と
六
道
が
あ
り
、
細
部
に
も
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
イ
ン
ド
の
伝
続
を
継
承
し
て
い
ま
す
。

　

六
道
輪
廻
図
の
代
表
的
な
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
（
図
4
）。
円

輪
の
中
心
に
は
、
三
毒
の
「
ニ
ワ
ト
リ
・
ヘ
ビ
・
イ
ノ
シ
シ
」
が
描

か
れ
、
そ
の
外
周
に
は
良
い
行
い
を
し
た
人
、
善
業
を
積
ん
だ
人
た

ち
は
天
に
昇
っ
て
い
き
、
悪
い
こ
と
を
し
た
人
、
悪
業
を
重
ね
た
人

た
ち
は
、
悪
鬼
に
よ
っ
て
地
獄
に
引
き
ず
り
落
と
さ
れ
ま
す
。

　

円
輪
の
一
番
下
は
地
獄
で
、
釜
ゆ
で
に
な
っ
た
り
、
舌
を
抜
か
れ

た
り
、
釘
付
け
に
さ
れ
た
り
、
刀
剣
の
木
の
茂
る
山
に
追
い
立
て
ら

れ
た
り
、
猛
火
で
焼
か
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
の
世
界
が
描
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か
れ
ま
す
。
そ
し
て
向
か
っ
て
右
が
餓
鬼
の
世
界
で
、
飢
え
で
痩
せ

こ
け
、
お
腹
だ
け
大
き
い
裸
の
餓
鬼
た
ち
、
左
に
は
畜
生
道
が
描
か

れ
、
動
物
た
ち
が
食
い
合
っ
て
い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
、
い
ま
ま
で

な
か
っ
た
仏
陀
が
六
道
そ
れ
ぞ
れ
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト

で
は
、
ど
の
六
道
の
と
こ
ろ
に
も
、
最
終
的
に
は
仏
陀
が
救
っ
て
く

れ
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
六
道
の
救
済
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
仏
陀

の
代
わ
り
に
観
音
菩
薩
が
表
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

一
番
上
は
天
の
世
界
、
天
道
で
、
宮
殿
の
中
に
神
々
の
王
で
あ
る

帝
釈
天
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
区
画
を
設
け
て

い
て
、
向
か
っ
て
左
に
は
、
天
の
神
々
を
目
が
け
て
戦
い
を
挑
ん
で

い
る
阿
修
羅
た
ち
の
世
界
で
あ
る
修
羅
道
、
向
か
っ
て
右
に
人
間
の

世
界
、
人
道
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
円
輪
の
中
に
六
道
の
世
界
を
表
し
た
六
道
輪
廻
図
で

す
。
円
輪
の
外
、
画
面
の
右
上
隅
に
は
仏
陀
が
白
い
円
輪
、
涅
槃
を

象
徴
す
る
白
円
壇
を
指
さ
し
、
人
々
に
仏
陀
の
教
え
を
守
っ
て
、
苦

し
み
の
輪
廻
の
輪
か
ら
脱
す
る
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
仏

陀
の
反
対
側
、
画
面
の
左
隅
に
は
観
音
菩
薩
を
表
し
、
最
後
に
は
観

音
様
が
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

三
、
新
疆
ク
チ
ャ
の
ク
ム
ト
ラ
石
窟

　

こ
の
生
死
輪
、
六
道
輪
廻
図
が
中
国
に
伝
わ
り
ま
す
。
中
国
の
例

は
、
実
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
す
が
、
興
味
深
い
例
が
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
。
現
在
知
ら
れ
る
、
お
そ
ら
く
最
も
古
い
作
例
の
一
つ

は
、
敦
煌
莫
高
窟
か
ら
東
へ
約
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
に
あ
る
安
西

楡
林
窟
の
壁
画
で
す
。
楡
林
窟
は
唐
代
か
ら
清
朝
ま
で
造
営
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
唐
・
五
代
・
北
宋
の
貴
重
な
壁
画
が
残
っ
て
い
ま
す
。

図４　チベットの六趣生死輪
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そ
の
第
17
窟
の
前
室
甬
道
に
「
生
死
輪
」
と
「
目
連
の
地
獄
巡
り
」

が
対
面
し
て
描
か
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
ま
す
。
曹
氏
帰
義
軍
時
代

（
九
一
四
〜
一
〇
二
八
年
）
の
も
の
と
見
ら
れ
、
重
要
な
作
で
す

が
、
今
回
は
時
間
の
関
係
も
あ
り
割
愛
し
ま
す
。

　

さ
て
、
中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
ク
チ
ャ
と
い
う
西
域
北
道

の
中
心
地
が
あ
り
、
か
つ
て
仏
教
が
大
変
栄
え
た
オ
ア
シ
ス
国
家
で

し
た
。
ク
チ
ャ
に
は
有
名
な
キ
ジ
ル
石
窟
の
他
に
多
く
の
仏
教
石
窟

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
ク
ム
ト
ラ
石
窟
の
第
75
窟
の
壁
画
に
生

死
輪
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ウ
イ
グ
ル
時
代
の
も
の
と
見
ら
れ
ま
す

が
、
制
作
さ
れ
た
時
期
は
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
地
は
現
在
、
中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
と
呼
ば
れ
ま
す

が
、
ウ
イ
グ
ル
族
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
方
に

住
ん
で
い
た
ト
ル
コ
系
の
民
族
で
、
は
じ
め
マ
ニ
教
を
信
仰
し
て
い

た
の
で
す
が
、
や
が
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
追
い
や
ら
れ
て
、
そ
の

一
派
が
新
疆
の
タ
リ
ム
盆
地
に
移
住
し
、
そ
こ
で
仏
教
に
改
宗
し
ま

す
。

　

ウ
イ
グ
ル
仏
教
に
関
し
て
の
研
究
は
、
最
近
随
分
と
進
ん
で
い
ま

し
て
、
ウ
イ
グ
ル
語
の
解
読
で
歴
史
や
仏
教
の
様
子
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
ウ
イ
グ
ル
時
代
に
は
ト
ル
フ
ァ
ン
地
方
を
中
心
に
マ
ニ
教

絵
画
や
多
く
の
仏
教
壁
画
が
制
作
さ
れ
、
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ウ
イ
グ
ル
人
た
ち
は
、
九
世
紀
の
後
半
か
ら
十
二
、
十
三
世
紀
ぐ

ら
い
ま
で
、
非
常
に
大
き
な
勢
力
を
持
ち
ま
す
。
ク
チ
ャ
の
ク
ム
ト

ラ
石
窟
第
75
窟
は
、
小
さ
い
窟
で
す
が
、
石
窟
を
入
っ
た
奥
の
正
壁

に
足
を
組
ん
で
瞑
想
す
る
禅
定
僧
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
て
、
欠
け

て
い
て
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
両
手
の
上
に
鉢
が

置
か
れ
、
そ
こ
か
ら
墨
線
が
引
か
れ
て
い
て
、
両
側
に
三
場
面
ず
つ

六
道
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
瞑
想
す
る
僧
の
周
り
に
六

道
を
描
い
て
い
る
の
で
す
。

　

剥
落
が
多
い
で
す
が
、
森
美
智
代
氏
が
線
図
を
つ
く
ら
れ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
で
見
ま
す
と
、
図
像
が
見
分
け
ら
れ
ま
す
（
図
５
）。

向
か
っ
て
左
上
に
一
番
目
の
神
々
が
並
ぶ
天
道
、
右
上
に
は
須
弥
山

が
表
さ
れ
て
い
て
、
中
国
で
は
須
弥
山
世
界
の
中
央
に
阿
修
羅
を
表

す
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
は
ど
う
も
二
番
目
の
修
羅
道
を
表
し
て

い
る
。

　

次
に
向
か
っ
て
右
の
中
段
に
、
三
番
目
の
人
道
で
、
興
味
深
い
こ

と
に
人
間
の
姿
と
し
て
、
服
装
か
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ウ
イ
グ
ル

人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
壁
画
が
ウ
イ
グ
ル

時
代
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。



生
死
輪
（
六
道
輪
廻
図
）
か
ら
観
心
十
界
図
へ
（
宮
治
）

43─　   ─

　

そ
し
て
、
向
か
っ
て
左
の
中
段
に
四
番
目
の
地
獄
道
の
釜
ゆ
で
の

場
面
、
そ
れ
か
ら
そ
の
下
に
馬
な
ど
が
見
ら
れ
る
五
番
目
の
畜
生

道
、
右
下
に
六
番
目
の
餓
鬼
道
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
禅
定
僧
の
両
側
に
三
場
面
ず
つ
六
道
が
描
か
れ
て
い

て
、
僧
が
瞑
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
道
を
克
服
す
る
、
自
分
が

六
道
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
六
道
、
特
に
悪
趣
に

落
ち
た
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
二
つ
の
解
釈
が
成
り
立

ち
ま
す
。
後
者
の
解
釈
は
「
慈
心
」
を
起
こ
す
瞑
想
実
践
を
表
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
で
、
壁
面
に
記
さ
れ
た
墨
書
銘
（
損
傷

が
多
い
）
か
ら
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

中
国
の
研
究
者
で
中
央
の
禅
定
僧
は
地
蔵
菩
薩
で
は
な
い
か
と

言
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
確
か
に
、
地
蔵
菩
薩
が
六
道
を
救
済
す

る
姿
が
敦
煌
の
絵
画
に
出
て
き
ま
す
が
、
こ
の
壁
画
で
は
お
地
蔵
さ

ん
で
は
な
く
て
、
瞑
想
す
る
禅
定
僧
と
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
壁
画
は

十
〜
十
一
世
紀
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
窟
の
向
か
っ
て
左
の
側
壁
に

は
、
樹
下
で
瞑
想
す
る
僧
、
つ
ま
り
禅
定
僧
た
ち
の
列
が
描
か
れ
て

い
て
、
そ
の
中
に
、
禅
定
僧
の
前
に
、
二
つ
の
小
さ
い
生
死
輪
が
見

ら
れ
る
の
で
す
。
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
で
は
や
っ
た
生
死
輪
が
非
常

に
小
さ
く
表
さ
れ
、
そ
れ
を
僧
た
ち
が
瞑
想
す
る
、
そ
う
い
う
図
が

描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ク
ム
ト
ラ
石
窟
は
、
ク
チ
ャ
の
ま
ち
の
郊
外
に
あ
り
ま
す
が
、
ク

チ
ャ
地
方
で
は
禅
観
、
つ
ま
り
僧
た
ち
の
瞑
想
・
観
想
の
実
践
が
大

変
は
や
っ
た
地
域
と
し
て
有
名
で
、
キ
ジ
ル
壁
画
に
も
禅
観
僧
を
表

し
た
壁
画
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
禅
観
に
関
す
る
教
本
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
し
、
禅
観
経
典
が
、

図５　クムトラ第75窟正壁壁画 
森美智代氏作図
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こ
の
地
出
身
で
あ
る
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
も
多
く
漢
訳
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
地
域
で
は
瞑
想
実
践
、
観
想
、

禅
観
が
は
や
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ウ
イ
グ
ル
時
代
に
も
そ
の
伝

統
が
受
け
継
が
れ
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
、
中
国
へ
の
伝
播
と
変
容

　

い
ま
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
中

国
の
歴
史
と
い
う
の
は
漢
民
族
と
、
北
方
の
遊
牧
民
が
南
の
中
原
へ

と
侵
攻
し
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
交
易
に
よ
っ
て
経
済
力
も
つ
け
て
強

大
と
な
る
、
そ
の
戦
い
と
交
流
の
歴
史
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
く

ら
い
で
す
。
百
年
、
二
百
年
単
位
で
大
き
く
歴
史
が
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。

　

唐
が
亡
び
て
五
代
十
国
と
呼
ば
れ
る
時
代
、
そ
し
て
十
世
紀
中
頃

か
ら
北
宋
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
の
前
後
か
ら
十
二

世
紀
に
か
け
て
、
北
方
で
は
契
丹
（
遼
）、
西
夏
、
ウ
イ
グ
ル
、
そ

う
し
た
民
族
が
み
な
独
立
し
て
強
力
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
最
終
的

に
北
宋
は
金
に
滅
ぼ
さ
れ
て
、
南
に
移
っ
て
南
宋
時
代
に
な
り
ま
す

が
、
日
本
の
平
安
時
代
の
後
期
に
当
た
る
こ
の
時
代
は
、
東
ア
ジ
ア

の
激
動
の
時
代
で
す
。

　

こ
う
い
う
戦
乱
の
多
い
時
代
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で

は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
交
易
に
よ
っ
て
経
済
的
に
繁
栄
す
る
と
同
時

に
、
王
や
貴
族
た
ち
は
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
て
い
る
の
で
す
。
宋
の

時
代
に
も
仏
教
が
復
興
し
、
吐
蕃
、
チ
ベ
ッ
ト
も
も
ち
ろ
ん
で
す
。

契
丹
民
族
が
遼
を
建
国
し
た
時
に
漢
文
の
大
蔵
経
を
刊
行
し
、
ウ
イ

グ
ル
も
仏
教
に
改
宗
し
た
り
、
西
夏
は
西
夏
文
字
の
大
蔵
経
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
の
時
代
の
状
況
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
複
雑
で
わ
か

り
に
く
い
の
で
す
が
、
仏
教
が
そ
れ
ぞ
れ
に
大
変
栄
え
て
い
た
こ
と

が
最
近
の
研
究
で
、
か
な
り
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
、
南
宋
と
の
行
き
来
が
頻

繁
に
行
わ
れ
、
重
源
、
栄
西
、
俊
芿
、
道
元
と
い
っ
た
僧
た
ち
が
入

宋
し
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
仏
教
、
現
在
ま
で
続
く
仏
教
の
宗
派
の
元
に

な
っ
た
多
く
が
宋
代
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
特
に
禅
宗
は

宋
代
仏
教
を
直
接
的
に
受
け
入
れ
、
そ
の
後
の
日
本
仏
教
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
復
興
し
た
中
国
の

天
台
宗
を
も
と
に
浄
土
教
も
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
律

宗
は
、
日
本
で
は
独
立
し
た
大
き
な
宗
派
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
こ
の
時
代
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
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話
が
脇
道
に
そ
れ
ま
し
た
が
、
美
術
の
話
に
戻
り
ま
す
。
四
川
省

に
大
足
石
窟
と
い
う
大
規
模
な
石
窟
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
北
山
、
宝

頂
山
、
南
山
、
石
篆
山
、
石
門
山
な
ど
の
、
石
窟
と
い
う
よ
り
は
石

刻
と
言
っ
た
方
が
正
確
で
す
が
、
岩
山
を
彫
り
込
ん
で
た
く
さ
ん
の

仏
像
や
仏
教
説
話
が
ほ
と
ん
ど
丸
彫
り
で
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

石
窟
と
い
う
と
、
イ
ン
ド
で
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
ス
ト
ゥ
ー
パ

（
仏
塔
）
を
彫
り
込
ん
だ
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
窟
と
、
僧
た
ち
が
住
む
僧

院
（
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
）
窟
、
そ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
石
窟
寺
院
と

普
通
は
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
に
入
り
ま
す
と
、
イ
ン
ド
の

石
窟
の
形
態
と
は
変
わ
り
ま
し
て
、
特
に
四
川
省
で
は
、
岩
を
ほ
と

ん
ど
丸
彫
り
か
高
浮
き
彫
り
で
立
体
的
に
、
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
を

た
く
さ
ん
の
彫
刻
で
彫
り
出
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
で
は
唐
の
時
代
に
も
多
く
の
お
寺
が
、
長
安
の
都
を
は
じ

め
、
各
地
で
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
文
献
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
、
石
窟
寺
院

は
、
敦
煌
、
雲
岡
、
龍
門
と
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
四
川
省
、
蜀
の
地
は
、
山
が
非
常
に
多
く
敵
が

攻
め
に
く
い
の
で
、
中
原
で
戦
い
に
敗
れ
た
人
た
ち
は
、
四
川
省
に

逃
れ
ま
す
。
玄
宗
皇
帝
も
安
禄
山
の
戦
い
で
敗
れ
て
蜀
の
地
に
逃
げ

た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
四
川
省
に
は
、
仏
教
の
遺

跡
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
特
に
唐
代
以
降
、
南
宋
時
代
の
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

五
、
四
川
省
大
足
宝
頂
山
の
石
刻

　

さ
て
、
生
死
輪
の
お
話
で
す
け
れ
ど
も
、
大
足
宝
頂
山
大
仏
湾
と

い
う
石
刻
に
見
ら
れ
ま
す
。
山
上
の
聖
寿
寺
に
あ
る
遺
跡
で
、
馬
蹄

形
に
湾
曲
す
る
全
長
約
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の

岩
壁
に
、
多
く
の
主
題
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
銘
文

が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
宝
頂
山
大
仏
湾
の
石
刻
は
、
趙
智
鳳
と
い
う

人
が
、
南
宋
時
代
の
後
半
（
一
一
七
九
〜
一
二
四
九
年
）
に
、
七
十

年
を
か
け
て
造
営
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

大
仏
湾
の
入
り
口
の
近
く
に
生
死
輪
、
そ
れ
か
ら
華
厳
三
聖
像
、

千
手
観
音
、
大
涅
槃
像
、
父
母
恩
重
経
変
、
観
無
量
寿
経
変
、
地
獄

変
、
こ
う
い
っ
た
尊
像
や
テ
ー
マ
が
も
の
す
ご
い
規
模
で
、
立
体
絵

巻
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

入
り
口
を
入
っ
た
最
初
の
と
こ
ろ
に
生
死
輪
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す

（
図
６
ａ
ｂ
）。
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
で
も
寺
院
の
入
り
口
に
描
か

れ
、
そ
の
図
像
も
や
は
り
無
常
大
鬼
が
生
死
輪
を
か
じ
っ
て
、
両
手
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と
両
足
で
円
輪
を
抱
え
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
立
っ
た
姿
で
表
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
構
成
と
だ
い
た
い
同
じ
で
す
が
、
一
番
違

う
の
は
、
先
ほ
ど
ク
ム
ト
ラ
石
窟
で
も
見
ま
し
た
が
、
中
心
に
禅
定

僧
の
姿
が
あ
る
こ
と
で
す
。
よ
く
見
る
と
そ
の
両
側
に
ニ
ワ
ト
リ
か

ハ
ト
と
、
イ
ノ
シ
シ
が
表
さ
れ
、
ヘ
ビ
は
台
座
の
下
の
方
に
巻
き
付

い
て
い
ま
す
が
、
三
毒
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
三
毒

だ
け
で
は
な
く
僧
が
瞑
想
し
、
し
か
も
胸
か
ら
光
の
帯
の
よ
う
な
も

の
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
先
ほ
ど
の
ク
ム
ト
ラ
石

窟
の
図
像
と
お
そ
ら
く
関

係
し
、
瞑
想
に
よ
っ
て
こ

の
輪
廻
の
輪
か
ら
脱
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
こ
れ
で
象
徴

し
て
い
る
の
で
す
。

　

生
死
輪
は
い
ま
述
べ
た

中
心
円
と
、
そ
の
周
り
の

三
重
の
円
輪
か
ら
成
っ
て

い
ま
す
。
第
二
の
円
輪
に
は
上
か
ら
右
回
り
に
、
天
・
人
・
餓
鬼
・

地
獄
・
畜
生
・
阿
修
羅
の
六
道
を
表
し
て
い
る
。
一
番
上
は
天
で

す
。
天
道
を
描
く
と
き
は
、
だ
い
た
い
宮
殿
を
表
し
ま
す
。
向
か
っ

て
左
の
修
羅
道
は
阿
修
羅
の
像
と
従
者
で
表
し
て
い
ま
す
。
興
福
寺

の
阿
修
羅
は
六
臂
で
す
が
、
こ
こ
で
は
八
臂
で
、
上
に
掲
げ
た
両
手

で
日
月
を
持
つ
の
が
阿
修
羅
の
特
徴
で
、
こ
れ
で
修
羅
道
を
表
し
ま

す
。

　

そ
れ
か
ら
、
向
か
っ
て
右
が
人
間
た
ち
を
描
い
た
人
道
で
、
当
時

図６a　四川省大足宝頂山大仏湾　生死輪

図６b　同部分
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の
人
た
ち
の
服
装
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
右
下
に
餓
鬼
道
、
左

下
に
畜
生
道
で
、
一
番
下
が
地
獄
で
地
獄
の
釜
が
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
こ
こ
で
は
六
道
輪
廻
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
次
の
第
三
の
円
輪
に
は
、
十
二
縁
起
が
表
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
数
え
て
み
ま
す
と
区
画
が
十
八
あ
り
ま
す
。
十
二
縁
起
は
十
二

因
縁
、
あ
る
い
は
十
二
支
縁
起
と
も
言
い
ま
す
が
、
仏
教
の
基
本
の

教
え
で
す
。
ど
う
し
て
苦
し
み
は
起
こ
る
の
か
、
そ
れ
を
克
服
、
断

つ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
因
果
の
道
理
を
明
か
し
た
も

の
で
す
。
無
明
か
ら
起
こ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
行
、
識
、
名
色
、
六

処
、
触
、
受
、
取
、
有
、
生
、
老
死
の
十
二
で
す
。
根
源
的
な
無
知

か
ら
認
識
作
用
が
起
こ
り
、
欲
望
が
生
じ
、
そ
れ
が
生
死
の
苦
し
み

を
生
む
と
い
う
仏
教
の
教
義
で
す
。

　

そ
れ
を
図
像
に
よ
っ
て
表
し
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の
図
像
で
は

無
明
を
「
盲
人
の
女
性
」、
行
を
「
つ
ぼ
作
り
」、
識
を
「
果
物
を
取

る
猿
」
等
々
で
表
し
ま
す
。

　
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
に
は
五
趣
輪
廻
図
の
描
き
方
、
図

像
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
十
八
項
目

に
分
け
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
一
番
目
か
ら
十
一
番
目
ま
で
は

同
じ
で
す
が
、「
老
死
」
の
十
二
番
目
を
「
老
・
病
・
死
・
憂
・

悲
・
苦
・
悩
」
と
七
つ
に
分
け
て
、
全
部
で
十
八
に
し
て
い
る
の
で

す
。
宝
頂
山
の
生
死
輪
の
第
三
の
円
輪
に
は
十
八
の
図
像
が
あ
り
、

律
文
献
の
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
に
出
て
い
る
内
容
に
、
だ

い
た
い
合
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

も
う
一
つ
面
白
い
の
は
一
番
外
側
の
第
四
の
円
輪
に
見
ら
れ
る
灌

漑
輪
、
つ
ま
り
水
車
で
す
。
イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
に
は
見

ら
れ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
最
近
、

イ
ン
ド
側
の
チ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
で
あ
る
、
ス
ピ
テ
ィ
の
タ
ボ
寺
に
、

か
な
り
剥
落
し
た
生
死
輪
の
外
輪
に
灌
漑
輪
が
回
っ
て
い
る
様
子
を

描
い
た
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
車
の
よ
う
に
円
輪
が
描
か

れ
、
缶
と
か
壺
が
あ
っ
て
、
衆
生
が
生
死
を
繰
り
返
す
、
そ
の
様
子

を
示
す
た
め
に
、
缶
や
壺
か
ら
人
間
の
頭
が
出
て
い
て
、
後
ろ
は
動

物
の
し
っ
ぽ
や
脚
が
表
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
動
物
の
頭
と
人

間
の
足
に
な
っ
て
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
に
生
ま
れ
変
わ
る
様
子
を
、

こ
れ
で
も
っ
て
象
徴
的
に
表
し
ま
す
。

　

灌
漑
輪
の
缶
か
ら
人
間
や
動
物
の
頭
や
足
を
出
す
図
像
に
つ
い
て

は
先
ほ
ど
の
律
文
献
に
も
書
い
て
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
で
も
一
部
描
か

れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
中
国
で
一
般
的
に
な
っ
た
よ
う
で
、
安
西

榆
林
窟
第
19
窟
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
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宝
頂
山
大
仏
湾
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
面
白
い
の
は
生
死
輪
の
中

心
に
僧
が
瞑
想
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
律
文
献
に
は
述
べ

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
禅
定
僧
の
胸
か
ら
六
本
の
白
い
帯
が
、
外

に
向
か
っ
て
伸
び
て
円
輪
の
外
ま
で
出
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

僧
の
瞑
想
に
よ
っ
て
輪
廻
の
輪
か
ら
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
、
解

脱
、
悟
り
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
帯
は
光
を
表
す
よ
う
な
白
い
帯
で
、
そ
れ
ら
に
は
小
さ
な
円

が
い
く
つ
も
描
い
て
あ
っ
て
、
そ
こ
の
中
に
は
坐
仏
が
上
の
方
に
表

さ
れ
、
下
の
方
で
は
坐
菩
薩
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
深
い

瞑
想
に
よ
っ
て
菩
薩
や
仏
に
な
っ
て
、
輪
廻
の
輪
か
ら
脱
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
華
厳
経
の
「
十
地
品
」
と
関
係
す
る
表
現
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

　

僧
の
胸
か
ら
六
本
の
白
い
帯
が
外
に
出
る
こ
と
は
、
禅
定
に
よ
っ

て
六
道
輪
廻
の
苦
し
み
の
世
界
を
脱
し
、
菩
薩
・
仏
の
世
界
に
到
達

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
生
死
輪
は
禅

定
僧
の
胸
、
つ
ま
り
心
が
輪
廻
転
生
の
源
で
あ
り
、
か
つ
悟
り
、
涅

槃
の
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン

ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
生
死
輪
の
伝
統
と
大
き
く
変
わ
り
、
中
国
で
の
発

展
を
示
す
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

中
国
で
北
宋
の
時
代
に
、
こ
の
よ
う
な
図
像
が
つ
く
ら
れ
た
と
思

い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
い
ま
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

六
、
韓
国
海
印
寺
の
高
麗
経

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
韓
国
の
海
印
寺
に
も
こ
の
生
死
輪
が
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
海
印
寺
は
、
新
羅
華
厳
の
初
祖
で
あ
る
義
湘
の
法
系
に

あ
る
順
応
と
利
貞
に
よ
っ
て
、
八
〇
二
年
に
創
建
さ
れ
た
、
大
変
い

わ
れ
の
あ
る
お
寺
で
す
が
、
新
羅
の
末
か
ら
高
麗
の
初
期
に
か
け

て
、
華
厳
宗
の
中
心
的
な
存
在
と
な
り
ま
す
。

　

韓
国
の
仏
教
は
、
華
厳
宗
と
禅
宗
、
そ
し
て
そ
の
両
者
が
融
合
し

た
曹
渓
宗
が
い
ま
で
も
中
心
的
な
宗
派
に
な
っ
て
い
ま
す
。
海
印
寺

は
世
界
最
古
の
大
蔵
経
を
有
す
る
こ
と
で
有
名
で
す
。
高
麗
時
代
に

二
度
、
中
国
か
ら
請
来
し
た
大
蔵
経
を
基
に
開
雕
し
ま
し
た
。
一
度

目
は
、
一
〇
一
〇
年
に
顕
宗
が
契
丹
軍
の
撃
退
を
祈
願
し
て
着
手

し
、
四
十
年
後
に
完
成
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
初
雕
版
は
モ
ン

ゴ
ル
軍
に
よ
っ
て
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
高
宗
が
敵
軍
の
退
散

を
願
っ
て
、
一
二
五
一
年
に
再
雕
版
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
再

雕
版
が
「
高
麗
大
蔵
経
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
版
木
が
海
印
寺
に
伝
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わ
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
わ
れ
わ
れ
研
究
者
が
使
う
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
の
基
に

な
っ
た
の
は
こ
の
海
印
寺
に
伝
わ
っ
た
「
高
麗
大
蔵
経
」
で
、
そ
れ

を
底
本
に
し
て
い
ま
す
。
海
印
寺
に
は
大
蔵
経
以
外
に
も
経
典
が
多

く
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
「
華
厳
経
変
相
版
（
周
本
）」
と
い
わ
れ

る
版
本
四
十
二
枚
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
生
死
輪

の
図
が
あ
り
ま
す
。

　
「
華
厳
経
変
相
版
」
の
中
に
生
死
輪
の
図
が
あ
る
こ
と
は
、
私
は

林
雅
彦
氏
の
『
絵
解
き
の
東
漸
』
と
い
う
本
で
知
っ
た
の
で
す
が
、

張
忠
植
『
高
麗
華
厳
版
画
의
世
界
』
に
そ
の
全
体
の
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
非
常
に
貴
重
な
生
死
輪
図
が
あ
り
ま
す

（
図
７
）。
華
厳
経
の
第
三
十
七
巻
の
変
相
の
部
分
で
す
が
、「
十
地

品
」
の
「
第
六
現
前
地
」
を
表
す
も
の
で
、
右
側
に
毘
盧
遮
那
仏
が

描
か
れ
、
そ
の
ま
わ
り
に
解
脱
月
菩
薩
と
金
剛
蔵
菩
薩
、
そ
の
他
多

く
の
菩
薩
が
い
て
、
左
側
に
生
死
輪
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
生
死
輪

の
図
が
華
厳
経
の
「
十
地
品　

第
六
現
前
地
」
を
講
説
す
る
図
像
と

し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

生
死
輪
の
図
像
は
宝
頂
山
石
刻
の
も
の
と
似
て
お
り
、
無
常
大
鬼

が
円
輪
を
か
じ
っ
て
い
て
、
両
手
で
抱
え
、
両
足
が
下
に
見
え
ま
す

の
で
立
っ
て
い
ま
す
。
円
輪
の
中
心
円
が
興
味
深
い
の
で
す
が
、
い

ま
ま
で
見
て
き
た
三
毒
を
表
す
ト
リ
・
ヘ
ビ
・
イ
ノ
シ
シ
の
他
に
、

そ
の
上
に
蓮
華
座
に
坐
す
仏
陀
も
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
は
仏
陀
と

三
毒
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
仏
陀
と
い
う
よ
り
、

十
地
の
階
梯
を
上
っ
た
菩
薩
と
い
う
べ
き
で
、
そ
の
両
側
に
「
第
十

図７　海印寺　版本「大方広仏華厳経巻第三十七変相」
部分
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法
雲
地
」
を
示
唆
す

る
雲
の
表
現
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
次
の
円
輪
に

は
上
に
天
界
、
そ
の

左
右
に
人
間
世
界
、

こ
こ
で
は
丸
と
か
四

角
と
か
半
円
が
出
て

き
ま
す
の
で
、
こ
れ

は
須
弥
山
世
界
の
四

方
の
大
陸
（
四
洲
）

で
人
間
界
を
表
し
て

お
り
、
下
方
に
は
畜

生
と
餓
鬼
、
下
が
地

獄
で
す
。
こ
こ
で
は

阿
修
羅
が
見
当
た
ら

な
い
の
で
、
五
趣
を

描
い
て
い
ま
す
。

　

三
番
目
の
円
輪
に

十
八
区
画
を
設
け
、
宝
頂
山
の
図
像
の
よ
う
に
「
十
二
縁
生
生
滅
の

相
」
を
表
す
。
一
番
最
後
の
円
輪
に
は
水
車
が
回
り
、
壺
か
ら
有
情

が
頭
と
足
や
し
っ
ぽ
を
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
生
死
輪
の
下
に
、

人
物
や
サ
ル
が
輪
を
ま
わ
す
仕
草
を
し
て
お
り
、
宝
頂
山
で
も
見
ら

れ
ま
し
た
が
、
絶
え
間
な
く
煩
悩
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
中
国
か
ら
図
像
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
海
印
寺
の
版
本
は
生
死
輪
が
『
華
厳
経
』「
十
地
品　

第
六

現
前
地
」
に
出
て
く
る
「
三
界
は
虚
妄
に
し
て
た
だ
一
心
の
作
な

り
」「
十
二
因
縁
分
は
み
な
心
に
依
る
」
と
い
う
、
有
名
な
「
三
界

唯
心
」
の
教
義
を
表
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。「
三
界
唯
心
」
と

は
、
三
界
（
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
）
の
現
象
は
す
べ
て
心
か
ら
現

れ
出
た
影
像
で
、
十
二
縁
起
に
よ
っ
て
生
成
す
る
輪
廻
も
心
に
よ
っ

て
存
在
す
る
と
い
う
考
え
で
す
。
十
地
品
の
第
六
現
前
地
に
お
い

て
、
菩
薩
は
般
若
の
智
慧
を
得
、
さ
ら
に
第
七
地
か
ら
第
十
地
に

至
っ
て
般
若
の
智
慧
は
慈
悲
と
し
て
衆
生
の
救
済
に
生
か
さ
れ
る
と

さ
れ
ま
す
。
生
死
輪
の
図
像
は
こ
う
し
た
『
華
厳
経
』
の
「
三
界
唯

心
」
観
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

実
は
、
つ
い
最
近
版
本
だ
け
で
は
な
く
、
紺
紙
金
銀
泥
の
高
麗
版

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
が
あ
り
、
や
は
り
そ
の
「
第
三
十
七
巻
変

図８　紺紙金泥高麗経「大方広仏華厳経第三十七巻変相」見返絵　湖林博物館
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相
」
に
生
死
輪
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
奈
良
の
大
和
文
華
館
学

芸
部
の
瀧
朝
子
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
韓
国
の
国
立
中

央
博
物
館
の
出
版
物
に
そ
れ
が
出
て
い
て
、
湖
林
博
物
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
版
本
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
て
、

版
本
の
基
に
な
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
（
図
８
）。
こ
の
よ
う
に

『
華
厳
経
』
の
「
十
地
品
」
の
中
の
見
返
し
絵
と
し
て
生
死
輪
が
描

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

七
、
生
死
輪
の
日
本
へ
の
伝
来

　

以
上
、
生
死
輪
を
、
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
、
そ
し
て
中
央
ア
ジ

ア
、
中
国
、
韓
国
と
見
て
き
ま
し
た
。
果
た
し
て
日
本
に
こ
の
生
死

輪
と
い
う
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
こ
の
こ
と
を
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

調
べ
て
み
ま
す
と
、
文
献
の
上
で
は
、
平
安
時
代
の
後
期
に
は
日

本
に
も
生
死
輪
が
入
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
大
江
親
通
、
こ
の
方

は
、
平
安
時
代
後
期
に
、
二
回
、
奈
良
の
お
寺
を
訪
れ
、
い
ろ
い
ろ

記
録
を
付
け
て
い
て
、『
七
大
寺
日
記
』（
一
一
〇
六
年
）、
そ
し

て
、
も
う
一
つ
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』（
一
一
三
七
年
）
と
い
う
文

献
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
記
録
は
、
当
時
の
南
都
の
諸
寺

の
様
子
が
わ
か
る
美
術
史
や
建
築
史
に
と
っ
て
重
要
な
文
献
な
の
で

す
が
、
そ
の
中
で
興
福
院
と
い
う
お
寺
に
生
死
輪
と
見
ら
れ
る
記
述

が
出
て
い
ま
す
。

　

そ
の
興
福
院
の
中
門
の
額
に
「
十
二
因
縁
之
絵
様
」
が
あ
る
こ
と

が
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
の

で
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、「
十
二
因
縁
之
絵
様
」
と

い
う
と
、
先
ほ
ど
見
た
生
死
輪
の
中
に
描
い
て
あ
る
十
二
縁
起
、
そ

の
「
絵
様
」、
図
像
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
鎌
倉
時
代
の
成
立
と
さ
れ
る
護
国
寺
本
の
『
諸
寺

縁
起
集
』
と
い
う
文
献
が
あ
り
、
興
福
院
の
条
に
、
や
は
り
額
に

「
十
二
縁
起
の
図
」
と
あ
り
、「
無
明
鬼
形
の
腹
中
に
多
く
の
種
々
の

人
形
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
か
ら
見
て
も
、
興
福
院
の
門

に
生
死
輪
の
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
文
献
上
か
ら
、
生
死
輪
図
が
十
二
世
紀
に
は
、
日
本

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
現
在
で
は
そ
う
い
う

古
い
絵
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
梅
津
次
郎
先
生
、

絵
巻
物
を
研
究
し
た
大
家
で
す
が
、
こ
の
先
生
は
早
く
に
高
山
寺
に

生
死
輪
図
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
重
要
な
研
究

を
『
美
術
史
』
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
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五
）
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
後
、
生
死
輪
図
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
さ

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
梅
津
先
生
は
高
山

寺
に
伝
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
「
生
死
輪
図
巻
」
の
転
写
本
（
一
〇

五
〇
〜
五
一
年
頃
）
が
か
つ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
江
戸
時
代
の
天
保

十
年
（
一
八
三
九
）
に
、
桑
原
柳
庵
と
い
う
人
に
よ
っ
て
忠
実
な
摸

写
本
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
現
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
を
以
下
に
ご
紹
介
し
な
が
ら
、
私
見
を
加
え
て
お
話
し
し

ま
す
。

　

こ
の
転
写
本
は
生
死
輪
図
の
図
様
を
巻
子
本
に
し
た
も
の
で
、
ば

ら
ば
ら
に
な
っ
た
も
の
を
繋
い
で
い
て
、
順
番
や
上
下
な
ど
が
ま
ち

ま
ち
で
す
。
現
状
の
巻
首
の
方
か
ら
見
て
い
く
と
、
図
様
は
墨
線
で

地
獄
の
釜
、
餓
鬼
の
部
分
、
そ
し
て
大
き
く
僧
形
坐
像
の
頭
頂
や
両

足
が
描
か
れ
、
そ
の
周
囲
に
図
様
と
文
字
で
、
阿
修
羅
、
人
、
天
、

声
聞
、
縁
覚
、
仏
な
ど
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
９
ａ
）。

　

こ
こ
で
初
め
て
、「
声
聞
・
縁
覚
」
な
ど
が
出
て
き
て
お
り
、
い

ま
ま
で
は
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
・
修
羅
・
天
」
と
い
う
六
道

だ
っ
た
の
で
す
が
、
六
道
プ
ラ
ス
四
、
四
聖
と
言
い
ま
す
が
、
声

聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
の
四
つ
が
加
わ
っ
て
十
界
と
言
わ
れ
る
も
の

に
変
化
し
て
い
ま
す
。
声
聞
と
い
う
の
は
比
丘
で
、
縁
覚
は
辟
支
仏

と
か
独
覚
と
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、
お
師
匠
さ
ん
が
な
く
て
自
分
で

悟
り
を
開
い
た
と
い
う
仏
陀
で
、
人
々
に
は
法
を
説
か
な
か
っ
た
、

悟
り
を
開
い
た
人
で
す
。
さ
ら
に
、
菩
薩
・
仏
と
人
々
を
救
い
に
導

く
大
乗
の
位
の
高
い
存
在
が
加
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
四
つ
の
聖
な
る
人
と
い
う
こ
と
で
、
四
聖
と
言
い
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
六
道
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
天
・
人

（
凡
夫
）」、
そ
の
上
に
四
聖
「
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
」
を
加
え

て
十
界
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
考
え
は
『
法
華
経
』「
法

師
功
徳
品
」
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
天
台
教
学
に
お
い
て
体
系
化

さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

本
来
、
生
死
輪
は
五
道
か
六
道
で
す
か
ら
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩

薩
・
仏
は
入
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
図
巻
に
は
菩
薩
が
欠
損

し
て
い
る
よ
う
で
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・

仏
が
結
跏
趺
坐
し
た
僧
形
人
物
の
周
囲
に
描
か
れ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
図
巻
が
生
死
輪
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
六
道
だ

け
で
な
く
、
そ
の
次
に
円
輪
を
か
み
つ
く
無
常
大
鬼
が
描
い
て
あ
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
で
す
（
図
９
ｂ
）。
無
常
大
鬼
は
い
ま
ま
で
見
て
き

た
生
死
輪
、
六
道
輪
廻
図
に
必
ず
表
さ
れ
て
い
た
図
像
で
す
か
ら
、

こ
こ
で
も
生
死
輪
の
伝
統
を
継
承
し
た
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。



生
死
輪
（
六
道
輪
廻
図
）
か
ら
観
心
十
界
図
へ
（
宮
治
）

53─　   ─

　

伝
統
的
な
生
死
輪
の
中
心
に
は
ト
リ
、
ヘ
ビ
、
イ
ノ
シ
シ
の
三
毒

が
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
が
見
ら
れ
ず
、
四
川
省
宝

頂
山
の
石
刻
の
よ
う
に
、
生
死
輪
の
中
心
に
僧
が
瞑
想
し
て
い
る
姿

を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
下
方
に
は
六
道
、
上
の
方

に
は
声
聞
、
縁
覚
、
そ
れ
か
ら
菩
薩
、
仏
、
そ
れ
ら
を
表
し
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

続
い
て
図
巻
に
は
、
十
二
支
縁
起
の
図
が
文
字
と
共
に
表
さ
れ
て

い
ま
す
。
十
二
支
縁
起
の
中
で
、
初
め
の
方
は
欠
損
が
あ
り
ま
す

が
、
名
色
・
六
入
・
触
・
受
・
愛
・
取
・
有
・
生
・
老
・
病
・
老

死
・
憂
・
悲
・
苦
・
悩
の
図
様
と
文
字
で
も
っ
て
十
二
縁
起
を
表
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
12
で
は
な
く
、
宝
頂
山
石
刻
と
同
様
、
18

で
表
し
て
お
り
、
図
様
も
中
国
や
チ
ベ
ッ
ト
の
も
の
と
合
う
も
の
も

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
生
」
で
は
、
生
ま
れ
る
出
産
の
場
面
を
表
し

て
い
ま
す
。
十
二
支
の
最
後
の
「
老
死
」
を
「
老
・
病
・
死
・
憂
・

悲
・
苦
・
悩
」
と
詳
し
く
し
て
六
つ
増
え
る
わ
け
で
す
。
最
後
の

「
悩
」
で
は
、
馬
を
曳
く
図
像
で
す
。『
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
で
は

駱
駝
と
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
馬
に
代
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
こ
れ
は
明
ら
か
に
十
二
支
縁
起
を
描
い
て
い
る
の
で
、

生
死
輪
図
が
基
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

図９a　生死輪図巻模写本部分図９b　同部分
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こ
の
図
巻
の
奥
書
に
は
建
□
二
（
も
し
く
は
三
）
年
二
月
二
十
三

日
実
勝
が
書
写
を
終
え
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
梅
津
先
生
は
、
実

勝
と
い
う
人
は
高
山
寺
の
明
恵
上
人
が
亡
く
な
っ
た
後
、
四
座
講
式

を
継
い
だ
僧
で
、
康
元
二
年
（
一
二
五
七
）
に
五
十
四
歳
で
補
陀
落

渡
海
、
す
な
わ
ち
観
音
様
の
浄
土
に
船
に
乗
っ
て
一
週
間
ぐ
ら
い
の

食
料
を
積
ん
で
目
指
し
、
亡
く
な
っ
た
人
と
考
察
さ
れ
て
お
り
、

「
生
死
輪
図
巻
」
の
原
本
は
、
建
長
二
年
も
し
く
は
三
年
（
一
二
五

〇
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
図
巻
は
、
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
生
死
輪
と
は
異
な
り
、
六

道
の
他
に
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
を
入
れ
た
十
界
図
と
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
四
川
省
大
足
宝
頂
山
や
高
麗
経
に
見
ら
れ

た
生
死
輪
は
、
中
心
に
僧
や
仏
を
表
し
て
い
ま
し
た
が
、
十
界
図
と

は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
き
た
生

死
輪
が
十
界
図
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
大
き
な
変

化
が
興
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
十
界
図
は
、
中
国
や
日
本

で
さ
ら
に
観
心
十
法
界
図
（
観
心
十
界
図
）
と
な
っ
て
発
展
し
ま

す
。
そ
の
間
の
事
情
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ご
く
最

近
注
目
す
べ
き
研
究
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
観
心
十
法
界
図

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

八
、
ウ
イ
グ
ル
と
西
夏
の
観
心
十
法
界
図

　

観
心
十
法
界
図
は
生
死
輪
と
よ
く
似
た
構
図
や
図
像
を
と
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
観
心
十
法
界
図
は
、
中
心
に
「
心
」
と
い
う
字
を

書
き
、
周
囲
に
六
道
に
加
え
て
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
の
全
部

で
十
界
を
描
く
点
で
、
非
常
に
大
き
く
異
な
り
、
輪
を
抱
え
る
無
常

大
鬼
も
観
心
十
法
界
図
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

観
心
十
法
界
図
は
、
単
に
観
心
十
界
図
と
言
わ
れ
た
り
、
古
く
は

「
円
頓
観
心
法
界
図
」
と
い
う
の
が
正
式
な
名
称
だ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
後
に
は
観
心
十
界
図
と
か
、
十
界
心
図
、
あ
る
い
は
十
界
曼
荼

羅
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。

　

特
に
日
本
に
入
っ
て
く
る
と
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
方
を
し
て
、
そ
の

実
態
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
伝
来
の
生
死
輪
が
「
禅
定
僧
の
六
道
観
想

図
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
は
、
先
ほ
ど
ク
ム
ト
ラ
石
窟
や
大
足
宝
頂

山
の
作
例
で
見
ま
し
た
。
そ
れ
ら
で
は
生
死
輪
の
中
心
で
、
僧
が
瞑

想
し
て
い
る
も
の
へ
と
変
化
、
発
展
す
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
さ

ら
に
そ
れ
が
禅
定
僧
に
代
え
て
「
心
」
と
し
、
六
道
に
加
え
て
四
聖

を
入
れ
て
成
立
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
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観
心
十
界
図
は
、
お
そ
ら
く
北
宋
時
代
に
中
国
で
成
立
し
た
と
見

ら
れ
ま
す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
現
存
作
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
最
近
、
ト
ル
フ
ァ
ン
の
ベ
ゼ
ク
リ
ク
石
窟
壁
画
、
お
よ
び
西
夏

の
木
版
画
に
観
心
十
界
図
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

つ
い
最
近
で
す
が
、
私
の
主
催
す
る
研
究
会
で
、
龍
谷
大
学
の
ウ
イ

グ
ル
仏
教
の
研
究
者
の
橘
堂
晃
一
氏
と
、
東
京
外
国
語
大
学
の
西
夏

語
の
専
門
家
の
荒
川
慎
太
郎
氏
に
お
話
を
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す

が
、
驚
く
べ
き
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
ま
で
六
道
図
、
あ
る
い
は
地
獄
図
と
い
わ
れ
て
い
た
、
新
疆

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ト
ル
フ
ァ
ン
の
ベ
ゼ
ク
リ
ク
石
窟
第
18
窟
の
壁
画

が
あ
り
ま
し
て
、
ド
イ
ツ
隊
の
グ
リ
ェ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
に
よ
っ
て
将

来
さ
れ
、
現
在
は
ベ
ル
リ
ン
の
国
立
ア
ジ
ア
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
当
初
の
壁
画
の
下
半
部
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
全
体
の
内
容
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
橘

堂
・
荒
川
両
氏
の
研
究
で
観
心
十
界
図
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
（
図
10
ａ
ｂ
）。

　

こ
の
壁
画
は
上
の
方
の
左
右
に
六
道
を
表
す
波
線
の
区
画
に
人

間
、
畜
生
、
餓
鬼
な
ど
が
表
さ
れ
、
下
方
に
は
針
の
山
で
逃
げ
迷
う

者
、
体
を
鋸
で
切
ら
れ
る
者
、
炎
で
焼
か
れ
る
者
、
舌
を
抜
か
れ
る

図10a　ベゼクリク石窟第18窟将来 
ベルリン国立アジア美術館

図10b　 同 
橘堂晃一氏による復元図
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者
、
釜
ゆ
で
に
さ
れ
る
者
な
ど
、
地
獄
の
描
写
が
七
区
画
に
わ
た
っ

て
表
さ
れ
て
お
り
、
六
道
絵
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

中
央
上
方
蓮
台
が
あ
り
、
蓮
台
の
上
は
欠
け
て
い
て
、
当
初
地
蔵
菩

薩
が
表
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
新
た
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
画
面
中
央
の

蓮
台
の
上
に
は
「
心
」
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
の
で

す
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
は
、
絵
の
中
に
ウ
イ
グ
ル
文
字
が
書
か
れ
て

い
て
、
橘
堂
氏
に
よ
っ
て
「
仏
心
、
心
仏
に
私
は
礼
拝
し
ま
す
」
と

解
読
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
観
心
十
界
図
が
ウ
イ
グ
ル
時
代
の
も

の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
も
こ
の
こ
と
が
、
よ
り
は
っ
き
り
し
た
の
は
、
西
夏
文
で
記

さ
れ
た
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
構
図
の
版
本
が
発
見
さ
れ
、
荒
川
氏

に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

西
夏
文
の
版
本
観
心
十
界
図
は
、
西
夏
時
代
の
都
城
址
で
あ
る
カ

ラ
・
ホ
ト
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
ロ
シ
ア
の
帝
政
末
期
に
コ
ズ
ロ

フ
探
検
隊
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
現
在
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
人
の
研
究
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、

西
夏
文
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
す
。

　

紙
に
刷
ら
れ
た
木
版
画
の
こ
の
観
心
十
界
図
は
、
中
央
上
部
の
方

形
区
画
に
絵
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
西
夏
文
字
に
よ
る
西
夏
文
が
書

か
れ
て
い
ま
す
（
図
11
ａ
ｂ
）。
絵
の
中
心
に
西
夏
文
字
で
「
心
」

字
が
円
内
に
表
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
放
射
状
に
波
線
が
発
出
し
て
、
十

区
画
に
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
区
画
内
に
、
上
か
ら
右
左
、

左
右
、
右
左
と
順
次
下
っ
て
い
く
形
で
、「
心
」
の
周
囲
を
「
仏
・

菩
薩
・
縁
覚
・
声
聞
・
天
・
人
・
修
羅
・
餓
鬼
・
畜
生
・
地
獄
」
の

図
像
が
取
り
巻
い
て
い
ま
す
。

　

一
番
下
が
地
獄
界
で
、
釜
ゆ
で
に
さ
れ
た
り
、
首
枷
を
つ
け
ら
れ

た
り
、
閻
魔
王
の
裁
き
を
受
け
て
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

畜
生
界
、
動
物
世
界
。
次
に
餓
鬼
界
、
痩
せ
細
っ
た
人
が
口
か
ら
火

を
出
す
、
焔
口
餓
鬼
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
か
ら
男
女
二
人
で
表
さ
れ

た
人
間
界
、
続
い
て
一
面
四
臂
の
阿
修
羅
を
描
く
修
羅
界
、
さ
ら
に

天
界
、
そ
し
て
四
聖
が
表
さ
れ
る
。
声
聞
は
僧
の
姿
で
表
す
。
次
の

縁
覚
も
僧
の
姿
で
、
縁
覚
と
声
聞
を
ど
う
描
き
分
け
た
の
か
、
判
定

が
難
し
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
縁
覚
は
鉢
と
錫
杖
を
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
菩
薩
は
水
月
観
音
で
表
さ
れ
、
最
後
に
中
央
上
部
に

仏
陀
が
蓮
華
座
に
坐
し
て
い
る
。

　
「
心
」
と
い
う
字
か
ら
こ
の
よ
う
に
放
射
状
に
十
界
の
図
像
が
表

さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
像
、
絵
と
対
応
す
る



生
死
輪
（
六
道
輪
廻
図
）
か
ら
観
心
十
界
図
へ
（
宮
治
）

57─　   ─

形
で
西
夏
文
の
詳
し
い
傍
題
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
れ
が
観
心
十
界
図
を
表
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
六
道
プ
ラ
ス
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
の
四

聖
、
全
部
で
十
界
の
図
像
が
あ
っ
て
、
真
ん
中
の
「
心
」
字
か
ら
発

し
て
い
る
、
こ
れ
が
観
心
十
法
界
図
、
あ
る
い
は
観
心
十
界
図
と
い

わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

以
上
は
橘
堂
・
荒
川
両
氏
に
よ
る
最
新
の
研
究
の
成
果
の
概
要
で

す
が
、
詳
し
く
は
参
考
文
献
に
挙
げ
ま
し
た
、
両
氏
に
よ
る
「『
観

心
十
法
界
図
』
を
め
ぐ
る
新
研
究
│
西
夏
と
ウ
イ
グ
ル
の
事
例
を
中

心
に
│
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
参

照
く
だ
さ
い
。

九
、
北
宋
時
代
の
観
心
十
法
界
図
の
成
立

　

さ
て
、
こ
の
観
心
十
法
界
図
は
、
正
式
に
は
「
円
頓
観
心
十
法
界

図
」
と
言
い
ま
す
が
、
北
宋
時
代
の
慈
雲
遵
式
（
九
六
四
〜
一
〇
三

二
年
）
と
い
う
、
天
台
宗
の
第
十
六
祖
宝
雲
義
通
に
師
事
し
て
、
四

明
知
礼
と
と
も
に
天
台
宗
の
再
興
に
尽
力
し
た
僧
が
い
ま
し
て
、
こ

の
遵
式
が
創
始
し
た
こ
と
が
文
献
上
知
ら
れ
て
い
ま
す
。『
西
湖
志

図11a　西夏文による「観心十法界図」 
エルミタージュ美術館

図11b　同　配置図 
（荒川慎太郎・橘堂晃一氏による）
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纂
』
に
よ
れ
ば
、
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
時
の
丞
相
王
欽
若
が

病
の
時
に
、
夢
で
遵
式
に
会
っ
て
病
が
平
癒
し
、
そ
の
奇
瑞
に
因
ん

で
「
十
法
界
観
心
図
註
」
を
著
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
王
欽
若
は

遵
式
か
ら
贈
ら
れ
た
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
に
序
を
つ
け
て
印
行

し
て
広
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

遵
式
が
創
始
し
た
「
円
頓
観
心
十
界
図
」
は
『
大
日
本
続
蔵
経
』

に
収
録
さ
れ
た
『
天
竺
別
集
』
の
中
に
見
ら
れ
、
そ
こ
に
図
と
王
欽

若
の
序
、
お
よ
び
遵
式
の
解
説
文
と
偈
文
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

腮
尾
尚
子
氏
の
詳
し
い
研
究
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
『
天
竺
別
集
』

に
は
王
欽
若
の
序
は
な
く
、『
大
日
本
続
蔵
経
』
の
元
に
な
っ
た
の

は
、『
円
頓
観
心
十
法
界
図
』
と
い
う
版
本
の
書
物
が
あ
り
、
そ
こ

に
収
め
ら
れ
た
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
形
像
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
は
、
北
宋
時
代
、

一
〇
二
三
年
頃
に
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
に
伝
え
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
は
志
磐
撰
『
仏
祖
統
記
』
に
も
「
円
頓

観
心
十
法
界
図
」
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
四
庫
全
書
に
中
国
国
家
図

書
館
蔵
宋
本
（
一
二
六
五
〜
一
二
七
〇
年
発
行
）
が
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
橘
堂
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
存
す
る
最
も

古
い
刊
本
で
、
中
国
で
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
た

だ
、
図
は
地
獄
が
蓮
華
と
な
る
な
ど
異
な
る
部
分
が
あ
る
）。

　

こ
の
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
の
図
（
図
12
）
を
見
る
と
、
中
心

に
「
心
」
と
い
う
字
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
十
本
の
波
状
の
放
光
線

が
引
か
れ
、
そ
の
先
に
い
ず
れ
も
円
の
中
に
、
下
か
ら
左
、
右
、

左
、
右
と
順
次
上
昇
す
る
形
で
、
地
獄
、
畜
生
、
餓
鬼
、
修
羅
、

図12　「円頓観心十法界図」（『大日本続蔵経』所載）



生
死
輪
（
六
道
輪
廻
図
）
か
ら
観
心
十
界
図
へ
（
宮
治
）

59─　   ─

人
、
天
と
あ
り
、
そ
れ
か
ら
縁
覚
、
声
聞
、
菩
薩
、
仏
と
続
い
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
図
像
は
、
い
ず
れ
も
一
体
ず
つ
で
簡
明
に
表
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
図
が
『
大
日
本
続
蔵
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
大
円
の
中
に
「
心
」
を
中
心
に
し
て
下
方
に
六
道
、
上
に
四
聖

の
あ
わ
せ
て
十
界
を
、
そ
れ
ぞ
れ
円
の
中
に
表
し
て
い
ま
す
。「
心
」

か
ら
放
光
帯
で
十
界
を
つ
な
い
で
い
る
わ
け
で
す
。

　
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、『
天
竺
別
集
』

や
『
仏
祖
統
紀
』
に
収
録
さ
れ
た
「
王
欽
若
序
」
に
よ
っ
て
わ
か
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
「
諸
法
実
相
」「
円
融
三
諦
」「
一
念
三
千
」
と
い
う

言
葉
が
引
用
さ
れ
、
天
台
大
師
智
顗
の
思
想
が
見
ら
れ
ま
す
。「
一

念
三
千
」
と
い
う
の
は
、
智
顗
の
『
摩
訶
止
観
』（
巻
五
上
）
に
説

か
れ
て
い
ま
す
が
、
一
心
の
中
に
十
法
界
が
あ
り
、
そ
の
一
界
一
界

が
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
十
法
界
を
備
え
て
い
る
の
で
、
計
百
法
界
と
な
っ

て
、
そ
の
百
法
界
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
種
の
状
態
を
示
す
の
で
、
一

心
の
中
に
は
計
三
千
の
法
の
世
界
が
備
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心

と
い
う
の
は
宇
宙
の
す
べ
て
の
事
象
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
心
を
静

か
に
感
じ
て
修
行
を
す
べ
き
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　

法
界
と
い
う
言
葉
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
す
べ
て
の
事
象
を
言
い
、
そ

れ
が
心
の
中
に
収
ま
る
。
逆
に
、
心
に
よ
っ
て
世
界
す
べ
て
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
遵
式
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
「
観

心
十
法
界
図
」
は
智
顗
の
こ
の
「
一
念
三
千
」
の
考
え
を
も
と
に
、

心
に
よ
っ
て
地
獄
か
ら
仏
に
至
る
十
界
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
図
示

し
、
瞑
想
修
行
に
使
え
る
よ
う
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
に
は
図
像
編
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
第
十

二
巻
に
「
十
界
曼
荼
羅
」
と
書
か
れ
た
図
が
あ
り
、
い
ま
見
て
き
た

「
観
心
十
法
界
図
」
と
よ
く
似
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
東
京
芸
術
大

学
が
所
蔵
し
て
い
る
も
の
で
、
版
本
で
は
な
く
、
紙
に
描
い
た
淡
彩

画
で
す
。

　

腮
尾
氏
に
よ
れ
ば
、
玄
証
が
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
頃
に
写
し

た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
中
心
円
に
は
「
心
」
の
字
が
な
く
て
蓮
台
だ

け
で
他
は
黒
く
塗
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
周
囲
に
は
十
の
円
内
に
十
界

の
図
像
が
表
さ
れ
、
中
心
円
と
放
光
状
の
波
線
で
結
ば
れ
て
い
ま

す
。「
円
頓
観
心
十
界
図
」
の
一
種
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
転
写
本

だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
高
山
寺
に
伝
来
し
た
も
の
ら
し

い
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
「
生
死
輪
図
巻
」
も
そ
う
で
す
が
、
高
山

寺
を
拠
点
に
南
宋
時
代
に
経
典
・
文
物
が
平
安
時
代
の
後
期
、
十
二

世
紀
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
後
、
北
宋
・
南
宋
時
代
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を
中
心
に
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
仏
教
史
を
再
構
築
で
き
れ
ば
、
ア
ジ

ア
の
中
の
日
本
仏
教
の
様
子
が
わ
か
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

十
、
日
本
の
観
心
十
界
図

　

そ
れ
で
、
最
後
に
日
本
の
六
道
絵
と
観
心
十
界
図
の
関
係
を
お
話

し
し
ま
す
。
も
と
も
と
六
道
の
苦
し
み
と
そ
の
原
因
、
そ
れ
か
ら
脱

す
る
た
め
の
仏
陀
の
教
え
を
図
示
し
た
イ
ン
ド
伝
来
の
生
死
輪
は
、

中
国
で
「
心
」
の
修
行
の
た
め
の
観
心
十
法
界
図
、
観
心
十
界
図
へ

と
変
貌
し
、
平
安
後
期
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
日
本
で
は

広
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
っ
と
も
中
国
で
も
ど
れ
く
ら
い
広
ま
っ

た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。

　

日
本
で
は
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
、
六

道
絵
が
大
変
に
人
々
の
関
心
を
呼
び
、
多
く
の
作
例
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
六
道
と
い
っ
て
も
一
番
苦
し
み
の
多
い
地
獄
、
そ
れ
か
ら

餓
鬼
、
身
近
な
人
間
、
こ
れ
ら
三
世
界
の
苦
し
み
を
特
に
強
調
し
て

六
道
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
れ
と
共
に
、
よ
く
地
獄
・
極
楽
と
言
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
地
獄
と
極
楽
を
対
置
し
て
、
極
楽
往
生
が
願
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
浄
土
教
の
発
展
と
六
道
思
想
や
六
道
絵
が
深
く
結
び
つ
く

よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
地
獄
・
極
楽
と
言
っ
て
も
違

和
感
を
抱
き
ま
せ
ん
が
、
極
楽
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
さ
ん
の
仏
の
世

界
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
世
界
は
、
輪
廻
の
輪
か
ら
脱
し
た
世

界
な
の
で
す
。
も
と
も
と
地
獄
に
対
置
す
る
の
は
天
で
す
。
仏
教
の

考
え
方
で
は
、
天
も
六
道
の
中
で
、
天
に
も
苦
し
み
が
あ
る
。
神
に

生
ま
れ
て
も
、
天
人
五
衰
と
い
っ
て
、
亡
く
な
る
と
き
に
は
頭
上
の

花
が
し
ぼ
ん
だ
り
、
天
衣
が
よ
ご
れ
た
り
、
腋
の
下
か
ら
汗
が
出
て

臭
い
に
お
い
が
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
嫌
な
こ
と
が
あ
る
。
天
に
生
ま

れ
て
も
、
人
間
よ
り
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
苦
し
み
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
六
道
は
永
遠
の
苦
し
み
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
を

完
全
に
脱
し
た
世
界
が
仏
陀
の
世
界
で
す
。

　

日
本
で
は
六
道
の
苦
し
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
最
た
る
存
在
と
し

て
地
獄
の
世
界
が
実
に
リ
ア
ル
に
描
写
さ
れ
、
そ
の
対
局
と
し
て
極

楽
へ
の
願
い
が
強
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
地
獄
・
極
楽
と
い
う
対
概

念
が
人
々
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
は
源
信
の

『
往
生
要
集
』
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
の
教
え
を
よ
く
守
っ
て
、
自
分
が
修
行
を
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
の
世
界
を
目
指
し
、
輪
廻
を
脱
し
、
悟
り
に

至
る
と
い
う
の
が
本
来
だ
っ
た
の
が
、
い
か
に
現
世
は
苦
し
い
か
、
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地
獄
が
苦
し
い
か
、
そ
れ
を
逃
れ
、
救
わ
れ
る
た
め
に
阿
弥
陀
の
極

楽
浄
土
を
願
い
、
念
仏
し
、
往
生
を
遂
げ
る
の
が
い
い
と
い
う
方
向

に
、
信
仰
が
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
歴
史
的
な
状
況
や
仏

教
が
庶
民
層
に
広
く
根
づ
い
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

平
安
後
期
に
中
国
か
ら
生
死
輪
や
観
心
十
界
図
が
入
っ
て
き
た
の

で
す
が
、
そ
の
後
は
ど
う
も
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど

作
例
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
い
う
事
情
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
観
心
十
界
図
が
復
興
す
る
よ

う
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
「
心
」
を
中
心
円
内
に
書
き
、
下
半
分
に
地
獄
・

餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
の
五
道
と
、
上
半
分
に
天
人
・
声
聞
・
縁

覚
・
菩
薩
・
仏
の
天
人
と
四
聖
の
、
い
わ
ゆ
る
十
界
を
表
し
た
観
心

十
界
図
の
版
本
画
が
、
随
分
と
つ
く
ら
れ
た
よ
う
で
す
（
図
13
）。

そ
れ
が
い
つ
頃
ま
で
遡
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
ま
で
見
て

き
た
『
天
竺
別
集
』
や
『
仏
祖
統
記
』
に
収
録
さ
れ
た
「（
円
頓
）

観
心
十
法
界
図
」
に
由
来
す
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
日
本
で
は
、
観
心
十
法
界
図
の
意
味
や
役
割
が
大
き
く

変
化
、
変
質
し
て
い
き
ま
す
。
観
心
十
法0

界
図
が
観
心
十
方0

界
図
と

な
っ
て
、「
法
」
の
字
が
「
方
」
の
字
と
な
っ
た
り
し
ま
す
が
、
一

番
大
き
な
変
化
は
阿
弥
陀
信
仰
と
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で

す
。
版
本
の
「
観
心
十
方
界
図
」
を
見
ま
す
と
、
上
に
勧
化
文
が
書

い
て
あ
っ
て
、
人
々
に
仏
道
に
入
る
こ
と
を
勧
め
る
文
章
が
あ
り
、

下
に
「
心
」
を
表
し
て
、
そ
の
周
囲
に
六
道
と
四
聖
の
図
を
大
円
内

に
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
外
側
四
隅
に
「
唯
心
偈
」
の
文

字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
唯
心
偈
」
と
い
う
の
は
、「
も
し
人
、
三
世
一
切
の
仏
を
了
知
せ

図13　観心十方界図
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ん
と
欲
せ
ば
、
ま
さ
に
法
界
の
性
を
一
切
唯
心
が
造
る
と
観
ず
べ

し
」
と
い
う
偈
文
で
、
こ
の
世
の
本
質
は
心
が
す
べ
て
つ
く
り
出
し

て
い
く
の
だ
と
い
う
、『
華
厳
経
』「
十
地
品　

第
六
現
前
地
」
に
説

か
れ
る
言
葉
で
す
。
唯
心
偈
を
唱
え
る
と
地
獄
か
ら
救
済
さ
れ
る
、

「
破
地
獄
の
偈
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
「
観
心
十
方
界
図
」
の
勧
化
文
に
は
、「
六
道
界
の
苦
果
を

離
れ
、
一
仏
界
の
浄
楽
を
得
る
は
、
極
楽
往
生
を
願
う
よ
り
直
捷
な

る
は
な
し
」
と
あ
っ
て
、「
唯
心
の
浄
土
」
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
決
定
往
生
」
は
疑
い
な
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中

心
円
と
外
円
、
お
よ
び
十
界
を
区
切
る
波
状
は
線
で
は
な
く
、
す
べ

て
圏
点
で
表
さ
れ
、
念
仏
を
唱
え
た
回
数
で
そ
こ
に
墨
を
塗
り
、
百

万
遍
を
唱
え
た
と
い
わ
れ
ま
す
。「
観
心
十
方
界
図
」
を
前
に
、
念

仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
に
往
生
が
で
き
る
と
い
う
信
仰

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

十
一
、
熊
野
観
心
十
界
図

　

最
後
に
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い

ま
す
。「
熊
野
観
心
十
界
図
」
の
成
立
は
室
町
時
代
と
見
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
江
戸
時
代
を
中
心
に
、
熊
野
比
丘
尼
が
絵
解
き
を
し
な
が

ら
勧
進
し
、
広
め
ら
れ
ま
し
た
（
図
14
）。

　

画
面
上
方
、
中
央
に
「
心
」
と
い
う
字
が
や
は
り
円
内
に
書
か

れ
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
観
心
十
界
図
と
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
下
方
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅

の
苦
し
み
の
世
界
が
描
か
れ
、
上
方
に
は
「
心
」
字
の
下
に
施
餓
鬼

棚
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
人
道
・
天
道
・
縁
覚
・
声
聞
・
菩
薩
・
仏

を
表
し
、
全
部
で
十
界
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

画
面
の
下
方
の
地
獄
の
描
写
が
詳
し
く
、「
血
の
池
地
獄
」「
不
産

女
地
獄
」「
両
婦
地
獄
」
な
ど
が
見
ら
れ
、「
賽
の
河
原
」
と
地
蔵
菩

薩
、
餓
鬼
道
や
修
羅
道
な
ど
、
六
道
絵
の
伝
統
が
色
濃
く
入
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
天
・
縁
覚
・
声
聞
・
菩
薩
・
仏
は
観
心
十
界

図
の
伝
承
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

興
味
深
い
の
は
、「
心
」
の
上
に
半
円
状
に
坂
道
が
描
か
れ
、
そ

こ
に
人
間
が
順
次
歩
く
様
子
を
描
い
て
い
ま
す
。「
老
い
の
坂
」
と

い
っ
て
、
向
か
っ
て
右
の
鳥
居
の
下
に
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
が
表
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
だ
ん
だ
ん
坂
道
を
上
っ
て
行
く
に
し
た
が
っ
て
、
人

が
成
長
を
し
て
い
き
ま
す
。
サ
ク
ラ
の
花
が
咲
い
て
、
若
々
し
い
姿

が
見
ら
れ
ま
す
。
壮
年
に
な
る
と
マ
ツ
が
生
い
茂
っ
て
き
て
、
坂
の

頂
上
に
い
ま
す
。
し
か
し
、
や
が
て
老
人
に
な
っ
て
く
る
と
秋
の
モ
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ミ
ジ
が
目
の
前
に
表
さ
れ
、
だ
ん
だ
ん
死
が
近
く
な
る
と
腰
が
か
が

み
、
樹
も
枯
木
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
も
い
ま
こ
の
辺
り
の
時
期
で

す
け
れ
ど
も
。
そ
の
下
は
冬
景
色
で
す
。

　
「
老
い
の
坂
」
図
は
、
室
町
時
代
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
ま
す

が
、
人
間
の
一
生
を
山
に
登
っ
て
下
る
の
に
喩
え
、
そ
の
山
道
に
は

サ
ク
ラ
と
か
青
葉
と
か
モ
ミ
ジ
と
か
を
表
し
、
下
に
は
少
年
・
青

年
・
壮
年
・
老
年
の
様
子
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
興
味
深

い
絵
が
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　
「
熊
野
観
心
十
界
図
」
の
最
後
、
左
の
鳥
居
の
と
こ
ろ
で
は
、
亡

く
な
る
と
き
に
、
待
ち
構
え
て
い
る
の
は
閻
魔
様
で
、
浄
玻
璃
鏡
を

の
ぞ
き
、
そ
の
人
の
前
世
が
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
う
そ
を
言
っ

て
も
駄
目
で
す
。
悪
事
を
働
い
た
人
は
、
み
ん
な
針
の
山
に
追
い
立

て
ら
れ
た
り
、
獄
卒
に
串
刺
し
に
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
苦
し

み
の
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。

　

下
方
の
地
獄
の
表
現
で
す
が
、
日
本
人
は
地
獄
の
表
現
が
得
意
と

い
う
か
、
好
き
と
い
う
か
、
釜
ゆ
で
や
火
あ
ぶ
り
に
あ
っ
た
り
、
岩

山
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
り
、
美
女
が
い
て
木
に
登
ろ
う
と
す
る
と
葉

が
刀
と
な
っ
て
傷
だ
ら
け
に
な
る
葉
刀
樹
と
か
、
実
に
こ
ま
ご
ま
と

地
獄
の
様
子
が
描
写
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
賽
の
河
原
や
三
途
の
川

の
向
こ
う
で
は
お
地
蔵
さ
ん
が
助
け
て
く
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
心
」
の
上
に
は
阿
弥
陀
如
来
と
観
音
・
勢
至
の
両
菩

薩
が
表
さ
れ
、
最
終
的
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
救
い
が
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
熊
野
観
心
十
界
図
も
、
阿
弥
陀
信
仰
と
深
く
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

図14　熊野観心十界図　山形・大円寺
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以
上
、
イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
生
死
輪
の
図
像
を
追
跡
し
な
が

ら
、
そ
れ
が
禅
定
僧
の
観
想
や
『
華
厳
経
』「
十
地
品
」
の
「
三
界

唯
心
」
の
思
想
と
関
わ
っ
て
変
容
し
、
さ
ら
に
宋
代
の
天
台
宗
に
お

い
て
観
心
十
界
図
へ
と
転
換
を
遂
げ
、
日
本
へ
と
伝
来
し
、
日
本
で

は
さ
ら
に
浄
土
信
仰
と
融
合
す
る
様
子
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
仏
教

美
術
を
通
し
て
、
仏
教
が
民
族
や
時
代
を
超
え
て
変
容
し
つ
つ
存
続

し
た
様
相
、“
生
き
た
仏
教
”
の
一
端
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
っ

た
と
す
れ
ば
幸
い
で
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

付
記　

本
稿
は
平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
愛
知
学
院
大
学
で
行
わ
れ
た

講
演
の
テ
ー
プ
起
こ
し
を
基
に
大
幅
な
手
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

瀧
朝
子
氏
、
藤
能
成
氏
、
森
美
智
代
氏
、
山
部
能
宜
氏
に
は
ご
教
示
を

頂
き
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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