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は
じ
め
に

安
芸
国
（
現
広
島
県
）
福
王
寺
の
学
如
（
一
七
一
六
〜
一
七
七
三
）
は
、『
真
言
律
行
問
答
』
の
中
に
於
い
て
『
三
学
録
』

を
主
な
る
根
拠
と
し
て
有
部
律
の
受
持
こ
そ
正
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
は
密
門
（
〜
一
七
八
八
）
や
等
空

（
一
七
三
五
〜
一
八
一
六
）
の
活
躍
も
あ
り
、
高
野
山
を
は
じ
め
真
言
宗
を
中
心
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
特
に
高
野
山

の
真
別
処
円
通
律
寺
に
於
い
て
は
、栄
厳
（
一
八
一
四
〜
一
九
〇
〇
）
等一
、近
年
に
至
る
ま
で
多
く
の
傑
僧
を
輩
出
し
て
い
る
。

一
方
で
、「
有
部
律
受
持
」
に
対
し
て
、
鑑
真
（
六
八
八
〜
七
六
三
）
が
伝
え
た
「
四
分
律
受
持
」
に
依
る
僧
侶
た
ち
か

ら
疑
問
が
提
示
さ
れ
た二
。
そ
の
中
で
も
筑
前
国
千
如
寺（
現
福
岡
県
糸
島
市
の
大
悲
王
院
）実
相（
一
七
〇
五
〜
一
七
六
八
）は『
旭

照
霜
露
編
』
を
著
し
て
学
如
の
『
真
言
律
行
問
答
』
に
異
を
唱
え
て
い
る　三
。
し
か
し
、実
相
は
『
旭
照
霜
露
編
』
に
於
い
て
、

「
有
部
律
自
体
を
排
斥
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、『
三
学
録
』
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
本
質
を
正
し
く
伝
え
て
ほ
し
い
。
し

実
相
律
師
の
戒
律
観
①
―
衣
を
中
心
に
―
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か
し
、
学
如
の
主
張
に
は
訛
偽
（
誤
り
）
が
あ
り
、
初
学
の
者
を
惑
わ
し
か
ね
な
い四
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
有

部
律
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
。
尚
、
実
相
の
略
歴
、『
旭
照
霜
露
編
』
に
つ
い
て
は
前
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い五
。

こ
こ
で
現
存
す
る
実
相
の
著
作
を
み
て
み
る
と
、『
旭
照
霜
露
編
』
を
除
く
戒
律
関
係
の
著
作
は
、『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼

髄
』
の
み
で
あ
る
。
こ
の
中
で
実
相
は
「
我
れ
聖
教
に
依
っ
て
尸
邏
の
要
を
分
別
す
」
と
述
べ
て
お
り六
、
自
身
の
戒
律
に

対
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
考
で
は
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
を
中
心
に
『
旭
照
霜
露
編
』
を
あ
わ
せ
て
、

実
相
の
戒
律
観
に
つ
い
て
些
か
の
考
察
を
述
べ
た
い
。

尚
、『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
を
用
い
る
に
際
し
、
研
究
の
ご
許
可
を
く
だ
さ
っ
た
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
に
対
し
、

こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

二
、『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
に
つ
い
て

　本
論
考
で
用
い
る
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
は
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
以
外
、
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
の
御
厚
意
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
撮
影
し
た
写
本
の
紙
焼
き
を
送
っ

て
頂
い
た
も
の
で
、
現
物
未
見
の
た
め
詳
細
な
書
誌
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
の
奥
書
に
「
維
明
和
四

年
龍
飛
丁
亥
九
月
二
十
一
日
閣
（
マ
マ
）筆
於
／
築
前
州
雷
山
千
如
寺
瑜
祇
室
／
誓
受
一
切
学
処
苾
芻
即
染
実
相七
」（
以
下
、
本
文
の

引
用
に
つ
い
て
、
疑
問
な
点
に
は
私
見
に
よ
り
修
正
を
加
え
て
書
き
下
し
に
し
た
）
と
あ
り
、『
旭
照
霜
露
編
』（
一
七
六
八
年
の
著
）
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よ
り
も
一
年
早
い
著
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
実
相
は
、
こ
の
『
旭
照
霜
露
編
』
の
中
で
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
に
つ
い
て
「
尸
羅
眼
髄
を
撰
し
て
正
義
を

顕
示
す八
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
が
窺
え
る
。
ま
た
上
田
天
瑞
師
は
『
戒
律
の
思
想
と
歴
史
』
の
中
で
『
秘
密
一

乗
尸
羅
眼
髄
』
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
「
こ
の
書
は
密
教
の
立
場
よ
り
み
た
律
を
述
べ
た

も
の
で
あ
り
、『
旭
照
霜
露
編
』
と
異
な
り
、直
接
に
『
真
言
律
行
問
答
』
を
反
論
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、明
和
四
年
（
宝

暦
九
年
よ
り
八
年
後
）
の
作
な
る
た
め
、
学
如
の
説
に
反
対
し
て
、
密
教
律
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
撰
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い九

」
と
述
べ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
『
旭
照
霜
露
編
』
以
前
の
貴
重
な
戒
律
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
実
相
の
戒
律

観
を
把
握
す
る
の
に
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
書
を
み
て
み
る
と一
〇

、

こ
の
編
の
躰
な
る
や
、
必
ず
一
義
の
下
に
於
い
て
、
三
蔵
の
文
を
引
い
て
證
と
す
。
然
る
に
三
蔵
中
に
於
い
て
、
ま

た
大
小
・
権
実
・
了
・
不
了
義
あ
り
て
、
文
を
見
て
便
ち
援と

　る
に
は
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
四
墨
印
・
四
広
説
に
検
し
、

こ
れ
を
四
悉
檀
・
四
意
趣
に
較
し
、
こ
れ
を
三
量
・
四
依
に
原
ね
、
こ
れ
を
大
小
法
印
に
格
し
て
後
に
研
覈
し
て
、

必
ず
こ
れ
を
窮
し
て
極
む
。
一
も
胸
臆
を
以
て
断
ぜ
ず
。
片
も
師
心
を
以
て
□裁

せ
ず
。
…
（
中
略
）
…
ま
さ
に
こ
の

義
を
明
か
す
べ
し
。
十
五
門
と
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
を
著
す
に
あ
た
っ
て
は
、
三
蔵
の
文
を
引
用
し
て
正
し
い
道
理
を
示

す
。
こ
の
三
蔵
中
に
大
乗
と
小
乗
、
権
教
（
仮
の
教
え
）・
実
教
（
真
実
の
教
え
）・
了
義
教
（
完
全
な
教
え
）・
不
了
義
教
（
不
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完
全
な
教
え
）
が
あ
る
が
、
文
を
見
て
都
合
よ
く
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
四
大
広
説
＝
四
墨
印
（
四
種

の
教
え
の
聞
き
方
）、
四
悉
檀
＝
四
意
趣
（
四
種
類
の
仏
の
説
法
）、
三
量
四
依
（
現
量
・
比
量
・
聖
教
量
の
三
種
の
認
識
の
根
拠

と
依
法
不
依
人
・
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
・
依
義
不
依
語
・
依
智
不
依
識
の
依
り
所
と
な
る
法
）、
大
小
法
印
（
大
乗
と
小
乗
の
教
え
）

に
あ
て
は
め
て
精
査
し
、
正
し
き
教
え
を
示
す
。
一
つ
も
思
い
の
ま
ま
に
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。
明
ら
か
な
証
拠
が
な

い
疑
い
が
あ
る
も
の
は
取
り
上
げ
な
い
。
そ
こ
で
十
五
の
項
目
を
挙
げ
て
、そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
、と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
十
五
門
（
序
を
除
く
各
項
目
）
と
、
そ
の
概
要
を
挙
げ
る
と
左
記
の
通
り
と
な
る
。

　
　【
項
　
目
】	
【
概
　
要
】

一
、「
原
戒
法
爾
」
…
…
尸
邏
（
戒
）
の
解
説
、
有
為
戒
・
無
為
戒
に
つ
い
て

二
、「
恒
戒
誦
伝
」
…
…
戒
の
伝
承
に
つ
い
て

三
、「
唯
仏
開
制
」
…
…
戒
・
律
の
開
制
（
許
し
た
り
、
禁
じ
た
り
す
る
こ
と
）
に
つ
い
て

四
、「
律
密
祖
承
」
…
…
密
教
に
お
け
る
律
の
相
承
に
つ
い
て

五
、「
諸
律
系
統
」
…
…
諸
律
の
中
国
へ
の
伝
来
、
四
分
律
の
日
本
へ
の
伝
戒
に
つ
い
て

六
、「
建
立
自
受
」
…
…
三
聚
浄
戒
、
自
誓
受
戒
に
つ
い
て

七
、「
共
不
共
戒
」
…
…
小
乗
大
乗
に
於
い
て
、
受
持
す
る
の
に
共
通
す
る
（
共
）
戒
と
共
通
し
て
い
な
い
（
不
共
通
）

の
戒
に
つ
い
て

八
、「
性
罪
現
行
」
…
…
性
罪
（
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
を
犯
す
こ
と
）
に
つ
い
て
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九
、「
前
後
両
重
」
…
…
他
勝
処
（
波
羅
夷
）
に
つ
い
て

十
、「
蠺
肉
開
制
」
…
…
絹
衣
に
と
も
な
う
殺
生
、
肉
食
に
つ
い
て

十
一
、「
密
戒
差
降
」
…
…
密
戒
（
三
世
無
障
礙
智
戒
）、
顕
戒
の
受
持
に
つ
い
て

十
二
、「
問
答
釈
義
」
…
…
絹
衣
被
着
に
対
す
る
問
答

十
三
、「
受
法
差
別
」
…
…
受
戒
に
お
け
る
自
受
・
他
受
に
つ
い
て

十
四
、「
戒
體
円
融
」
…
…
戒
躰
に
つ
い
て

十
五
、「
進
修
定
慧
」
…
…
三
学
（
特
に
定
・
慧
）
に
つ
い
て

こ
の
内
容
を
『
旭
照
霜
露
編
』
と
比
較
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
旭
照
霜
露
編
』
に

な
い
項
目
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
『
旭
照
霜
露
編
』
に
直
接
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
ず
、

後
の
『
旭
照
霜
露
編
』
へ
続
く
「
衣
」
の
問
題
、
特
に
絹
衣
に
重
点
を
置
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

三
、
官
衣
に
つ
い
て

学
如
の
『
真
言
律
行
問
答
』
の
中
で
は
「
衣
」
に
対
す
る
様
々
な
言
及
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
を
要
略
す
る
と
、

学
如
は
、
錦
繍
綾
羅
（
き
ら
び
や
か
な
絹
織
物
で
作
っ
た
衣
）
等
へ
の
こ
だ
わ
り
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
被
着
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
戒
律
に
違
反
し
た
と
し
て
も
、
真
言
の
諸
師
が
行
っ
て
き
た
【
仏
法
興
隆
の
た
め
の
方
便
】
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
独
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自
の
思
想
を
掲
げ
て
い
る一
一

。
こ
の
中
で
学
如
は
「
官
衣
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
現
時
点
で
こ
の
単
語
を
他
の
資

料
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
真
言
律
行
問
答
』
の
中　一
二に
、

律
文
の
ま
ま
に
作
り
た
る
袈
裟
を
ば
律
衣
と
称
す
べ
し
。
そ
の
余
は
多
く
国
王
の
崇
敬
の
餘
り
に
施
し
官
位
あ
る
よ

り
発
り
た
る
も
の
な
れ
ば
官
衣
と
称
す
べ
し
。

と
あ
り
、
律
文
の
決
ま
り
通
り
に
作
っ
た
衣
を
律
衣
と
し
、
そ
れ
以
外
は
官
位
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
官
衣
で
あ

る
と
述
べ
て
い　一
三る

。
こ
の
官
衣
に
つ
い
て
井
筒
雅
風
氏
は
『
法
衣　一
四史

』
の
中
で
、

国
家
の
司
祭
と
し
て
の
行
事
に
従
う
た
め
の
服
で
あ
る
。
こ
の
官
衣
は
、
ま
た
真
言
・
天
台
系
の
平
安
朝
の
服
装
の

流
れ
を
く
む
も
の
と
、
宋
・
明
の
影
響
を
う
け
た
禅
衣
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
注
…
（
中
略
）	

…
官
衣
は
正
色
に

も
と
づ
く
色
の
衣
が
浄
衣
で
あ
る
。
浄
衣
と
は
公
家
装
束
に
い
う
浄
衣
で
は
な
い
。

と
述
べ
て
お
り
、
学
如
の
提
示
す
る
官
衣
と
は
異
な
る
定
義
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
実
相
は
、
こ
の
官
衣
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
内
で
は
言
及
し
て
い

な
い
が
、『
旭
照
霜
露
編
』
に　一
五は

、

『
大
悲
経
』
に
曰
く
、
縦
い
沙
門
の
行
を
汚
す
れ
ど
も
袈
裟
を
被
着
す
れ
ば
、
弥
勒
仏
よ
り
楼
至
仏
の
所
に
至
り
涅

槃
に
入
る
こ
と
を
得
。『
悲
華
経
』
に
曰
く
、
も
し
衆
生
有
り
て
違
反
闘
諍
す
れ
ど
も
此
の
袈
裟
を
念
ず
れ
ば
、
闘

諍
自
ら
息
む
と
。『
賢
愚
経
』
に
、
も
し
袈
裟
を
著
す
れ
ば
ま
さ
に
疾
く
解
脱
す
べ
し
。『
十
輪
経
』
に
、
袈
裟
を
著

す
れ
ば
人
天
の
師
と
な
る
。『
海
龍
王
経
』
に
袈
裟
の
片
糸
は
金
翅
の
難
を
免
れ
る
と
。
豈
に
官
衣
に
、
か
く
の
ご



―159―

実相律師の戒律観①（佐竹）

と
き
徳
有
ら
ん
や
。
…
（
中
略
）
…
ま
さ
に
速
や
か
に
官
衣
の
汚
名
を
消
除
し
て
、
法
衣
、
袈
裟
、
道
服
等
と
号
す

べ
し
。

と
あ
る
。『
大
悲
経
』
や
『
悲
華
経
』
等
に
は
「
袈
裟
」
を
被
着
す
る
こ
と
や
念
じ
る
事
、一
部
分
で
も
所
持
し
て
い
れ
ば
、

涅
槃
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
争
い
が
止
み
、
龍
が
捕
食
を
逃
れ
る
（
金
翅
の
難
を
免
れ
る
）
な
ど
の
功
徳
が
説
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、「
官
衣
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
功
徳
が
な
い
。
ま
さ
に
官
衣
と
い
う
名
前
を
改
め
、
法
衣
、
袈
裟
、
道

服
等
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
実
相
は
中
国
・
日
本
仏
教
に
お
け
る
袈
裟
と
袈
裟
の
下
に
着
る

衣
（
イ
ン
ド
に
は
無
か
っ
た
袍
服
・
褊
衫
・
直
綴
）
を
混
同
し
て
認
識
し
て
い
る
点
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
は

学
如
の
『
真
言
律
行
問
答
』
で
も
確
認
で
き
た
が
、こ
の
時
代
の
共
通
認
識
か
は
不
明
で
あ
る
。
続
い
て
実
相
は
衣
（
袈
裟
）

の
相
承
に
つ
い　一
六て

、

迦
葉
仏
は
麁
布
の
衣
を
釈
迦
文
仏
に
伝
え
、
弥
勒
等
に
授
く
。
仏
仏
か
く
の
如
し
。
そ
の
師
資
を
言
え
ば
即
ち
本
師

釈
迦
は
迦
葉
に
伝
え
、
阿
難
に
伝
う
等
、
師
主
は
仏
処
を
補
い
て
、
必
ず
弟
子
に
戒
法
と
袈
裟
と
を
授
く
。
下
、
今

日
に
至
る
ま
で
古
風
を
改
め
ず
。

と
あ
る
。迦
葉
仏
は
麁
布（
そ
ま
つ
な
布
で
で
き
た
）衣
を
釈
迦
に
伝
え
、弥
勒
に
授
け
た
。そ
の
相
承
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

必
ず
師
は
仏
に
な
り
代
わ
っ
て
、
弟
子
に
対
し
て
戒
法
と
袈
裟
を
授
け
て
き
た
。
こ
れ
は
今
日
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
、

と
し
て
衣
（
袈
裟
）
の
相
承
（
官
衣
に
は
存
在
し
な
い
）
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
実
相
は
官
衣
の
呼
称
に
つ
い　一
七て

、

天
子
は
貴
き
と
雖
も
こ
れ
白
衣
な
り
。
白
衣
に
随
い
て
官
衣
を
授
か
る
は
仏
家
の
法
に
あ
ら
ず
。
こ
の
故
に
ま
さ
に
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知
る
べ
し
。
聖
人
の
名
を
正
す
こ
と
徒
に
設
け
ず
。
或
い
は
紵
麻
布
、
或
い
は
綿
（
マ
マ
）
、x

羅
、
綾
、
或
い
は
躰
色
如
法
、

或
い
は
量
法
、
律
に
違
す
る
も
若
し
袈
裟
に
法
り
て
作
る
者
は
、
ま
さ
に
須
く
染
め　一
八て

袈
裟
、
法
服
、
衲
衣
、
五
条
、

七
条
等
と
名
づ
く
べ
し
。

と
述
べ
、
天
子
は
貴
い
が
白
衣
を
着
て
い
る
在
家
者
で
あ
る
。
白
衣
は
在
家
者
の
衣
で
あ
り
、
そ
の
在
家
者
か
ら
授
か
る

官
衣
は
、仏
家
の
正
し
い
在
り
方
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
（
聖
人
＝
仏
菩
薩
は
）
い
た
ず
ら
に
名
前
を
付
け
た
り
は
し
な
い
。

紵
麻
布
、綿
、x
羅
、綾
、躰
色
如
法
、量
法
な
ど
、も
し
律
に
異
な
る
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
教
え
の
如
く
袈
裟
、法
服
、

衲
衣
、
五
条
、
七
条
等
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
と
し
、
官
衣
と
い
う
呼
称
へ
批
判
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
実
相　一
九は

、

假
い
王
命
を
し
て
絳
紫
を
賜
与
す
と
も
、
ま
た
王
、
我
に
与
え
ん
が
た
め
に
袈
裟
を
作
し
て
、
我
に
施
賜
す
と
言
う

べ
し
。
官
衣
と
謂
う
こ
と
な
か
れ
。
そ
れ
官
は
王
者
が
百
官
臣
下
に
賜
う
の
名
な
り
。
お
よ
そ
出
家
の
人
は
、
王
が

臣
に
な
る
こ
と
を
得
ず
。
親
が
子
に
な
る
こ
と
を
得
ず
。
徳
は
人
天
よ
り
も
貴
く
、
龍
神
が
欽
ん
で
伏
す
は
、
三
法

衣
を
著
る
を
以
て
の
故
な
り
。
三
世
諸
仏
解
憧
相
標
識
之
衣
を
以
て
官
衣
と
名
づ
く
は
、
然
る
べ
き
や
。
灌
頂
の
時

の
如
き
は
、
五
股
、
衲
衣
を
附
嘱
し
て
伝
法
の
印
璽
と
す
。
豈
、
官
衣
を
伝
法
の
印
璽
と
す
る
こ
と
が
あ
ら
ん
や
。

三
界
は
、
た
だ
心
の
外
の
法
無
し
の
故
に
、
袈
裟
と
名
づ
け
、
袈
裟
と
信
ず
れ
ば
、
則
ち
袈
裟
の
徳
あ
り
。
も
し
官

衣
と
名
づ
け
官
衣
と
想
う
に
、
則
ち
官
人
の
衣
と
な
る
。

と
述
べ
、
た
と
え
王
の
命
で
あ
ざ
や
か
な
衣
を
賜
与
さ
れ
た
と
し
て
も
、
王
が
（
出
家
で
あ
る
）
私
の
た
め
に
袈
裟
を
作
り
、

布
施
を
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
け
し
て
官
衣
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
官
」
と
い
う
言
葉
は
、
王
が
臣
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下
に
授
け
る
も
の
で
あ
り
、
仏
家
で
は
用
い
な
い
。
そ
の
た
め
「
三
世
諸
仏
の
解
憧
相
の
標
識
で
あ
る
衣
」
を
以
て
官
衣

と
す
る
の
は
、
お
か
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
、
と
主
張
す
る
。
ま
た
灌
頂
の
時
に
五
股
、
衲
衣
を
授
け
伝
法
の
印
璽
（
し

る
し
、証
明
）
と
す
る
が
、ど
う
し
て
官
衣
を
授
け
て
伝
法
の
証
と
な
ろ
う
か
。
袈
裟
と
名
づ
け
袈
裟
で
あ
る
と
信
じ
れ
ば
、

そ
こ
に
袈
裟
の
功
徳
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
官
衣
と
名
づ
け
官
衣
と
認
識
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
袈
裟
で
は
な
く
官
人

の
衣
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
実
相
は
、
官
衣
と
法
衣
（
如
法
の
衣
）
に
関
す
る
相
違
を

指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
学
如
の
言
う
「
官
衣
」
は
袈
裟
以
外
の
、
袈
裟
の
下
に
着
る
袍
服
・
褊
衫
・
直
綴
な
ど
の
法
衣

を
意
味
す
る
如
く
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
相
は
全
て
を
袈
裟
と
混
同
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
相
の
著
作
を
み
る
と
、
全
体
を
通
じ
て
「
官
衣
」
に
対
す
る
言
及
は
少
な
い
。
し
か
し
、
学
如
の
主
張

す
る
官
位
よ
り
生
じ
た
衣
（
官
衣
）
を
如
法
の
衣
と
は
認
め
ず
、
そ
の
呼
称
に
関
し
て
も
、
律
典
に
違
反
し
て
い
た
と
し

て
も
（
実
相
が
言
う
と
こ
ろ
の
）「
本
来
の
呼
称
（
＝
袈
裟
）」
で
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
実
相
が

学
如
の
主
張
を
「
初
学
の
者
を
惑
わ
し
か
ね
な
い
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
相
自
身
が
経
・
律
に
則
り
如
法
を
志
す

面
よ
り
も
学
如
の
主
張
を
否
定
す
る
部
分
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
と
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
実
相
と
学
如
の
主
張

に
は
、
官
衣
に
対
し
て
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。



―162―

四
、
衣
の
色
に
つ
い
て

古
来
よ
り
僧
侶
の
衣
は
律
典
に
お
い
て
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
絹
衣
の
被
着
な
ど
様
々

な
議
論
や
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
江
戸
時
代
に
は
、
多
く
の
僧
が
僧
綱
位
に
昇
る
こ
と
で
被
着
で
き
る
色

衣
（
袈
裟
の
下
に
着
る
紅
・
紫
・
萌
黄
・
浅
葱
等
の
褊
衫
・
直
綴
等
）
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
朝
廷
か
ら
僧
綱
補
任
権
を
与

え
ら
れ
た
宗
の
代
表
的
寺
院
（
門
跡
寺
院
な
ど
）
が
そ
れ
を
許
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
「
色
衣
免
許
状
」
と
い
う
名
称
の
、

単
に
「
色
衣
を
着
る
こ
と
が
出
来
る
資
格
の
授
与
」
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い　二
〇た

。
こ
れ
は
授
与
に
際
す
る
問
題
で

あ
る
が
、
有
部
律
派
と
四
分
律
派
の
中
で
は
、
衣
の
色
そ
の
も
の
に
対
し
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
状
況
が
問
題
と
さ
れ
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
尚
、
衣
の
色
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
那
須
政
隆
師
の
研
究
に
詳

し　二
一い

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
学
如
の
衣
に
関
す
る
考
え
方
は
、
律
文
よ
り
も
仏
法
興
隆
の
た
め
な
ら
ば
犯
戒
を
辞
さ
な
い
姿
勢

を
重
ん
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
独
特
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
有
部
律
派
の
僧
に
よ
る
貴
重
な
思
想
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ

れ
で
は
四
分
律
派
で
あ
る
実
相
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
実
相
は
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
の

中
で
衣
の
色
に
つ
い　二
二て

、

『
有
部
律
摂
』
に
曰
く
、
紅
藍
、
深
紅
な
ど
設
い
施
主
あ
り
て
此
等
の
衣
を
施
す
と
も
そ
の
色
を
壊
す
べ
し
。『
寄
帰
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伝
』
に
曰
く
、凡
そ
是
れ
出
家
の
衣
服
は
皆
染
て
乾
陀
に
作
す
べ
し
。
彩
繍
文
章
の
物
は
、仏
皆
制
断
し
た
ま
う
。『
有

部
毘
奈
耶
』
に
曰
く
、
云
何
ん
ぞ
苾
芻
の
俗
の
白
衣
を
着
す
や
。
仏
因
て
制
戒
し
た
ま
う
。
も
し
ま
た
苾
芻
新
衣
を

□
（
得
ヵ
）れ
ば
、三
種
染
壊
色
に
作
す
べ
し
。
も
し
く
は
青
、も
し
く
は
泥
、も
し
く
は
赤
の
一
つ
に
随
い
て
壊
せ
よ
と
。『
律

摂
』
の
意
の
言
う
青
と
は
、
銅
鉄
の
青
に
し
て
深
青
色
に
あ
ら
ず
。
若
し
く
は
泥
と
は
、
い
わ
ゆ
る
是
れ
泥
深
な
り
。

若
し
く
は
赤
と
は
樹
皮
華
果
に
て
衣
を
染
め
る
に
堪
え
る
も
の
な
り
。『
十
誦
』『
四
分
』『
僧
祇
』
も
大
い
に
同
じ
。

唯
だ
『
五
分
』
の
み
青
黒
木
蘭
を
以
て
誌
を
作
す
を
異
と
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
施
主
よ
り
紅
藍
（
紅
）
や
深
紅
の
色
の
衣
を
頂
い
て
も
、
壊
色
に
染
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
も
衣
服
は
す
べ
て
乾
陀
色
に
染
め
、
美
し
い
装
飾
な
ど
も
仏
が
禁
止
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
有
部
毘
奈
耶
』
に
は
比
丘
が
在
俗
の
白
衣
を
着
る
こ
と
を
禁
止
し
、
仏
の
定
め
た
戒
と
し
て
い
る
。
も
し
新
し

い
衣
を
得
た
な
ら
ば
三
種
の
色
（
深
い
青
、泥
、赤
）
を
以
て
壊
色
に
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
『
十

誦
律
』『
四
分
律
』『
僧
祇
律
』
を
み
て
も
同
じ
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、『
五
分
律
』
の
み
青
、黒
、木
蘭
（
赤
黒
い
色
）

と
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
『
有
部
律
』
に
お
け
る
非
法
の
色
に
つ
い
て
、
実
相
は
『
旭
照
霜
露
編
』
に　二
三て

、

比
丘
の
常
行
ま
さ
に
経
律
に
依
る
べ
し
。
況
や
法
会
に
お
い
て
を
や
。
ま
さ
に
律
密
の
軌
に
依
る
べ
し
。『
有
部
律
』

に
曰
く
、
然
る
に
非
法
の
色
に
其
れ
二
別
あ
り
。
一
に
は
八
種
色
を
謂
う
。
紫
磺
と
紅
藍
と
欝
金
香
と
朱
沙
と
大
青

と
及
び
紅
茜
と
黄
丹
と
蘇
方
と
の
八
大
色
な
り
。
苾
芻
ま
さ
に
将も

つ

て
衣
を
染
め
る
べ
か
ら
ず
。
二
に
は
深
緋
色
及
び

浅
緋
色
。
も
し
施
主
あ
り
て
、
こ
れ
ら
の
衣
を
施
さ
ば
餘
色
を
以
て
（
青
泥
／
赤
三
）
そ
の
大
色
を
壊
す
べ
し
。
た
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だ
壊
色
を
求
め
趣
か
に
身
に
充
て
る
こ
と
を
得
て
、
大
師
の
教
え
に
順
じ
、
善
品
を
進
修
す
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
比
丘
の
常
行
は
経
律
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
り
、
法
会
な
ど
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
さ

に
律
典
や
密
教
の
経
軌
に
依
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、『
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』
に
よ
れ
ば
非
法
と
さ
れ
る
色
は
紫
磺
、紅
藍
、

欝
金
香
、
朱
沙
、
大
青
、
紅
茜
、
黄
丹
、
蘇
方
の
八
色
、
さ
ら
に
深
緋
色
と
浅
緋
色
と
な
る
。
続
い
て
実
相
は
『
南
海
寄

帰
内
法
伝
』
を
引　二
四き

、

『
寄
帰
伝
』
に
曰
く
、
凡
そ
出
家
の
衣
服
は
皆
乾
陀
に
染
む
べ
し
。
彩
繍
文
章
は
、
仏
み
な
制
断
し
た
ま
う
。
こ
れ

に
準
ず
る
に
、
有
部
は
已
成
を
開
く
と
い
え
ど
も
、
青
泥
赤
に
非
ざ
る
錦
綺
彩
繍
は
着
不
壊
色
戒
を
犯
す
。

と
述
べ
て
い
る
。『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
は
乾
陀
に
染
め
、
美
し
い
文
様
も
仏
が
戒
め
て
い
る
、
と
説
い
て
い
る
。
こ

れ
に
準
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、『
有
部
律
』
で
は
、す
で
に
衣
と
し
出
来
上
が
っ
て
い
れ
ば
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、

た
だ
し
青
、
泥
、
赤
に
て
染
め
て
い
な
い
錦
綺
彩
繍
の
衣
は
「
着
不
壊
色
戒
」（
壊
色
で
は
な
い
衣
を
着
る
こ
と
）
に
違
反
し

て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
に
て
色
に
関
す
る
文
を
引
い　二
五て

、

『
海
龍
王
経
』
に
、
こ
こ
に
於
い
て
世
尊
は
身
のy

衣
を
脱
ぎ
、
分
て
諸
龍
に
与
う
と
（
柞
の
実
をy

と
い
う
。
以
て

黒
を
染
め
る
べ
し
）。『
梵
網
経
』に
曰
く
、身
に
著
く
る
所
の
袈
裟
を
し
て
皆
壊
色
な
ら
し
め
、道
と
相
応
せ
し
む
べ
し
。

皆
青
黄
赤
黒
紫
色
を
し
て
一
切
染
衣
に
し
、
乃
至
臥
具
ま
で
尽
く
以
て
壊
色
な
ら
し
む
。
身
に
著
所
の
衣
は
、
一
切

染
色
に
し
て
、
比
丘
は
俗
服
と
異
な
る
べ
し
。『
文
殊
問
経
』
に
曰
く
、
文
殊
白
し
て
言
さ
く
、
幾
ば
く
の
色
の
衣

あ
る
や
。
仏
、
文
殊
に
告
く
、
太
は
だ
赤
色
な
ら
ず
、
太
は
だ
黄
色
な
ら
ず
、
太
は
だ
黒
色
な
ら
ず
、
太
は
だ
白
色
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な
ら
ざ
る
は
、
清
浄
如
法
の
三
法
服
な
り
と
。『
蘇
悉
地
経
』
に
曰
く
、
紫
色
の
衣
裳
を
着
す
べ
か
ら
ず
。『
略
出
経
』

に
曰
く
、
赤
色
の
衣
を
取
り
与
て
披
（
被
）
せ
し
め
よ
。
袈
裟
を
着
る
法
の
如
し
（
已
上
は
俗
人
）。
若
し
出
家
の
人
は
乾
陀

色
の
衣
を
著
す
べ
し
。（gandha

／
香
と
翻
す
、
即
ち
香
色
の
衣
な
り
）。

と
述
べ
て
い
る
。『
海
龍
王
経
』で
は（
柞は
は
そ

　
の
実
を
用
い
て
黒
く
染
め
た
）y

衣（
く
ろ
ぎ
ぬ
の
衣
）を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て『
梵

網
経
』
で
は
身
に
着
け
る
袈
裟
は
す
べ
て
壊
色
に
染
め
、
衣
か
ら
臥
具
に
至
る
ま
で
青
黄
赤
黒
紫
色
を
以
て
染
め
よ
と
説

い
て
い
る
。
ま
た
『
文
殊
問
経
』
で
は
、
は
な
は
だ
赤
・
黄
・
黒
・
白
で
は
な
い
清
浄
で
如
法
な
色
の
衣
を
三
法
服
と
言
う
。

さ
ら
に
『
蘇
悉
地
経
』
で
は
紫
色
の
衣
の
被
着
を
禁
じ
て
い
る
。『
略
出
経
』
で
は
灌
頂
の
際
に
俗
人
（
在
家
者
）
に
は
赤

い
衣
を
つ
け
さ
せ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
実
相
は
こ
の
赤
い
衣
は
在
家
者
の
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
出
家
者
は
乾
陀
色
（
香

の
色
）
の
衣
を
被
着
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
多
く
の
引
用
を
用
い
て
衣
の
色
を
指
摘
し
て
い
る
。
次
に
実
相　二
六は
、

『
蘇
婆
呼
（
此
に
妙
臂
と
翻
ず
）
童
子
経
』
に
曰
く
、
時
に
蘇
婆
呼
、
執
金
剛
に
問
う
て
曰
く
、
何
に
因
て
衆
生
は
具

さ
に
苦
行
を
修
し
て
悉
地
を
得
ず
。
衣
、
不
浄
な
る
が
為
な
り
や
。
執
金
剛
、
蘇
婆
呼
に
告
げ
て
、
著
け
る
所
の
衣

服
は
、
皆
須
く
赤
色
な
る
べ
し
。
或
い
は
白
衣
、
及
び
草
衣
を
著
し
、
或
い
は
樹
皮
衣
、
芻
摩
布
衣
を
著
せ
よ
と
。

法
天
訳
す
所
の
『
妙
臂
菩
薩
所
問
経
』
に
曰
く
、
そ
の
持
誦
の
行
人
将
に
起
首
し
持
誦
せ
ん
と
欲
わ
ば
、
必
ず
先
ず

頭
を
剃
り
、
澡
浴
し
て
清
浄
衣
を
著
す
。
蚕
糸
を
用
る
に
あ
ら
ず
。
ま
た
白
色
を
得
ず
。
布
衣
及
び
樹
皮
草
木
の
類

を
用
い
る
べ
し
。
仍
て
赤
土
用
て
、
そ
の
色
を
染
壊
す
べ
し
と
（『
蘇
婆
呼
経
』
に
着
白
色
に
作
る
は
、
廻
文
、
未
尽
な
り
。

法
天
の
本
を
正
と
す
）。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
蘇
婆
呼
童
子
経
』
で
は
、
衆
生
が
悉
地
を
得
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
衣
の
不

浄
を
あ
げ
、
さ
ら
に
頭
を
剃
っ
た
（
頭
頂
の
髪
は
残　二
七す
）
後
に
赤
い
衣
服
、
白
衣
、
草
衣
、
樹
皮
衣
、
芻
摩
布
衣
（
麻
の
衣
）

を
着
さ
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
『
妙
臂
菩
薩
所
問
経
』
を
引
き
、修
行
者
は
頭
を
剃
り
絹
衣
、白
色
の
衣
を
用
い
ず
、

布
衣
や
樹
皮
草
木
な
ど
の
衣
を
着
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
は
赤
土
を
使
っ
て
壊
色
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。
そ
し
て
最
後
に
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
で　二
八は

、

今
さ
ら
に
此
の
諸
文
を
料
簡
せ
ば
、『
妙
臂
経
』
に
白
色
を
得
ず
、『
蘇
悉
地
』
に
紫
色
を
著
せ
ざ
れ
と
は
、
色
の
非

法
を
簡
ぶ
な
り
。
諸
軌
に
五
大
色
の
衣
を
著
せ
し
む
る
は
、
こ
れ
は
護
摩
の
換
衣
に
依
る
。
故
に
曰
く
、
寂
災
に
は

白
色
、敬
愛
に
は
、赤
色
等
と
常
服
を
謂
う
に
は
あ
ら
ず
。『
梵
網
』
に
袈
裟
、臥
具
ま
で
尽
く
以
て
壊
色
に
せ
よ
。『
文

殊
問
』
に
太
は
だ
赤
な
ら
ず
等
。『
略
出
』
に
乾
陀
色
の
衣
、『
海
龍
王
』
に
皂
色
の
衣
、
諸
律
に
青
黒
木
蘭
と
は
色

の
如
法
を
教
る
な
り
。

と
述
べ
、
色
衣
に
つ
い
て
の
言
及
を
結
ん
で
い
る
。
以
上
こ
こ
で
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
左
記
の
通
り
と
な
る
。

　

　
出
典

　
禁
止
の
色

　
如
法
の
色
（
染
色
に
用
い
る
色
）

　
そ
の
他

『
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』

紫
磺
、紅
藍
、欝
金
香
、朱
沙
、

大
青
、
紅
茜
、
黄
丹
、
蘇
方
、

深
緋
色
、
浅
緋
色
、
深
紅

壊
色
（
規
定
な
し
）
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『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』

乾
陀
色
（
規
定
な
し
）

錦
綺
彩
繍
の
衣
な
ど
、
煌

び
や
か
な
衣
の
禁
止

『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』

白

壊
色
（
青
、
泥
、
赤
）

『
十
誦
律
』『
四
分
律
』『
僧

祇
律
』
も
同
じ

『
彌
沙
塞
部
和
醯
五
分
律
』　

壊
色
（
青
、
黒
、
木
蘭
）

『
仏
説
海
龍
王
経
』

黒
（
柞
の
実)

『
梵
網
経
』

壊
色
（
青
、
黄
、
赤
、
黒
、
紫
）
臥
具
な
ど
も
染
め
る

『
文
殊
師
利
問
経
』　

は
な
は
だ
赤
・
黄
・
黒
・
白

『
蘇
悉
地
羯
羅
経
』

紫

『
金
剛
頂
瑜
伽
中
略
出
念
誦
経
』

実
相
の
説
。『
略
出
経
』
を

引
い
て
赤
の
衣
は
在
家
者
、

出
家
者
は
乾
陀
色
（
香
の

色
）
の
衣
と
指
摘

『
蘇
婆
呼
童
子
経
』

赤
い
衣
服
、
白
衣
、
草
衣
、

樹
皮
衣
、
芻
摩
布
衣

修
行
者
の
衣
の
指
摘

『
妙
臂
菩
薩
所
問
経
』

白

壊
色
（
赤
）

布
衣
、
樹
皮
草
木
の
衣
の

着
用
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以
上
の
事
か
ら
実
相
は
、
比
丘
が
用
い
る
べ
き
衣
の
色
を
経
典
・
律
典
が
示
す
壊
色
（
主
に
乾
陀
色
）
で
あ
る
と
提
示

し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
俗
人
の
衣
服
や
護
摩
に
お
け
る
衣
を
挙
げ
て
お
り
、
特
殊
な
例
を
除
き
、
明
確
に
出
家
者

と
在
家
者
を
分
け
て
説
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
学
如
が
仏
法
興
隆
と
い
う
観
点
か
ら
自
身
の
理
想
と
す
る
衣
を
挙
げ
て
い

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
相
は
限
り
な
く
律
典
に
則
っ
た
衣
を
使
用
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
こ
の
議
論
に
お
い
て
も
実
相
は
、
袈
裟
と
そ
の
下
に
着
る
法
衣
（
袍
服
・
褊
衫
・
直
綴
な
ど
）
を
混
同
し
区
別
す
る
こ
と

無
く
、
全
て
を
袈
裟
と
し
て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。

五
、
絹
衣
に
つ
い
て

絹
衣
の
問
題
に
つ
い
て
は
道
宣
（
五
九
六
〜
六
六
七
）
と
義
浄
（
六
三
五
〜
七
一
三
）
以
降
、
日
本
で
も
盛
ん
に
議
論
が
行

わ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
優
れ
た
先
行
研
究
が
あ
る　二
九が

、
有
部
律
復
興
運
動
周
辺
に
お
け
る
禁
絹
の
研
究
に
つ
い

て
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
四
分
律
派
で
あ
る
実
相
の
「
絹
衣
」
に
対
す
る
見
解
を
、
著
作
に
依
り
な
が
ら

探
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
実
相　三
〇は

、

も
し
衆
生
あ
り
て
、
頓
に
蚕
衣
等
を
断
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
は
、
唯
だ
小
乗
有
部
の
戒
を
受
く
れ
ば
方
便
を
仮
ら

ず
。
実
に
已
成
の
衣
な
る
は
、
則
ち
不
犯
と
す
。
も
し
方
便
を
作
さ
ば
、
即
ち
彼
の
律
の
如
く
犯
罪
を
免
れ
ず
。
も

し
衆
生
あ
り
て
、
唯
だ
小
乗
四
分
の
戒
を
受
く
る
者
は
、
縦
い
已
成
と
雖
も
、
も
し
被
着
す
れ
ば
則
ち
犯
過
に
入
る
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な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
す
ぐ
に
蚕
衣
（
蚕
の
衣
以
下
、
絹
衣
）
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
有
部
律
を
受

け
れ
ば
、
方
便
を
仮
り
る
こ
と
な
く
已
成
の
衣
で
あ
れ
ば
戒
を
犯
す
こ
と
は
な
い
。
も
し
方
便
な
し
で
用
い
れ
ば
犯
戒
と

な
る
。
し
か
し
、
も
し
四
分
律
に
て
受
戒
す
る
者
は
、
已
成
の
衣
で
も
被
着
す
れ
ば
犯
戒
と
な
る
、
と
し
て
絹
衣
に
対
す

る
有
部
と
四
分
の
見
解
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
実
相
は
蚕
の
殺
生
に
つ
い　三
一て
、

人
、
禽
獣
を
食
ら
う
。
人
、
蚕
繭
を
衣
る
。
何
ん
ぞ
こ
れ
を
悪
む
こ
と
を
知
ら
ざ
る
や
。
肉
食
、
蚕
衣
は
命
を
害
し
、

生
を
夭
き
、
庖
に
懸
け
爼
に
登
せ
、
繭
を
暴
き
蛾
を
爛
す
事
、
均
し
く
理
一
な
り
。
自
ら
作
り
手
を
仮
り
て
潤
葉
す

る
に
は
異
な
ら
ず
。
口
に
食
し
身
に
被
る
こ
と
は
、
貪
に
因
る
こ
と
殊
な
ら
ず
。
…
（
中
略
）
…
是
れ
を
以
て
大
聖

殷
ろ
に
悪
報
の
亡
し
難
き
を
鑑
て
、
も
し
く
は
肉
、
も
し
く
は
衣
、
頓
に
制
断
せ
ん
と
欲
し
た
ま
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
人
は
獣
の
肉
を
食
べ
、
絹
衣
を
着
る
が
、
こ
れ
を
悪
い
行
い
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
肉
食
や
絹
衣

被
着
は
命
を
奪
う
こ
と
で
あ
る
。
肉
を
ま
な
板
に
載
せ
て
調
理
す
る
こ
と
と
、
蚕
の
繭
を
暴
き
蛾
を
殺
め
る
こ
と
と
は
同

じ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
た
だ
「
食
べ
る
」「
着
る
」
と
い
う
貪
欲
が
原
因
で
あ
る
。
釈
尊
は
こ
れ
ら
の
悪
い
報
い
を
無
く

す
た
め
に
肉
や
衣
な
ど
を
早
急
に
戒
め
よ
う
と
考
え
た
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
殺
生
以
外
に
も
「
肉
食
」（
殺

生
と
同
じ
重
さ
の
罪
）
と
い
う
例
を
挙
げ
、
絹
衣
作
製
に
お
け
る
蚕
の
殺
生
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
問
題
に
つ

い　三
二て

、以
み
れ
ば
機
根
は
等
し
か
ら
ず
し
て
性
欲
を
区
分
す
る
が
た
め
の
故
に
、
開
制
し
互
に
顕
し
、
経
律
漸
く
制
し
玉
う
。
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仏
法
の
大
海
は
浅
き
よ
り
深
に
入
る
。
終
に
乃
ち
円
密
に
至
り
、厳
か
に
全
く
制
断
し
た
ま
う
。『
梵
網
経
』
に
曰
く
、

六
道
の
衆
生
は
皆
こ
れ
我
が
父
母
な
り
。
我
れ
生
生
に
こ
れ
に
依
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
生
を
受
け
る
が
故
。
し
か
も

殺
し
て
食
せ
ば
、
即
ち
我
れ
父
母
を
殺
す
な
り
と
。『
六
波
羅
蜜
経
』
に
曰
く
、
十
方
の
六
趣
四
生
は
、
皆
是
れ
我

の
宿
世
の
父
母
な
り
。
我
れ
を
憐
愍
す
る
故
に
諸
悪
業
を
造
し
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
に
堕
す
。
諸
苦
悩
を
受
け
、

無
量
劫
を
経
て
休
息
あ
る
こ
と
な
し
。
是
の
因
縁
を
以
て
、
大
悲
心
を
起
こ
し
、
仏
の
種
智
を
求
め
、
生
死
の
苦
を

済
う
と
。
禽
獣
、
蠉
蝡
の
互
に
残く
ら

い
（
飧
カ
、
又
は
餮
カ
）、
互
い
に
食
す
る
す
ら
尚
お
ま
さ
に
厭
患
す
べ
し
。
豈
に

菩
薩
、
我
が
宿
世
の
父
母
を
殺
し
て
口
に
食
し
身
に
被
す
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
衆
生
の
機
根
は
等
し
く
な
く
、性
欲（
本
性
や
欲
求
）は
そ
れ
ぞ
れ
に
区
分
さ
れ
る
た
め
に
、

開
制
（
許
し
た
り
禁
じ
た
り
）
を
行
い
、
漸
く
経
律
が
整
っ
た
。
そ
し
て
教
え
が
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
深
い
と
こ
ろ
に
至
る
よ

う
に
、
円
教
・
密
教
に
な
り
完
全
に
制
戒
が
な
さ
れ
た
。『
梵
網
経
』『
六
波
羅
蜜
経
』
で
は
六
道
の
衆
生
は
父
母
で
あ
り
、

殺
し
て
食
せ
ば
自
分
の
父
母
を
手
に
か
け
て
殺
す
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
し
て
経
典
を
引
い
て
殺
生
（
蚕
を
含
む
）
を
戒

め
て
い
る
。
続
い
て
実
相
は
絹
を
禁
ず
る
こ
と
に
つ
い　三
三て

、

孔
子
曰
く
、悪
衣
、悪
食
を
恥
じ
る
は
い
ま
だ
道
を
語
る
に
足
ら
ず
。
由
は
縕
袍
を
恥
じ
ず
。
晋
文
は
帛
を
重
ん
ぜ
ず
。

魏
文
は
大
布
に
し
て
衣キ

　、
子
夏
は
懸
鶉
の
ご
と
く
、
董
威
は
百
結
の
衣
、
祭
肜
は
兼
副
な
し
。
漢
文
の
夫
人
は
衣
を

地
に
曵
か
ず
。
宋
祖
は
翠
襦
を
誡
む
。
梁
鴻
が
妻
は
布
衣
を
着
し
、
季
文
が
妾
は
帛
を
被
ず
。
唐
の
太
宗
は
衣
を
三

た
び
浣
う
と
。
劉
裕
は
破
納
を
被
し
、
孔
子
、
紅
紫
は
褻
服
に
な
ら
ず
。
是
の
如
く
諸
君
、
錦
繍
綺
羅
か
亦
た
弁
ず
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べ
し
。
衣
を
以
て
倹
を
示
す
こ
と
は
、
何
ぞ
や
。
実
に
夫
れ
綺
麗
を
観
れ
ば
、
則
ち
必
ず
驕
奢
を
生
ず
れ
ば
、
則
ち

危
亡
こ
こ
に
至
る
。
故
に
論
語
に
曰
く
、
礼
と
云
う
な
り
。
礼
と
云
う
玉
帛
を
云
ん
や
。
礼
は
そ
の
奢
よ
り
は
、
寧

ろ
に
倹
せ
よ
。
そ
の
不
遜
よ
り
は
、
寧
ろ
に
固
し
か
れ
。
夫
れ
聖
人
の
身
を
修
め
国
を
治
る
す
ら
、
な
お
倹
を
示
し

福
を
惜
み
、
ま
ず
己
身
を
以
て
天
下
に
教
え
る
べ
し
。
況
や
出
世
の
道
人
は
、
深
省
せ
ざ
ら
ん
や
。
故
に
『
智
度
論
』

に
曰
く
、如
来
は
十
三
條
麁
布
の
僧
伽
黎
を
着
し
た
ま
う
と
。
臨
滅
の
至
に
洎
び
、大
迦
葉
波
は
持
し
て
鶏
足
に
入
り
、

以
て
慈
尊
に
奉
る
。『
法
苑
珠
林
』に
仏
、文
殊
に
告
た
ま
わ
く
、我
れ
初
の
成
道
よ
り
涅
槃
に
至
る
ま
で
の
五
十
年
中
、

唯
だ
迦
葉
仏
付
囑
の
麁
布
僧
伽
黎
を
服
す
。
涅
槃
を
欲
す
る
時
、
展
転
し
付
嘱
し
て
楼
至
仏
に
至
る
。
諸
仏
の
出
世

は
蚕
衣
を
著
せ
ず
。
何
ん
ぞ
悪
比
丘
等
は
我
を
謗
黷
し
て
、
毘
尼
の
教
中
に
こ
れ
を
著
す
る
を
開
許
す
と
云
う
。
我

れ
三
界
の
大
師
と
し
て
蚕
衣
を
服
着
せ
ん
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
孔
子
に
よ
れ
ば
悪
食
、
悪
衣
を
恥
じ
る
こ
と
は
、
道
を
語
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
温
か
い
立
派
な

着
物
を
着
て
い
る
こ
と
を
恥
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
晋
の
文
帝
等
の
皇
帝
た
ち
も
、
絹
衣
や
き
ら
び
や
か
な
服
を
避

け
、
布
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
服
な
ど
を
着
て
質
素
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
、
王
侯
も
無
駄
な
欲
を
起
こ

さ
な
い
よ
う
心
が
け
、
自
身
の
行
い
を
以
て
範
を
示
し
た
。
そ
こ
で
出
家
者
の
行
い
を
考
え
て
み
る
と
深
く
反
省
を
す
る

べ
き
で
あ
る
。『
大
智
度
論
』
に
は
釈
尊
か
ら
弥
勒
へ
の
衣
の
相
承
が
説
か
れ
、『
法
苑
珠
林
』
で
は
、
釈
迦
が
迦
葉
仏
よ

り
相
承
し
た
衣
を
着
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
諸
仏
は
絹
衣
を
被
着
し
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
律
典
の
中

で
絹
衣
を
着
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
仏
は
絹
衣
を
被
着
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
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る
。
こ
こ
で
実
相
は
、
昔
の
皇
帝
（
王
）、
君
子
な
ど
が
質
素
を
旨
と
す
る
実
例
を
挙
げ
、
さ
ら
に
仏
が
禁
絹
の
姿
勢
で
あ

る
典
拠
を
示
し
て
い
る
。
次
に
有
部
の
已
成
（
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
物
）
の
衣
に
つ
い　三
四て

、

旧
訳
の
『
十
誦
』
多
論
、
新
飜
の
『
有
部
毘
奈
耶
律
摂
』
等
は
並
に
蚕
綿
戒
を
制
し
、
自
作
使
人
、
み
な
同
犯
と
制

す
。
故
に
『
有
部
』
は
常
著
を
開
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
乃
至
雑
作
も
み
な
軽
罪
を
得
。『
十
誦
毘
奈
耶
』
に
は
、
但

だ
已
成
を
開
く
。『
律
摂
』
に
至
り
て
は
、已
成
経
用
等
の
六
縁
を
開
く
。
是
れ
則
ち
縁
開
に
し
て
常
用
に
は
あ
ら
ず
。

常
に
用
い
ば
、
何
ん
ぞ
こ
の
戒
を
制
す
る
こ
と
を
須
ゆ
る
こ
と
を
せ
ん
。『
有
部
律
』
に
曰
く
、
凡
そ
難
縁
に
聴
許

す
る
は
、難
無
き
と
き
は
作
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
知
ぬ
。
難
開
、縁
開
は
難
が
止
み
縁
が
尽
る
る
時
は
依
用
を
許
さ
ず
。

と
あ
る
。『
十
誦
律
』や『
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』等
に
は
蚕
綿
戒（
蚕
絲
戒
）を
定
め
て
お
り
、作
る
人
も
罪
を
犯
し
て
い
る
。

そ
の
た
め『
有
部
律
』で
は
常
に
絹
の
衣
を
着
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
十
誦
律
』で
は
已
成
の
衣
を
許
し
、

『
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』
で
は
已
成
で
あ
り
時
間
が
経
ち
、
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
る
等
の
六
つ
の
縁
（
特
殊
な
条
件
）
が

あ
れ
ば
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
特
殊
な
縁
に
よ
り
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
普
段
に
於
い
て
は
用
い
る
べ
き
で
は

な
い
。
も
し
用
い
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
制
戒
し
た
意
味
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
『
有
部
律
』
に
も
説
い
て
あ

る
通
り
で
あ
る
、
と
述
べ
て
已
成
で
あ
っ
て
も
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら

に
実
相
は
開
不
犯
（
縁
が
あ
っ
て
、
後
に
改
め
ら
れ
た
戒
め
）
に
つ
い
　三
五て
、

凡
そ
開
不
犯
と
は
、
初
め
は
則
ち
如
来
一
制
し
て
開
か
ず
。
そ
の
後
偶
然
と
し
て
事
縁
あ
り
。
仏
止
め
る
こ
と
あ
た

わ
ず
し
て
開
縁
を
立
つ
。
あ
る
い
は
全
く
開
不
犯
、
あ
る
い
は
但
だ
本
罪
を
開
き
小
罪
な
き
に
あ
ら
ず
。
こ
の
開
あ
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る
を
以
て
す
。
も
し
常
に
故
ら
に
開
文
に
順
ぜ
ば
、
則
ち
開
文
に
順
ず
と
雖
も
仏
意
に
違
す
る
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
最
初
、
釈
迦
が
戒
め
を
定
め
て
か
ら
一
度
も
改
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
偶
然
に
物
事
（
問

題
）
が
起
こ
り
、
そ
の
問
題
が
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
条
件
付
き
で
戒
め
が
改
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
も

し
こ
の
開
文
（
許
さ
れ
た
教
え
）
に
順
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
仏
の
意
志
（
教
え
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
実
相
は
大
悲
と
い
う
観
点
か　三
六ら

、

仏
心
と
言
う
は
、
大
悲
心
こ
れ
な
り
。
菩
薩
の
発
心
は
、
衆
生
の
苦
を
救
う
た
め
な
り
。
若
し
は
已
成
の
衣
、
若
し

は
他
施
の
衣
、
貪
心
を
増
長
し
悪
趣
の
苦
輪
を
滋
生
せ
ざ
る
は
な
し
。
殺
生
よ
り
来
て
大
慈
性
の
種
子
を
断
た
ざ
る

は
な
し
。
こ
の
故
に
如
来
は
、
そ
の
機
感
を
称
し
て
、
制
愈
益
々
急
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
仏
の
心
と
は
大
悲
心
で
あ
り
、
菩
薩
の
発
心
は
衆
生
の
苦
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
。

絹
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
已
成
の
衣
や
布
施
さ
れ
た
衣
で
あ
っ
て
も
、
貪
心
が
増
す
ば
か
り
で
悪
趣
の
苦
し
み
の
輪
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
殺
生
に
よ
っ
て
大
慈
性
の
種
子
が
断
た
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
如
来
は
衆
生

の
た
め
に
戒
め
を
一
層
厳
し
く
さ
れ
た
、
と
し
て
大
悲
の
観
点
か
ら
絹
衣
の
被
着
、
肉
食
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
実

相
は
、
諸
典
籍
に
お
け
る
衣
へ
の
言
及
を
引
い　三
七て

、

『
蘇
婆
呼
』
に
芻
摩
布
衣
。『
妙
臂
経
』
に
布
及
び
樹
皮
草
木
の
類
と
は
衣
躰
の
如
法
を
教
る
な
り
。『
楞
厳
』
に
糸

綿
絹
帛
を
服
せ
ず
。『
不
空
羂
索
』
に
身
分
の
穀
帛
を
捨
せ
よ
。『
妙
臂
経
』
に
蚕
糸
を
用
ゆ
る
こ
と
あ
ら
ざ
れ
と
は
、

衣
躰
の
非
法
を
□
な
り
。『
略
出
経
』『
妙
臂
経
』
の
説
に
依
る
に
、
持
誦
し
灌
頂
に
は
在
家
す
ら
、
な
お
赤
土
染
の
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衣
を
着
る
。
況
や
出
家
人
は
乾
陀
色
を
著
す
。
大
師
請
来
恵
果
付
嘱
の
衣
も
亦
た
是
れ
健
陀
色
の
衣
に
し
て
錦
繍x

羅
の
紋
綵
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
然
れ
ば
則
ち
有
部
の
已
成
開
文
は
、『
五
分
』
と
『
僧
祇
』
と
『
四
分
』
と
『
央
崛
摩
羅
』

と
『
楞
厳
』
と
『
蘇
婆
呼
』
と
『
妙
臂
』
と
『
不
空
羂
索
』
等
と
の
た
め
に
廃
前
の
教
と
成
る
。
円
密
一
乗
菩
薩
三

聚
大
戒
を
□
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
別
受
小
乗
有
部
已
成
の
廃
教
を
須
ゆ
る
こ
と
勿
れ
。
今
、
歴
ね
く
大
小
顕
密
開
制
の

文
をz
挙
し
て
剖
割
す
る
こ
と
是
の
如
し
。
一
も
臆
断
な
ら
ず
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
実
相
は
『
蘇
婆
呼
』
や
『
妙
臂
経
』
等
を
引
い
て
、
出
家
者
は
絹
を
用
い
な
い
壊
色
の
衣
を
着

る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
空
海
が
恵
果
か
ら
附
属
さ
れ
た
衣
も
乾
陀
色
で
あ
り
、
き
ら
び
や
か
な
装
飾
も
施
さ
れ
て
い
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
有
部
の
示
す
已
成
の
衣
で
あ
れ
ば
許
す
教
え
は
、『
五
分
律
』や『
央
崛
摩
羅
経
』等
に
よ
れ
ば
、

廃
れ
た
教
え
と
な
る
。
そ
の
た
め
円
密
一
乗
の
菩
薩
（
円
教
・
密
教
を
含
め
た
一
乗
の
菩
薩
）
は
三
聚
浄
戒
を
受
け
る
の
で

あ
れ
ば
、
別
解
脱
律
儀
に
お
い
て
有
部
律
の
戒
文
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
普
く
大
乗
、
小
乗
、
顕
教
、

密
教
の
あ
ら
ゆ
る
開
制
の
文
言
を
引
い
て
述
べ
て
お
り
、自
身
の
勝
手
な
見
解
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
、と
述
べ
て
『
有

部
律
』
の
受
戒
、
已
成
の
文
を
常
行
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
旨
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
実
相
は
『
旭
照
霜
露
編
』
に
於

い
て
、
義
浄
の
説
（『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
内
の
絹
を
禁
じ
る
文
）
を
引
い　三
八て

、

『
寄
帰
伝
』
に
曰
く
、
凡
そ
絁
絹
を
論
ぜ
ば
乃
ち
是
れ
聖
開
し
玉
う
。
何
事
ぞ
強
て
遮
し
て
徒
に
節
目
を
な
す
。
こ

れ
を
断
ず
る
に
意
を
以
て
省
と
欲
し
て
繁
を
招
く
や
。
五
天
の
四
部
は
並
に
皆
著
用
す
。
詎
ん
ぞ
求
め
易
き
絹
絁
を

捨
て
、
得
難
き
細
布
を
覓
む
べ
け
ん
や
。
妨
道
の
極
は
、
こ
れ
斯
に
あ
る
か
。
非
制
を
強
て
制
す
は
、
即
ち
其
の
類
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な
り
。
も
し
爾
ら
ば
、
著
衣
、
噉
食
、
多
の
損
生
に
縁
る
。
螻
蚓
は
曾
て
心
を
寄
せ
ず
し
て
、
蛹
蚕
は
一
に
何
ぞ
念

ぜ
ら
る
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
絁
絹
（
粗
末
な
絹
衣
）
は
釈
迦
が
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
禁
じ
る
必
要
は
な
い
。
こ

れ
を
禁
止
す
る
の
は
、（
当
時
の
）
中
国
の
僧
侶
た
ち
が
勝
手
に
決
め
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
皆
絹
衣
を
着
用
し

て
い
る
。
何
故
求
め
易
い
絹
衣
を
捨
て
て
得
難
い
細
布
（
布
衣
）
を
求
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
釈
迦
が
禁
絹
を
定

め
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
戒
め
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
も
し
絹
衣
の
着
用
に
問
題
が
あ
る
な

ら
ば
、
食
物
を
食
べ
る
こ
と
も
、
多
く
の
命
を
奪
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
問
題
と
な
ろ
う
。
螻け
ら

や
蚓み

み
ず

　
に
は
心
を
寄
せ
た
こ

と
が
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
蛹
や
蚕
に
は
心
を
寄
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
義
浄
の
イ
ン
ド

に
お
け
る
衣
の
実
状
報
告
で
あ
り
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
禁
絹
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
実
相　三
九は

、

夫
れ
旧
訳
の
十
誦
親
翻
の
有
律
已
成
を
開
く
と
雖
も
、
蚕
糸
戒
を
制
し
、
自
作
使
人
雑
作
す
ら
、
尚
を
犯
す
。
何
に

況
や
純
作
を
や
。
壇
上
の
四
依
は
糞
掃
衣
を
立
つ
、
何
ぞ
随
開
を
執
し
て
本
制
を
忘
れ
、
己
が
翻
す
る
所
の
有
部
戒

本
に
蚕
糸
戒
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
非
制
と
言
う
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
十
誦
律
』
と
『
有
部
律
』
で
は
已
成
の
衣
を
許
し
て
い
る
が
、蚕
糸
戒
を
定
め
て
お
り
、

作
る
人
も
罪
を
犯
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
己
（
義
浄
）
自
身
で
訳
し
た
『
有
部
律
』
の
中
に
蚕
糸
戒
が
あ
る
の
に
、
ど
う

し
て
非
制
（
絹
を
禁
じ
る
主
張
が
お
か
し
い
）
と
言
え
る
の
か
、
と
指
摘
し
て
義
浄
へ
批
判
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
蚕
糸
戒

と
は
、
敷
具
作
製
に
お
け
る
絹
の
使
用
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
道
宣
は
、
そ
の
主
張
の
中
で
衣
と
敷
具
を
同
じ
で
あ
る
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よ
う
に
説
き
、
衣
に
お
け
る
禁
絹
の
根
拠
と
し
た
。
つ
ま
り
実
相
も
道
宣
の
説
に
依
り
禁
絹
の
説
を
支
持
し
て
お
り
、
道

宣
の
流
れ
を
く
む
四
分
律
派
の
僧
侶
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
事
よ
り
実
相
は
様
々
な
典
籍
を
引
い
て
、
蚕
の
殺
生
や
慈
悲
、『
有
部
律
』
に
お
け
る
已
成
の
問
題
な
ど
を
指

摘
し
、
有
部
律
派
（
義
浄
を
含
め
）
の
絹
衣
被
着
を
否
定
し
た
。
そ
の
中
で
実
相
は
道
宣
の
主
張
す
る
禁
絹
の
根
拠
を
引

用
し
て
お
り
、
自
身
が
道
宣
（
そ
の
思
想
）
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

六
、
結
び

ま
ず
官
衣
に
つ
い
て
本
論
で
は
学
如
、
実
相
、
井
筒
雅
風
氏
の
定
義
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
定
義
を
整
理
す
る
と
左
記

の
通
り
と
な
る
。

学
如
　
　
　
→
官
位
よ
り
生
じ
た
衣
（
真
言
僧
の
諸
師
は
官
衣
を
着
て
い
た
と
主
張
。
こ
の
場
合
の
官
衣
は
僧
綱
の
被
着
す
る

絹
布
・
色
衣
の
袍
服
で
あ
ろ
う
が
、
錦
繍
綾
羅
で
あ
れ
ば
七
条
衲
衣
な
ど
の
袈
裟
を
含
む
か
）

井
筒
雅
風
氏
→
国
家
の
司
祭
と
し
て
の
行
事
に
従
う
た
め
の
服

実
相
　
　
　
→
官
衣
を
否
定（「
官
衣
」で
は
な
く
袈
裟
と
呼
ぶ
べ
き
と
主
張
し
、あ
く
ま
で
も
経
・
律
に
則
る
考
え
方
を
提
示
し
た
。

し
か
し
、
実
相
は
袈
裟
も
衣
も
共
に
袈
裟
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
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両
者
と
も
主
張
す
る
点
の
全
く
異
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
学
如
の
指
摘
す
る
通
り
、
あ
る
意
味
天
皇
や
王
侯
か
ら

賜
っ
た
衣
を
官
衣
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
実
相
が
「
官
衣
」
と
い
う
呼
称
を
批
判
し
、
功
徳
や
相
承
の
問
題

を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
学
如
の
主
張
す
る
官
衣
が
如
法
の
衣
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

井
筒
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
に
関
わ
る
衣
、
つ
ま
り
僧
綱
な
ど
の
役
職
に
補
任
さ
れ
た
僧
の
衣
で
あ
る
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
官
衣
」
は
袈
裟
で
無
く
、
袈
裟
の
下
に
着
る
袍
服
・
褊
衫
・
直
綴
な

ど
の
法
衣
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
実
相
は
全
て
を
袈
裟
の
こ
と
と
し
て
議
論
し
て
お
り
、
実
相
と
学
如
の
間
に
は
袈
裟

と
衣
の
混
同
に
よ
る
議
論
の
す
れ
違
い
が
あ
り
、「
官
衣
」
に
対
す
る
定
義
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
衣
の
色
に
つ
い
て
実
相
は
、『
有
部
律
』
等
の
律
典
や
『
海
龍
王
経
』
等
の
経
典
を
引
用
し
、
衣
の
色
を
壊
色
に

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
特
に
『
有
部
律
』
を
多
く
引
用
し
て
非
法
の
色
を
提
示
し
、
錦
綺
彩
繍
の
衣
な
ど
、

煌
び
や
か
な
衣
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、『
有
部
律
』
に
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る

衣
（
殺
生
が
伴
う
絹
衣
な
ど
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
も
し
壊
色
で
な
け
れ
ば
「
着
不
壊
色
戒
」
を
犯
し
て

し
ま
う
と
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
。

実
相
は
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
の
全
体
を
通
し
て
、
そ
の
引
用
数
を
考
慮
す
る
と
『
有
部
律
』
を
強
く
意
識
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
引
用
す
べ
き
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
勢
の
影
響
（
学
如

を
は
じ
め
有
部
律
派
の
勢
い
が
強
か
っ
た
た
め
）、
さ
ら
に
空
海
が
『
真
言
宗
所
学
経
律
論
目
録
』（
以
下
、『
三
学
録
』）
に
『
有

部
律
』
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
配
慮
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
『
三
学
録
』
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
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別
な
機
会
を
期
し
た
い
。

最
後
に
絹
衣
に
つ
い
て
、
実
相
は
蚕
の
殺
生
、
肉
食
な
ど
生
命
を
害
す
る
行
い
を
批
判
し
、
禁
絹
を
主
張
し
た
。
そ
の

中
で
『
有
部
律
』
に
お
け
る
戒
文
、「
已
成
の
衣
」
や
「
開
不
犯
」
を
取
り
上
げ
て
様
々
な
経
典
を
引
用
し
て
否
定
し
た
。

さ
ら
に
実
相
自
身
は
、
少
な
く
と
も
衣
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
思
想
を
み
た
時
、『
有
部
律
』
の
戒
文
を
常
行
と
し
て
用

い
る
の
で
は
な
く
、
学
ぶ
べ
き
律
典
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
実
相
が
「
大
師
は
『
蘇
悉
地
』『
蘇

婆
呼
』『
有
部
律
』
を
奏
聞
し
て
、
以
て
真
言
所
学
の
律
部
と
な
す
。
三
部
相
違
せ
ば
則
ち
宜
し
く
有
部
を
捨
て
て
餘
の

二
経
に
依
る
べ　四
〇し

」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。

ま
た
実
相
は
敷
具
と
法
衣
を
混
同
し
て
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
は
道
宣
の
説
に
依
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
道
宣

が
「
慈
悲
」
と
い
う
観
点
か
ら
絹
を
禁
じ
る
こ
と
を
主
張
し
た
よ
う
に
、『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
の
中
で
「
蚕
の
殺
生
」

「
肉
食
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。

以
上
の
事
よ
り
実
相
の
「
衣
」
観
は
、
経
・
律
に
則
る
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
道
宣
の
思
想
を
踏
ま
え
た
上
で
の

主
張
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
学
如
と
の
主
張
の
食
い
違
い
に
つ
い
て
は
『
旭
照
霜
露
編
』
に
も
確
認
で
き
た
。『
秘

密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
は
直
接
的
に
学
如
を
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
已
成
の
衣
」
な
ど
を
引
き
、『
有
部
律
』
の
戒

文
を
批
判
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
す
で
に
『
旭
照
霜
露
編
』
に
つ
な
が
る
批
判
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
実
相
や
学
如
を
は
じ
め
、
こ
の
時
代
の
衣
と
袈
裟
の
混
同
（
ま
た
は
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
袈
裟
と
江
戸
時
代
の
僧
侶
が

指
す
衣
の
混
同
）
認
識
に
つ
い
て
は
別
な
機
会
に
取
り
上
げ
た
い
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、実
相
の
主
張
の
み
で
は
、有
部
律
復
興
運
動
周
辺
の
「
衣
」
観
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
他
の
同
時
代
の
律　四
一師

、
特
に
同
じ
く
有
部
律
派
を
批
判
す
る
霊
雲
寺
の
法
明
（
一
七
〇
六
〜
一
七
六
三
）
や
慈
雲

（
一
七
一
八
〜
一
八
〇
四
）
と
の
比
較
は
、
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
註

一 

上
田
天
瑞
『
戒
律
の
思
想
と
歴
史
』
三
二
五
頁
（
密
教
文
化
研
究
所
、
一
九
七
六
）

二 

戒
律
復
興
運
動
に
つ
い
て
は
、
上
田
天
瑞
『
戒
律
の
思
想
と
歴
史
』
を
参
照
。

三 

佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
に
よ
る
『
真
言
律
行
問
答
』
批
判
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
一
九
）

四 

佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
に
よ
る
『
真
言
律
行
問
答
』
批
判
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
一
九
）

五 

佐
竹
隆
信
「
東
長
寺
所
蔵
『
開
祖
即
禅
実
相
大
和
尚
伝
記
』
の
紹
介
と
翻
刻
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
号
、
二
〇
一
八
）

　 

佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
に
よ
る
『
真
言
律
行
問
答
』
批
判
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
一
九
）

六 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
五
十
七
丁
右

七 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
五
十
七
丁
右

八 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
三
十
四
丁
右

九 

上
田
天
瑞
『
戒
律
の
思
想
と
歴
史
』
三
三
六
頁

一
〇 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
四
丁
右
〜
四
丁
左

一
一 

佐
竹
隆
信
「
学
如
撰
『
真
言
律
行
問
答
』
め
ぐ
っ
て
」（『
智
山
学
報
』
第
六
十
三
号
、
二
〇
一
四
）

現
時
点
で
他
の
有
部
律
派
の
諸
師
、
学
如
の
著
作
が
未
見
の
た
め
、
こ
の
主
張
が
有
部
律
派
全
体
の
総
意
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
学
如

の
独
特
の
「
衣
」
観
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
て
も
、
全
体
が
同
じ
意
見
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
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一
二 

佐
竹
隆
信
「
学
如
撰
『
真
言
律
行
問
答
』
の
翻
刻
」
二
十
五
丁
左
〜
二
十
六
丁
右
（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
号
、
二
〇
一
七
）

一
三 

佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
に
よ
る
『
真
言
律
行
問
答
』
の
批
判
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、
二
〇
一
九
）

官
位
→
不
空
の
「
開
府
儀
同
三
司
試
鴻
臚
卿
肅
國
公
贈
司
空
」
や
真
言
宗
の
諸
師
が
就
い
た
僧
綱
等
を
指
す
。

一
四 
井
筒
雅
風
『
法
衣
史
』
一
二
頁
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
）

一
五 
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
十
丁
右
〜
十
丁
左

一
六 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
十
丁
左

一
七 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
十
丁
左
〜
十
一
丁
右

一
八 

底
本
で
は
「
概
」
の
字
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
誤
写
か
。

一
九 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
十
一
丁
右
〜
十
一
丁
左

二
〇 

江
戸
時
代
に
お
け
る
諸
宗
の
色
衣
免
許
状
（
僧
綱
補
任
が
色
衣
被
着
の
権
利
に
堕
し
て
い
た
）
に
つ
い
て
は
高
埜
利
彦
「
近
世
の
僧
位
僧
官
」

『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
九
）。
同
「
近
世
の
仏
教
―
社
会
と
国
家
の
関
わ
り
―
」
智
山
勧
学
会
編
『
近

世
の
仏
教
』（
青
史
出
版
、
二
〇
一
一
）。
そ
の
他
、
殊
に
真
言
宗
に
関
し
て
は
高
橋
秀
慧
「
近
世
新
義
真
言
宗
の
官
位
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

―
能
化
の
官
位
を
中
心
に
―
」（『
現
代
密
教
』
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
九
）。
同
「
智
積
院
に
お
け
る
僧
官
補
任
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
二
年
度

科
研
報
告
書
『
智
積
院
聖
教
に
お
け
る
典
籍
・
文
書
の
基
礎
的
研
究
』）。
村
上
弘
子
「
近
世
に
お
け
る
真
言
宗
寺
院
の
諸
相
―
智
積
院
『
日
鑑
』

に
み
え
る
―
」（『
智
山
学
報
』
第
六
十
一
輯
、
二
〇
一
二
）
な
ど
に
詳
し
い
。

二
一 

那
須
政
隆
「
法
衣
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
第
九
号
、
一
九
六
一
）

二
二 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
四
丁
右
〜
三
十
四
丁
左

二
三 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
十
八
丁
右
〜
十
八
丁
左

二
四 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
十
八
丁
左

二
五 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
四
丁
左
〜
三
十
五
丁
右
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二
六 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
五
丁
右
〜
三
十
五
丁
左

二
七 

『
蘇
婆
呼
童
子
経
』
の
原
文
に
は
「
剃
頭
」
と
あ
り
。『
大
正
蔵
』
巻
一
八
、七
二
〇
頁
下

二
八 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
五
丁
左

二
九 
禁
絹
論
（
絹
衣
に
関
す
る
論
争
）
に
つ
い
て
は
川
口
高
風
『
法
服
格
正
の
研
究
』（
第
一
書
房
、
一
九
七
六
）
や
西
村
玲
『
近
世
仏
教
思
想
の

独
創
―
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
―
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
）
な
ど
の
研
究
に
詳
し
い
。

三
〇 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
二
十
丁
左
二
〇 

三
一 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
二
十
六
丁
左

三
二 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
二
十
六
丁
左
〜
二
十
七
右

三
三 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
二
十
七
丁
左
〜
二
十
八
左

三
四 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
丁
左
〜
三
十
一
丁
右

三
五 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
一
丁
左

三
六 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
二
丁
右

三
七 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
三
十
五
丁
左
〜
三
十
六
丁
左

三
八 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
三
十
二
丁
左

三
九 

龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
旭
照
霜
露
編
』
三
十
三
丁
右

四
〇 

高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
二
十
二
丁
左
〜
二
十
三
丁
右

四
一 

僧
綱
の
律
師
を
指
す
の
で
は
な
く
、
戒
律
を
受
持
し
伝
授
す
る
律
師
の
こ
と
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
千
如
寺
、
実
相
、
官
衣
、
色
衣
、
絹
衣




