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一
、
は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
自
誓
受
戒
の
歴
史
は
古
く
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
鑑
真
（
六
八
八
～
七
六
三
）
来
朝
以
前
、
賢
璟
（
七
〇
五

～
七
九
三
）
ら
に
よ
っ
て
『
占
察
経
』
を
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
鑑
真
に
依

り
正
式
な
授
戒
作
法
（
従
他
受
）
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
持
戒
の
困
難
さ
か
ら
破
戒
僧
な
ど
も
増
え
て
戒
律
が
衰
退

し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
続
く
中
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
唐
招
提
寺
覚
盛
（
一
一
九
四
～
一
二
四
九
）・
西
大
寺
叡

尊
（
一
二
〇
一
～
一
二
九
〇
）
ら
が
、
賢
璟
ら
の
用
い
て
い
た
受
戒
作
法
に
再
注
目
し
て
自
誓
受
戒
に
よ
る
通
受
を
確
立
さ

せ
た
。
こ
れ
が
後
世
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
近
世
戒
律
復
興
運
動
に
お
い
て
も
模
範
と
さ
れ
、
明
忍
（
一
五
六
七
～

一
六
一
〇
）
ら
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
近
世
戒
律
復
興
運
動
の
流
れ
の
中
に
は
「
有

実
相
律
師
の
戒
律
観
④

　
　
　
―
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
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っ
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部
律
」
に
依
っ
て
受
戒
・
持
戒
を
主
張
す
る
「
有
部
律
派
」
と
、
従
来
の
『
四
分
律
』
に
依
っ
て
受
戒
・
持
戒
す
る
「
四

分
律
派
」
と
の
論
争
が
あ
り
、
同
時
代
以
降
に
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
「
四
分
律
派
」
に
於
い
て
、
律

の
三
僧
坊
と
称
さ
れ
た
大
鳥
山
神
鳳
寺
の
流
れ
を
汲
む
実
相
（
一
七
〇
五
～
一
七
六
八
）
は
「
有
部
律
派
」、特
に
福
王
寺
（
現

広
島
県
広
島
市
）の
学
如（
一
七
一
六
～
一
七
七
三
）へ
批
判
を
展
開
し
た
人
物
で
、江
戸
期
を
代
表
す
る
律
僧
の
一
人
で
あ
る
。

以
前
指
摘
し
た
通
り　一
、
実
相
の
用
い
た
受
戒
作
法
は
自
誓
受
戒
に
よ
る
通
受
で
あ
っ
た
。
加
え
て
当
時
『
四
分
律
』
に

依
る
如
法
な
持
戒
の
師
が
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
実
相
に
と
っ
て
自
誓
受
戒
こ
そ
が
当
時
に
お
け
る
正
し
い

師
資
相
承　二
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
方
法
（
諸
仏
菩
薩
を
三
師
七
証
の
代
り
と
し
て
正
式
な
比
丘
性
を
獲
得
す
る
）
で
あ
っ
た
、
と

指
摘
し
た
。

さ
ら
に
実
相
の
主
張
は
自
誓
受
戒
の
根
拠
を
賢
璟
ら
も
依
用
し
た
『
占
察
経
』
に
求
め
、
小
乗
と
大
乗
の
戒
体
一
致
を

ベ
ー
ス
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
自
誓
受
戒
、
戒
律
思
想
の
一
端
を
示
す
重
要
な
要
素
と
も
い
え
る
。

つ
ま
り
実
相
の
戒
律
観
を
確
認
し
て
い
く
に
あ
た
り
「
自
誓
受
戒
」
は
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
検
討
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
論
考
で
は
、
令
和
三
年
に
実
相
が
住
し
た
大
悲
王
院
（
千
如
寺
）
に
於
い
て
喜
多
村

龍
介
師
（
住
職
）
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
本
書
の
序
分
に
注
目
し
て
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
構
成
内
容
と
、
若
干
で
は
あ
る
が
そ
こ
に
記
さ
れ
た
実

相
の
戒
律
観
を
整
理
し
て
い
く
。
そ
の
冒
頭
に
は
本
性
（
生
ま
れ
つ
き
具
え
て
い
る
）
の
尸
羅
に
つ
い
て　三
、

観
れ
ば
夫
れ
一
心
法
界
は
体
性
常
遍
に
し
て
悪
と
し
て
止
め
ざ
る
は
無
く
、
善
と
し
て
作
さ
ざ
る
は
無
し
。
妙
用
、
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思
ひ
難
く
し
て
冥
に
衆
生
を
熏
ず
。
斯
れ
を
之
れ
本
性
の
尸
羅
と
謂
ふ
。
是
の
心
に
是
の
意
有
る
と
は
、
誰
か
此
の

尸
羅
を
具
え
ざ
る
や
。
然
り
と
雖
も
無
明
冥
に
熏
じ
て
、
心
海
鼓
動
し
て
三
細
六
麁
、
生
死
熾
然
た
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
心
法
界
（
自
心
で
あ
り
、
ま
た
一
切
衆
生
の
心
で
あ
る
一
心
は
、
法
身
大
日
如
来
の
世

界
で
あ
る
法
界
を
そ
の
本
体
と
し
て
い
る
）
は
、
そ
の
体
性
（
法
身
で
あ
る
本
性
）
は
常
恒
で
あ
り
（
一
切
世
界
と
一
切
衆
生
心

に
）
遍
満
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
「
ど
の
よ
う
な
悪
も
防
止
し
な
い
も
の
は
な
く
」（
止
持
）、「
ど
の
よ
う
な
善
も
実
践

し
な
い
も
の
は
な
い
」（
作
持
）。
こ
の
妙
用
（
妙
な
る
働
き
）
は
不
思
議
で
あ
り
、冥
に
（
み
え
な
い
だ
け
で
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
）

衆
生
の
心
（
阿
羅
耶
識
）
を
熏
習
し
て
い
る
（
内
熏
習
）。
こ
れ
を
ま
さ
に
本
性
の
尸
羅
（
戒
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
（
一

切
衆
生
の
）
心
に
、
こ
の
意
味
（
心
の
自
性
で
あ
る
法
身
＝
菴
摩
羅
識
が
阿
羅
耶
識
に
白
浄
の
種
子
を
熏
習
す
る
働
き
）
が
あ
る
の

だ
か
ら
、ど
う
し
て
こ
の（
本
性
の
）尸
羅
を
具
え
て
い
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、い
や
具
え
て
い
る
。
し
か
し
、そ
う
で
あ
っ

て
も
無
明
（
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
無
知
）
は
知
ら
ぬ
間
に
心
に
薫
習
し
、
そ
れ
に
よ
り
海
の
よ
う
に
広
い
心
も
無
明
の
波
に

吹
か
れ
て
鼓
動
し
て
三
細
（
根
本
無
明
の
三
相
）
六
麁
（
枝
末
無
明
の
六
相
）
に
よ
る
生
死
の
輪
廻
は
、
燃
え
盛
る
火
の
よ
う

に
盛
ん
で
あ
る
、
と
実
相
は
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
一
心
の
法
界
（
心
で
あ
る
法
身
・
真
如
）
を
心
の
本
性
と
し
、
そ
の
心
の
本
性
で
あ
る
法
界
（
真
如
）
に
尸
羅

（
戒
）
と
し
て
の
働
き
が
あ
る
と
し
て
、
心
と
尸
羅
を
結
び
つ
け
る
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、「
一
心
の
法
界
」
と
い
う
語

が
示
す
空
海
教
学
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
『
大
日
経
疏
』　四
に
説
か
れ
る
「
除
蓋
障
三
昧
を
獲
る
時
は
心
の
本
性
、
即
ち

是
れ
尸
羅
な
り
」
と
い
う
文
な
ど
を
も
っ
て
典
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
重
ね
て
実
相
は
小
乗
戒
・
大
乗
戒
の
概
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要
に
つ
い
て　五
、	

大
覚
の
慈
父
、
反
て
三
聚
を
制
し
て
本
性
に
順
ぜ
し
む
。
こ
れ
を
受
持
の
木
叉
と
謂
ふ
。
乃
ち
菩
薩
の
総
じ
て
七
衆

の
三
聚
浄
戒
を
受
く
る
な
り
。
唯
だ
身
に
七
遮
を
帯
す
る
も
の
を
除
く
。
但
だ
法
師
の
語
を
解
せ
ば
此
の
木
叉
を
得

ざ
る
こ
と
無
し
。
然
も
小
機
は
三
聚
を
円
か
に
修
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
是
に
於
い
て
世
尊
、
初
め
声
聞
に
授
る
に
律

儀
戒
を
以
て
す
。
故
に
『
勝
鬘
』
に
曰
く
、「
菩
薩
の
威
儀
戒
を
受
く
る
を
出
家
受
具
足
と
名
く
」
と
。
乃
ち
声
聞

の
別
受
、
七
衆
の
別
解
脱
戒
な
り
。
諸
部
の
律
蔵
、
皆
な
大
乗
従
り
流
す
。『
瑜
伽
』
に
「
菩
薩
の
律
儀
戒
は
毘
那

耶
蔵
の
如
し
」
と
指
す
所
以
の
も
の
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
大
覚
の
慈
父
で
あ
る
釈
尊
は
、
反
り
み
て
三
聚
浄
戒
を
制
し
て
本
性
（
心
に
生
ま
れ
つ
き

具
え
て
い
る
も
の
）
を
整
わ
せ
た
。
こ
れ
を
「
受
持
の
木
叉
」
と
い
う
。
つ
ま
り
菩
薩
が
総
じ
て
七
衆
の
三
聚
浄
戒
の
全
て

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
菩
薩
に
は
在
家
の
菩
薩
、
出
家
の
菩
薩
と
い
う
よ
う
に
七
衆
の
全
て
に
菩
薩
が
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
戒
を
受
け
れ
ば
、
菩
薩
の
受
け
る
戒
は
七
衆
の
別
解
脱
戒
の
全
て
と
な
る
）。
た
だ
し
身
に
七
遮
（
受
戒
を
認
め
な
い

七
種
の
重
罪
）
を
と
も
な
う
者
は
除
く
。
た
だ
法
師
の
語
（
正
法
や
、
そ
れ
を
説
い
た
師
の
言
葉
）
を
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
木

叉
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
無
い
。
ま
っ
た
く
小
乗
の
機
根
の
者
は
、
三
聚
を
完
全
に
修
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
世
尊
は
初
め
に
声
聞
乗
の
者
へ
授
け
る
た
め
に
律
儀
戒
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
『
勝
鬘
経　六
』	

に
は
「
菩
薩
の
威
儀
戒
を

受
け
る
こ
と
を
出
家
受
具
足
と
名
け
る
」
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
声
聞
乗
の
別
受
で
あ
り
、
七
衆
の
別
解
脱
戒
の
こ
と

を
指
す
。『
文
殊
師
利
問
経　七
』	

に
依
れ
ば
、「
諸
部
の
律
蔵
は
皆
な
大
乗
よ
り
出
で
る
」
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
『
瑜
伽
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師
地
論
』
に
て
「
菩
薩
の
律
儀
戒
は
毘
那
耶
蔵
（
律
蔵
）
の
如
し
」
と
示
す
謂
わ
れ
で
も
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
実
相
は
前
述
の
本
性
の
尸
羅
を
踏
ま
え
て
、
大
乗
の
菩
薩
が
用
い
る
三
聚
浄
戒
の
正
統
性
と
、
諸
部
派

の
律
蔵
が
大
乗
の
菩
薩
の
律
儀
戒
に
通
じ
て
い
る
点
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
次
に
実
相
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
声
聞
の
別
受
を
明
か
す
こ
と
諸
部
の
律
蔵
の
如
し
。
今
菩
薩
総
受
を
明
か

す
に
二
種
の
受
有
り
。一
に
は
従
他
受
、二
に
は
自
誓
受
。今
自
受
に
就
て
七
門
に
分
別
す　八
」	

と
し
て「
建
立
自
受	

第
一　九
」	「
菩

薩
種
姓
第
二
」「
発
菩
提
心	

第
三
」「
表
無
表
義	

第
四
」「
戒
体
衆
名	

第
五
」「
自
誓
受
菩
薩
戒
法	

第
六
」「
発
願
要
誓	

第

七
」
を
挙
げ
て
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
構
成
と
し
て
い
る
。
こ
の
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
「
建
立
自
受
第
一
」

に
つ
い
て
は
、
実
相
が
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
の
中
に
お
い
て
も
六
番
目
の
項
目
と
し
て
「
建
立
自
受
」
を
立
て
て
再

説
し
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が一
〇

、『
自
誓
通
受
菩
薩
戒

方
䡄
』
と
の
相
違
も
若
干
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
詳
し
い
校
異
な
ど
は
別
途
翻
刻
の
際
に
指
摘
を
考
え
て
い
る
。

ま
た
本
書
は
大
悲
王
院
（
現
福
岡
県
糸
島
市
の
大
悲
王
院
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
で
、
今
回
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て

は
大
悲
王
院
御
住
職
、
喜
多
村
龍
介
師
の
ご
厚
意
に
よ
り
写
真
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
。
そ
の
詳
細
な
書
誌
情
報
や
翻

刻
な
ど
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
期
し
て
報
告
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
今
回
は
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
成
立

背
景
、
並
び
に
そ
の
内
容
の
一
部
に
あ
た
る
「
菩
薩
種
姓
」
に
つ
い
て
注
目
し
、
一
考
察
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

あ
わ
せ
て
本
論
考
執
筆
に
際
し
て
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』『
旭
照
霜
露
編
』『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
を
閲
覧
使
用

す
る
ご
許
可
を
く
だ
さ
っ
た
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
ご
当
局
、
龍
谷
大
学
図
書
館
ご
当
局
、
大
悲
王
院
の
喜
多
村
龍
介
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師
に
対
し
て
、
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

二
、『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
由
来
と
そ
の
背
景

ま
ず
本
書
の
資
料
名
で
あ
る
が
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
自
誓
し
て
菩
薩
戒
を

通
受
す
る
た
め
の
正
し
い
法
則
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
受
戒
作
法
は
、
実
相
が
神
鳳
寺
（
現

大
阪
南
部
に
あ
っ
た
大
鳥
神
社
の
神
宮
寺
）
に
於
い
て
自
誓
通
受
し
た
際
に
用
い
て
い
た
次
第
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
由

来
に
つ
い
て
奥
書
に
は一一
、

右
一
冊
子
、
大
鳥
山
神
鳳
僧
寺
の
知
事
寮
に
蔵
す
。
余
、
年
二
十
一
に
し
て
東
武
に
遊
学
す
。
初
て
律
儀
を
習
ふ
。

因
ん
で
『
断
戒
体
章
』『
尸
羅
敲
髓
』
を
閲
す
る
に
、
即
今
通
受
の
苾
芻
を
弾
斥
す
る
こ
と
、
殊
に
甚
し
と
す
。
余
、

こ
れ
を
弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
こ
れ
を
懐
に
在
く
。
盈
與
匇
匇
と
し
て
及
す
に
遑
あ
ら
ず
。
今
兹
六
十
有
一
、
色
身
朽

廃
し
て
心
志
寥
落
た
り
。
天
数
、
ま
さ
に
終
ら
ん
と
す
。
命
、
且
夕
を
期
す
。
昔
の
懐
抱
を
伸
ば
さ
ん
と
欲
し
て
、

曽
て
見
聞
す
る
所
に
随
っ
て
略
し
て
自
誓
受
の
聖
教
の
誠
証
有
る
こ
と
を
記
す
。
手
震
ひ
、
筆
渋
て
、
詳
な
る
こ
と

能
わ
ず
。
門
前
の
得
表
債
、
そ
の
廃
調
を
評
す
る
に
至
て
は
聖
教
の
依
る
べ
き
こ
と
有
ら
ば
孟
浪
の
浮
言
に
非
ず
。

正
理
の
取
る
べ
き
こ
と
あ
り
て
、
豈
に
師
心
の
臆
断
な
ら
ん
や
。
有
識
の
達
士
、
詳
し
て
こ
れ
を
取
ら
ん
も
亦
た
期

す
べ
か
ら
ず
。
習
ひ
の
久
き
を
是
と
す
る
こ
と
、滔
々
と
皆
な
然
り
。
旧
習
、改
ま
り
難
し
。
人
多
く
は
従
わ
ず
し
て
、
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罪
を
ま
さ
に
今
得
ん
こ
と
も
、
亦
た
い
ま
だ
幾
く
な
ら
ざ
る
期
な
り
。
吾
れ
豈
に
異
を
好
ん
や
。
冀
く
は
受
者
を
し

て
行
儀
如
法
に
羯
磨
正
し
く
得
て
、
円
躰
を
発
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
維
れ
時
明
和
二
年
乙
酉
二
月
二
月
、
自
誓
受
菩

薩
戒
苾
芻
即
禅
実
相
、
紫
陽
雷
山
千
如
律
寺
瑜
祇
室
に
て
書
す
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
大
鳥
山
神
鳳
僧
寺
の
知
事
（
庶
務
や
雑
事
な
ど
を
司
る
役
職
）
の
寮
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
奥
書
か
ら
実
相
が
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
二
月
二
月
に
紫
陽
雷
山
千
如
律

寺
瑜
祇
室
（
現
在
の
大
悲
王
院
）
に
て
書
し
た
こ
と
も
窺
え
る一二
。
そ
の
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
実
相
は
二
十
一
歳
に
て
東

武
（
武
蔵
国
の
東
＝
江
戸
）
に
遊
学
し
た
際
、
戒
律
に
つ
い
て
学
ん
だ
が
『
断
戒
体
章
』
や
『
尸
羅
敲
髓
』
を
閲
覧
し
た
際
、

即
今
（
最
近
の
）
通
受
の
苾
芻
に
対
し
て
排
斥
す
る
内
容
に
大
変
疑
問
を
感
じ
、
こ
れ
に
つ
い
て
反
論
・
弁
明
し
よ
う
と

考
え
た
。
こ
の
志
を
懐
い
て
い
た
が
、
忙
し
さ
に
追
わ
れ
て
作
業
に
手
を
付
け
る
余
裕
が
な
か
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
実
相
は
早
い
段
階
で
戒
律
に
関
心
は
あ
っ
た
が
、
実
相
自
身
を
と
り
ま
く
環
境
や
立
場
な
ど
が
、
そ
れ
に

専
念
さ
せ
る
余
裕
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
本
書
を
著
す
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
実
相
は
六
十
一
歳
を
迎
え
て
身
体
は
老
い
て
弱
ま
り
、
意
欲
も
衰

え
て
し
ま
っ
た
。
加
え
て
残
り
の
天
数
（
寿
命
）
も
尽
き
そ
う
で
、
ま
さ
に
命
も
旦
夕
を
期
す
（
日
に
ち
を
数
え
る
ば
か
り

で
あ
る
）。
そ
こ
で
昔
に
や
り
残
し
た
こ
と
に
手
を
付
け
よ
う
と
思
い
立
ち
、
こ
れ
ま
で
に
見
聞
し
て
き
た
も
の
に
随
い
、

略
し
て
自
誓
受
戒
に
つ
い
て
聖
教
の
正
し
き
証
拠
が
有
る
こ
と
を
記
そ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
手
は
震
え
て
筆
は
進
ま
ず

（
書
き
進
め
ら
れ
な
い
）、
詳
ら
か
に
記
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
な
ど
と
記
し
て
お
り
、『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
内
容
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に
つ
い
て
謙
遜
的
な
、
あ
る
い
は
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
六
十
一
歳
で
は
ま
だ
若
い
が
、
病
気
を
得
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
中
で
も
実
相
は
、
聖
教
に
依
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
と
り
と
め
の
な
い
流
言
な
ど
で
は
な
い
。

正
し
い
道
理
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
（
証
拠
）
が
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
師
の
（
勝
手
な
）
臆
断
で
あ
る
な
ど
と
い
え

よ
う
か
、
い
や
、
言
え
は
し
な
い
、
と
す
る
（
こ
の
前
に
見
ら
れ
る
「
門
前
の
得
表
債
、
そ
の
廃
調
を
評
す
る
に
至
て
は一三
」	

に
つ

い
て
は
意
味
が
不
分
明
で
あ
る
）。
智
慧
を
備
え
て
優
れ
た
者
は
、
詳
し
く
理
解
し
て
正
し
い
選
択
を
し
な
さ
い
。
あ
る
「
習

い
（
考
え
）」
が
久
し
く
（
長
く
）
な
れ
ば
、
そ
れ
を
正
し
い
と
思
う
こ
と
は
、
滔
滔
と
し
て
皆
そ
れ
に
流
さ
れ
る
。
古
く

か
ら
続
く
考
え
は
改
め
る
の
が
難
し
い
う
え
に
、
多
く
の
人
々
は
（
正
し
い
理
に
）
従
お
う
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま

さ
に
今
罪
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
吾
れ
（
実
相
）
は
、
ど
う
し
て
異
（
間
違
っ
た
解
釈
）
を
好
む
で
あ
ろ

う
か
、
い
や
好
ま
な
い
。
願
わ
く
は
受
者
の
行
儀
が
如
法
に
な
り
、
羯
磨
を
正
し
く
獲
得
し
て
、
円
体
（
円
満
な
る
戒
体
。

法
界
に
遍
満
す
る
真
如
。
本
稿
に
お
い
て
後
述
す
る
「
密
教
の
種
姓
」
に
つ
い
て
説
く
所
を
参
照
）
を
発
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う

に
、
と
記
し
て
古
い
習
わ
し
を
改
め
、
如
法
の
受
戒
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
実
相
の
視
点
で
は
、
当
時
誤
っ
た
自
誓
受
戒
批
判
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
自
誓
受
戒
に
よ
る
受
具

は
、
明
証
の
有
る
正
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
そ
の
正
し
い
受
戒
法
（
自
誓
受
戒
）
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い

戒
体
を
円
満
に
具
足
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、こ
こ
で
実
相
の
戒
律
に
関
す
る
書
物
を
確
認
す
る
と
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
は
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
の
著
作
、
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『
旭
照
霜
露
編
』
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
両
書
と
も
実
相
晩
年
の
戒
律
に
関

す
る
著
作
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
「
有
部
律
派
」
へ
の
言
及
が
確
認
で
き
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
自
誓

通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
へ
の
加
筆
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
本
書
と
い
う
存
在
が
、
前
の
『
秘

密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』『
旭
照
霜
露
編
』
と
い
う
戒
律
関
係
著
作
へ
と
繋
が
る
一
つ
の
契
機
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
背
景
に
は
実
相
の
主
張
す
る
「
行
儀
の
如
法
化
」
や
「
有
部
律
派
」
と
い
う
批
判
対
象
の
存
在
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要

因
が
重
な
っ
た
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
実
相
を
戒
律
関
係
の
著
作
執
筆
に
駆

り
立
て
、
そ
の
著
作
を
通
じ
た
戒
律
観
の
形
成
や
思
想
の
熟
成
に
よ
り
、
実
相
の
戒
律
思
想
は
最
晩
年
に
お
い
て
円
熟
期

を
迎
え
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
実
相
が
記
し
た
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』（
特
に
受
戒
作
法
部
分
）
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
に
『
神
鳳
寺
派
自
誓
受
菩
薩
戒
作
法
』
が
あ
る一四
。
こ
れ
は
筆
者
未
見
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
光
明
院
（
現

大
阪
府
堺
市
百
舌
鳥
赤
畑
町
）
所
蔵
の
自
誓
受
戒
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
と
さ
れ
、
神
鳳
寺
に
お
け
る
自
誓
受
戒
を
探
る
貴

重
な
資
料
と
し
て
、
そ
の
内
容
の
精
査
が
待
た
れ
る
。

ま
た
実
相
は
霊
雲
寺
第
四
世
の
法
明
（
一
七
〇
六
～
一
七
六
三
）
の
説
（
戒
壇
に
関
す
る
部
分
）
を
引
用
し
て
学
如
の
『
真

言
律
行
問
答
』
へ
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
（
実
相
が
『
旭
照
霜
露
編
』
に
お
い
て
法
明
の
説
を
引
用
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
実

相
自
身
が
霊
雲
寺
第
二
世
慧
光
（
一
六
六
六
～
一
七
三
四
）
の
も
と
で
菩
薩
戒
の
受
戒
や
律
典
を
学
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
縁
も
あ
っ
て
か
霊
雲
寺
僧
と
も
交
流
が
生
じ
、
年
齢
も
近
い
法
明
と
の
交
流
へ
と
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
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慧
光
の
自
誓
受
戒
に
関
す
る
著
作
に
注
目
し
て
み
る
と
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
に
よ
れ
ば一五
、	

・『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
』
…
…
…
…
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）	

版
本

・『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
提
引
』
…
…
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）	

写
本一六	

・『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
』
…
…
…
…
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）	

版
本

・『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
問
辨
』
…
…
刊
年
不
詳
　
版
本

な
ど
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
慧
光
の
自
誓
受
戒
に
関
す
る
著
作
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
集
中
し
て
お
り
、
実

相
も
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
よ
り
慧
光
の
も
と
で
学
ん
で
い
る
こ
と
か
ら一
七	

、
こ
れ
ら
の
著
作
に
触
れ
る
機
会
は
十
分
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
』
に
つ
い
て
三
好
龍
肝
氏
は一八
、

受
具
に
際
し
自
誓
受
の
戒
儀
規
律
を
詳
述
せ
る
も
の
に
し
て
、
一
に
要
見
好
相
、
二
に
盡
集
戒
場
、
三
に
受
持
衣
鉢
、

四
に
發
心
普
禮
、
五
に
運
心
供
養
、
六
に
懺
悔
罪
障
、
七
に
于
受
三
帰
依
、
八
に
受
菩
提
心
、
九
に
奉
請
聖
師
、
十

に
羯
磨
正
受
、十
一
に
啓
請
證
明
、十
二
に
発
願
廻
向
の
十
二
門
を
開
い
て
、之
れ
を
自
誓
通
受
の
儀
軌
と
な
し
、一
々

の
規
矩
範
疇
を
説
明
せ
り
。
一
派
の
正
道
に
し
て
、
亦
普
く
一
般
律
門
の
行
ふ
所
た
り
。

と
述
べ
て
、『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
』
の
構
成
、
並
び
に
自
誓
通
受
の
儀
軌
と
し
て
一
般
的
に
用
い
て
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
三
好
氏
が
示
す
「
一
般
的
に
」
の
範
疇
が
、
ど
の
程
度
を
指
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は

注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
次
に
本
書
の
由
来
に
つ
い
て
上
田
霊
城
氏
は一九
、	

寶
暦
十
三
年
、
仁
和
寺
御
門
主
よ
り
浄
厳
一
派
中
へ
の
御
垂
示
に
よ
る
と
、
享
保
八
年
頃
ま
で
は
一
派
の
者
は
河
内
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延
命
寺
へ
来
て
開
山
浄
厳
の
影
前
に
て
進
具
し
新
受
の
比
丘
は
五
夏
の
間
延
命
寺
に
於
て
学
業
に
励
ん
で
い
た
が
、

そ
の
後
こ
の
制
が
乱
れ
た
の
で
こ
の
垂
誡
と
な
っ
た
事
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
比
丘
戒
の
受
戒
作
法
に
は
小
乗

の
十
師
受
戒
作
法
や
大
乗
の
三
聚
通
受
の
作
法
を
用
い
な
い
。
秘
密
の
受
戒
は
三
昧
耶
戒
の
規
則
に
よ
っ
て
行
う
と

な
し
、
近
事
戒
よ
り
比
丘
戒
に
至
る
ま
で
從
他
受
戒
の
作
法
は
、
浄
厳
自
撰
の
「
三
昧
耶
戒
式
」
に
よ
り
、
自
誓
受

戒
の
作
法
は
、
浄
厳
の
弟
子
慧
光
（
一
六
六
六
―
一
七
三
四
）
が
右
の
戒
式
を
自
誓
受
戒
用
に
改
編
し
た
「
自
誓
受
苾

芻
律
儀
方
軌
」
を
用
い
る
。
密
教
の
不
共
戒
で
あ
る
三
昧
耶
戒
以
前
に
顕
式
受
戒
の
必
要
を
認
め
ず
、
三
昧
耶
戒
受

戒
の
軌
則
に
よ
っ
て
五
八
十
具
を
包
攝
し
た
所
に
浄
厳
の
特
色
が
あ
る
。

と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
上
田
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
浄
厳
（
一
六
三
九
～
一
七
〇
二
）
は
三
昧
耶
戒

受
戒
の
軌
則
に
則
ら
な
い
従
来
の
顕
教
立
て
に
依
る
顕
戒
（
七
衆
各
々
の
別
解
脱
律
儀
）
受
戒
の
必
要
性
を
認
め
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る二〇
。
さ
ら
に
真
言
乗
の
菩
薩
は
従
他
受
戒
の
場
合
、
浄
厳
の
「
三
昧
耶
戒
式
」（
三
昧
耶
戒
を
授
受
し
て
、
そ
こ

に
顕
戒
を
包
括
す
る
）
を
も
っ
て
顕
戒
を
授
受
し
、自
誓
受
戒
の
場
合
は
慧
光
の
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
』（「
三
昧
耶
戒
式
」

を
ベ
ー
ス
に
作
成
し
た
次
第
）
を
用
い
て
受
戒
し
て
い
た
、
と
も
記
し
て
い
る
。
上
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
慧
光
が
浄

厳
の
意
図
を
汲
ん
で
密
教
的
な
視
点
で
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
』
を
著
し
た
な
ら
ば
、
神
鳳
寺
な
ど
従
来
の
律
院
（
浄

厳
も
神
鳳
寺
系
統
の
律
僧
）
に
於
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
自
誓
受
戒
作
法
と
は
異
な
る
も
の
に
な
ろ
う
（
後
に
神
鳳
寺
へ
影
響

を
与
え
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
）。

ま
た
慧
光
は
晩
年
に
東
大
寺
戒
壇
院
の
再
興
（
一
七
三
三
年
）
に
尽
力
し
て
長
老
も
務
め
て
お
り二一	

、
日
本
に
於
け
る
正
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式
な
従
他
受
に
依
る
具
足
戒
授
受
の
象
徴
と
も
い
え
る
場
所
に
於
い
て
要
職
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る二二
。
そ

の
慧
光
は
戒
壇
院
の
再
興
に
あ
た
り二三
、	

十
八
年
春
二
月
、
大
い
に
一
門
の
士
を
南
都
に
集
め
、
二
十
日
よ
り
二
十
二
日
に
至
る
三
日
間
、
戒
壇
落
慶
の
大
筵

を
開
く
。
二
十
日
有
場
結
界
、
二
十
一
日
別
受
大
戒
（
受
者
光
天
比
丘
）
二
十
二
日
講
讃
梵
網
に
し
て
、
四
来
の
龍
衆
、

数
百
口
、
出
仕
の
行
列
真
言
院
南
門
よ
り
戒
壇
堂
南
門
に
至
る
、
凡
計
二
町
有
半
秤
。

と
し
て
別
受
の
受
戒
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
次
に
提
示
す
る
問
題
と
共
に
考
察
を
し
て
み
た
い
。

実
は
慧
光
以
外
に
も
霊
雲
寺
系
統
の
僧
と
考
え
ら
れ
る
人
物
ら
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
自
誓
受
戒
」
関
係
の
典
籍
が
確

認
で
き
る
。
そ
の
資
料
が二
四

、

・
暁
了
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
引
據
』
…
…
…
…
書
写
年
不
明
　	

写
本

・
撰
者
不
詳
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
講
録
』
…
…
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）　	

写
本

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
実
相
が
直
接
参
考
、も
し
く
は
ベ
ー
ス
に『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』を
著
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

慧
光
の
著
作
、
そ
の
系
統
本
の
存
在
が
実
相
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
前
者
の
暁
了
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
引
據
』
に
つ
い
て
は
書
写
年
な
ど
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
書
名
か
ら

『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
』
の
典
拠
集
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
者
の
撰
者
不
詳
と
さ
れ
る
『
自

誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
講
録
』
は
、
そ
の
書
名
か
ら
講
義
の
記
録
と
い
う
性
格
が
推
察
で
き
る
。
そ
の
書
写
は
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）
と
な
っ
て
お
り
、
慧
光
の
講
じ
た
も
の
を
後
に
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
本
書
の
書
写
が
慧
光
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の
没
後
六
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
別
な
人
物
に
よ
る
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
』
の
講
義
が
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
た

可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
の
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
問
訣
講
録
』
に
つ
い
て
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題二
五

』
で
は	

、
根
拠
は

不
明
で
あ
る
が
「〔
恐
ら
く
は
光
天
尊
者
の
撰
な
る
乎
。
元
文
五
年
三
月
八
日
の
述
な
り
〕」
と
し
て
、
撰
者
を
慧
光
の
弟

子
で
あ
り
、
前
に
引
用
し
た
東
大
寺
戒
壇
院
落
慶
時
の
受
戒
に
臨
ん
だ
僧
に
し
て
、
霊
雲
寺
宝
光
院
第
五
世
と
な
る
義
彦

光
天二
六		

（
一
七
一
一
～
一
七
四
三
）
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
光
天
に
つ
い
て
伝
記
に
は二七
、

仝
四
年
十
月
五
日
、
義
秀
、
寶
天
、
智
瑞
等
七
人
と
共
に
胎
界
の
学
法
密
潅
に
沐
し
、
六
年
十
月
四
日
宝
蔵
寺
法

雲
等
七
人
と
共
に
金
剛
界
壇
に
入
る
。
十
二
年
十
七
歳
、
正
月
二
十
七
日
慧
光
和
尚
を
拝
し
て
衣
鉢
戒
を
受
持
し
、

十
七
年
二
十
二
歳
七
月
十
一
日
宝
林
山
潅
頂
殿
に
於
て
、
自
誓
し
て
秘
密
の
大
比
丘
戒
を
受
く
。

と
記
さ
れ
、
光
天
が
自
誓
受
戒
に
依
っ
て
「
秘
密
の
大
比
丘
戒
」
な
る
も
の
を
受
戒
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
、
こ
れ
は
引
用
の
前
半
部
分
（
胎
蔵
界
の
学
法
密
潅
を
受
け
た
こ
と
や
、
金
剛
界
壇
に
入
っ
た
〔
学
法
密
潅
を
受
け
た
〕
こ
と
）

や
「
潅
頂
殿
」
と
い
う
場
所
を
考
慮
し
て
も
、
密
戒
で
あ
る
三
昧
耶
戒
を
自
誓
受
戒
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
浄

厳
の
示
し
た
「
三
昧
耶
戒
式
」
の
次
第
で
あ
っ
た
な
ら
ば
（
浄
厳
の
意
向
を
汲
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
）、
顕
戒
で
あ
る
具
足
戒
を

包
括
す
る
三
昧
耶
戒
を
受
戒
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
宝
光
院
義
彦
光
天
律
師
略
伝二
八

』
に
よ
れ
ば
、	

光

天
は
「
世
寿
三
十
三
、
法
臘
十
三
夏
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
比
丘
戒
発
得
は
二
十
歳
の
時
に
な
る
。
つ
ま
り
夏
数
（
受
具

の
後
に
夏
安
居
を
経
た
年
数
）
の
間
違
い
か
、伝
記
に
お
け
る
年
時
・
年
齢
の
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）

に
受
戒
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
潅
頂
殿
で
の
受
戒
（
一
七
三
二
年
）
は
顕
戒
で
あ
る
具
足
戒
を
包
括
す
る
三
昧
耶
戒
で
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は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
重
ね
て
、
こ
の
時
す
で
に
慧
光
に
よ
っ
て
『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
』
が
著
さ
れ
て
い
た
点

は
興
味
深
く
（
実
際
に
用
い
ら
れ
た
か
は
不
明
）、
授
受
の
作
法
な
ど
検
討
が
必
要
な
問
題
と
い
え
よ
う
。

ま
た
前
述
の
慧
光
の
部
分
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
戒
壇
院
を
再
興
し
た
際
の
記
録
に
つ
い
て
光
天
の
伝
記
に
は二九
、	

十
八
年
春
戒
壇
再
興
の
業
、
就
る
。
二
月
廿
日
慧
光
長
老
大
い
に
一
門
の
士
を
聚
め
て
盛
ん
に
落
慶
の
梵
筵
を
開
く
。

師
即
ち
霊
雲
寺
を
代
表
し
て
盛
宴
に
列
し
、
金
若
干
、
羽
二
重
二
匹
を
以
て
落
慶
を
奉
賀
す
。
純
了
之
れ
が
伴
た
り
。

二
十
二
日
講
讃
梵
網
の
講
師
を
勤
む
。
修
会
三
日
、
第
二
日
は
別
受
大
戒
に
し
て
此
の
日
尊
者
特
に
撰原

文

マ

マ

ま
れ
て
新
壇

場
に
比
丘
戒
を
誓
受
す
。
戒
和
尚
慧
光
長
老
・
羯
磨
師
光
済
律
師
六
夏
教
授
師
光
国
律
師
二
夏
証
戒
師
覚
雄
大
徳
二
十
五
夏

…
以
下
略
…

と
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
光
天
が
比
丘
戒
を
誓
受
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、①
前
の
引
用
の
「
秘
密
の
大
比
丘
戒
」

が
三
昧
耶
戒
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
②
光
天
が
二
十
歳
に
は
具
足
戒
を
受
け
て
い
る
こ
と
（
お
そ
ら
く
自
誓
通
受
）、

③
「
別
受
大
戒
」
と
記
さ
れ
て
三
師
七
証
（
本
稿
の
引
用
で
は
七
証
の
記
載
は
省
略
し
た
）
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど

の
理
由
か
ら
落
慶
時
の
戒
壇
院
に
於
い
て
は
従
他
受
に
よ
る
別
受
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
次
第
に
つ
い
て
は
慧
光
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
（
浄
厳
の
「
三
昧
耶

戒
式三
〇

」
な
の
か	

、
あ
る
い
は
東
大
寺
戒
壇
院
に
伝
わ
る
従
他
受
戒
の
次
第
で
あ
っ
た
の
か
。
但
し
灌
頂
の
「
三
昧
耶
戒
式
」
の
ま
ま

で
あ
れ
ば
、
大
阿
闍
梨
が
戒
和
上
に
な
る
と
し
て
、
他
に
は
教
授
阿
闍
梨
以
外
の
現
前
の
羯
磨
師
・
証
戒
師
は
い
な
い
か
ら
、
浄
厳

が
変
更
し
て
い
な
け
れ
ば
、
伝
統
的
な
従
他
受
戒
式
か
）。
ま
た
も
し
慧
光
ら
が
自
誓
通
受
の
後
に
従
他
受
の
別
受
を
意
識
し
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て
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば三
一	

、
や
は
り
通
受
の
後
に
従
他
受
を
行
っ
た
叡
尊
を
始
め
と
す
る
先
駆
の
律
僧
逹
に
倣
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
誓
受
戒
の
作
法
が
、
神
鳳
寺
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
近
世
戒
律
復
興
の
中
心
寺
院
と
な
っ
た
西

明
寺
や
、
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
律
の
三
僧
坊
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
野
中
寺
、
真
言
宗
僧
の
み
な
ら
ず
様
々
な
律
僧
ら
に

依
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
伝
え
広
め
ら
れ
た
律
院
な
ど
に
於
い
て
、
い
く
つ
も
並
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
次
第
が
寺
院
ご
と
の
環
境
や
律
僧
の
口
伝
や
思
想
に
あ
わ
せ
て
、
多
様

な
変
化
を
経
て
無
数
に
依
用
さ
れ
て
い
た
点
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
尚
、
こ
れ
ら
実
践
的
な
自
誓
受
戒
作
法
に
つ
い

て
は
、
実
相
撰
『
自
誓
通
受
菩
薩
方
軌
』
の
内
容
考
察
を
進
め
、
管
見
で
は
あ
る
が
可
能
な
限
り
の
比
較
検
討
を
行
う
予

定
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
現
時
点
で
は
、
実
相
が
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
執
筆
に
あ
た
っ
て
浄
厳
系
統
の
戒
律
観
、
そ
の

周
辺
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
有
っ
た
程
度
の
指
摘
に
留
め
た
い
。
し
か
し
本
稿
の
注
記
で
も
紹
介
し
た
が
、
実

相
は
密
教
の
潅
頂
と
戒
律
の
授
受
に
お
け
る
相
承
を
示
し
、「
授
受
の
正
統
性
」
や
「
法
の
成
就
」
な
ど
の
共
通
点
を
挙

げ
て
「
師
資
相
承
」
を
重
視
し
て
い
た
。
今
は
明
確
な
根
拠
を
提
示
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
実
相
の
「
相
承
」
に
つ
い
て

の
思
想
（
真
言
密
教
と
戒
律
を
強
く
結
び
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
）
の
源
流
を
、
浄
厳
や
そ
の
系
統
に
求
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
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三
、『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』「
菩
薩
種
姓	

第
二
」

実
相
は
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
に
於
い
て
実
践
的
な
受
戒
作
法
に
先
立
ち
五
つ
の
項
目
を
立
て
て
お
り
、
そ
れ

ら
一
々
を
考
察
す
る
こ
と
で
実
相
の
戒
律
観
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
各
々
の

項
目
に
つ
い
て
は
実
相
に
よ
る
本
書
執
筆
の
目
的
で
も
あ
る
「
行
儀
の
如
法
化
」
と
い
う
狙
い
も
考
え
ら
れ
る
が
、
純

粋
に
自
誓
受
戒
を
行
う
者
（
初
心
の
者
を
対
象
か
）
に
対
し
て
基
礎
的
な
知
識
を
伝
え
る
と
い
う
意
図
も
含
ん
で
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
そ
の
記
さ
れ
た
項
目
の
順
番
に
沿
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
実
相
は
「
建
立
自
受
」
に
て
自
誓
受
戒
の
根
拠
や
正
当
性
を
主
張
し
た
う
え
で
、
二
番
目
に
「
菩
薩
種
姓
」
を

立
て
て
菩
薩
と
し
て
の
素
質
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
ず
実
相
は
自
誓
受
戒
に
お
け
る
「
種
姓
」（
菩
提
を
得
る
た
め

の
資
質
）
を
示
す
た
め
に三二
、	

従
他
受
に
種
姓
を
問
ふ
に
準
ず
る
に
、
自
受
も
応
に
ま
た
自
ら
の
種
姓
を
知
る
べ
し
。
今
は
大
戒
を
受
く
。
且
く
小

戒
を
措
く
。
初
に
始
教
に
約
せ
ば『
成
唯
識
』に
曰
く「
何
を
か
大
乗
の
二
種
の
種
姓
と
謂
ふ
や
。
一
に
は
本
性（
躰
也
）

に
住
す
る
種
姓
（
類
也
）。
無
始
よ
り
来
た
本
識
に
依
附
し
て
、
法
爾
に
得
る
所
の
無
漏
法
の
因
な
る
を
謂
ふ
。
二
に

は
習
所
成
の
種
姓
。
法
界
よ
り
等
流
せ
る
法
を
聞
き
已
っ
て
聞
の
所
成
等
（
朱
注
『
思
の
所
成
・
修
の
所
成
』）
の
薫
習

に
成
ぜ
ら
れ
た
る
を
謂
ふ
」と
。
然
る
に『
瑜
伽
』に
云
く
、「
種
姓
を
具
す
る
者
の
方
に
能
く
発
心
す
。
即
ち
知
ん
ぬ
。
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性
と
習
と
の
二
法
を
具
し
て
一
の
種
姓
を
成
す
」
と
。
今
、
詳
ず
る
に
、
始
教
に
は
行
仏
性
に
約
す
れ
ば
非
情
に
徧

ぜ
ず
。
性
と
習
と
の
二
を
具
し
て
一
種
姓
を
成
ず
れ
ば
有
情
に
遍
ぜ
ず
。
即
ち
一
分
の
無
性
有
情
有
り
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
実
相
は
、
従
他
受
戒
で
「
種
姓
」
を
問
う
の
と
同
様
に
、
自
誓
受
戒
で
も
自
身
の
種
姓

を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
今
、
大
戒
（
大
乗
菩
薩
の
受
け
る
具
足
戒
）
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
小
戒
（
小
乗
比

丘
と
し
て
の
具
足
戒
）
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。
初
め
に
大
乗
始
教
（
三
乗
）
に
つ
い
て
示
せ
ば
『
成
唯
識
論
』
に
は
「
何

を
も
っ
て
大
乗
に
お
け
る
二
種
の
種
姓
と
言
う
の
か
。
一
つ
は
本
性
住
種
姓
（
本
来
具
わ
っ
て
い
る
性
質
と
し
て
の
種
姓
）
で

あ
る
。
所
謂
る
無
始
よ
り
阿
羅
耶
識
に
付
随
し
な
が
ら
自
然
に
具
わ
っ
て
い
る
無
漏
法
（
煩
悩
に
穢
さ
れ
な
い
清
浄
な
る
法
）

の
因
と
な
る
（
理
仏
性
）
で
あ
る
。
二
つ
に
は
習
所
成
種
姓
（
熏
習
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
種
姓
）。
所
謂
る
法
界
よ
り
等
流
し

た
法
（
教
え
）
を
聞
い
て
、
聞
の
所
成
等
（
こ
の
「
等
」
の
内
容
と
し
て
思
の
所
成
〔
思
惟
に
よ
り
得
る
〕
と
修
の
所
成
〔
行
ず
る

こ
と
に
よ
り
得
る
〕
と
が
注
さ
れ
る三三
）	

の
薫
習
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
瑜
伽
師

地
論三
四

』	

に
は
「
種
姓
を
具
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
菩
提
心
を
発
す
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
本
性
住
種
姓
と
習
所
成
種
姓
の
二

つ
の
法
を
具
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
種
姓
を
成
す
」
と
あ
る
。
今
、
詳
し
く
示
せ
ば
、
始
教
に
お
い
て
は
、
行
仏
性三五	

（
修

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
質
）
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
非
情
に
は
遍
じ
て
い
な
い
。
本
性
住
種
姓
と
習
所
成
種
姓
の
二
つ
の
法

を
具
え
て
一
つ
の
種
姓
を
成
ず
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
有
情
に
遍
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
一
部

に
お
い
て
菩
提
を
得
る
た
め
の
資
質
を
も
た
な
い
衆
生
（
一
闡
提
）
が
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
大
乗
始
教
（
三
乗
）
に
お
け
る
種
姓
（
五
姓
各
別
説
）
へ
の
言
及
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
『
華
厳
一
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乗
教
義
分
斉
章
』（『
華
厳
五
教
章
』）
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
引
用
か
ら
知
ら
れ
る
。
続
い
て
実
相
は
『
華
厳

五
教
章
』
を
ベ
ー
ス
に三六
、

二
に
終
教
に
約
す
。
即
ち
真
如
に
就
て
種
姓
を
立
つ
故
に
、則
ち
有
情
に
遍
じ
て
皆
な
尽
く
性
有
り
。『
涅
槃
』と『
勝

鬘
』
と
『
智
度
』
と
『
仏
性
』
と
『
宝
性
』
等
の
論
、
並
び
に
此
の
説
に
同
じ
。『
起
信
論
』
に
体
相
の
二
大
、
内

に
衆
生
に
薫
じ
て
、真
如
の
用
大
を
外
縁
の
力
と
為
す
。
三
大
、冥
に
薫
じ
て
諸
衆
生
を
し
て
厭
求
心
を
起
こ
さ
し
む
。

三
に
頓
教
に
約
す
。
唯
一
真
如
の
離
言
絶
原
文
マ
マ

相
を
名
て
種
姓
と
為
す
。『
諸
法
無
行
経
』
等
の
如
し
。

四
に
円
教
に
約
す
。
種
姓
、
甚
深
に
し
て
因
果
無
二
な
り
。
依
及
び
正
に
通
じ
三
世
間
を
盡
し
て
一
切
の
理
事
解

行
等
の
諸
の
法
門
を
該
収
す
。
本
来
滿
足
し
已
に
成
就
し
訖
る
。
故
に
『
華
厳
』
に
曰
く
、
菩
薩
の
種
性
は
甚
深

廣
大
に
し
て
法
界
虚
空
と
等
し
と
。

と
述
べ
て
、二
つ
目
に
大
乗
終
教
の
説
を
示
す
。
即
ち
真
如
に
つ
い
て
種
姓
を
立
て
る
こ
と
か
ら
、衆
生
に
尽
く
仏
性
（
菩

提
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
資
質
）
が
あ
る
。『
涅
槃
経
』
と
『
勝
鬘
経
』、『
大
智
度
論
』
と
『
仏
性
論
』
と
『
宝
性
論
』
等

の
論
は
、
皆
な
こ
の
説
に
同
じ
で
あ
る
。『
大
乗
起
信
論三七
』	

で
は
「
体
大
（
真
如
の
本
体
）
と
相
大
（
特
質
）
の
二
大
が
衆

生
自
身
内
面
か
ら
薫
ず
る
も
の
と
し
、
真
如
の
用
大
（
は
た
ら
き
）
を
外
縁
の
力
（
仏
菩
薩
な
ど
の
姿
に
よ
り
、
外
か
ら
衆
生

に
働
き
か
け
る
力
）
と
す
る
。
三
大
（
体
・
相
・
用
）
は
気
付
か
ぬ
う
ち
に
衆
生
の
こ
こ
ろ
に
熏
習
し
て
い
る
た
め
、
諸
の

衆
生
に
「
煩
悩
を
厭
い
、
悟
り
（
真
如
）
を
求
め
る
心
」
を
起
こ
さ
せ
る
。
三
つ
目
に
頓
教
に
つ
い
て
示
す
。「
唯
一
の

真
如
は
言
説
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
名
付
け
て
種
姓
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
諸
法
無
行
経
』
等
に
説
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か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る三八
。
四
つ
目
に
円
教
に
つ
い
て
示
す
。
種
性（
資
質
）は
甚
深
に
し
て
因
果
一
体
で
あ
り
、依
報（
器

世
間
）
と
正
報
（
衆
生
自
身
）
に
通
じ
て
い
る
。
三
世
間
（
器
世
間
・
衆
生
世
間
・
智
正
覚
世
間
）
を
尽
く
し
て
お
り
、
一
切

の
理
法
と
事
物
、
知
解
と
修
行
等
の
全
て
の
法
門
を
広
く
収
め
て
い
る
。
本
来
的
（
全
て
の
法
門
）
に
満
足
し
て
お
り
、

す
で
に
完
成
し
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
華
厳
経三
九

』	

に
は
「
菩
薩
の
種
姓
は
甚
深
広
大
で
あ
り
法
界
虚
空

に
等
し
い
」
と
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

前
に
確
認
し
た
よ
う
に
実
相
は
『
華
厳
五
教
章
』、
つ
ま
り
華
厳
宗
第
三
祖
で
あ
る
賢
首
大
師
法
蔵
（
六
四
三
～

七
一
二
）
の
示
し
た
五
教
（
教
相
判
釈
）
を
基
に
、
始
教
を
始
め
と
し
て
、
終
教
・
頓
教
・
円
教
に
お
け
る
種
姓
の
意
味

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
本
来
で
あ
れ
ば
華
厳
宗
教
学
に
て
示
さ
れ
る
五
教
に
於
い
て
は
、
別
教
こ
そ
が
最

高
の
究
極
的
な
教
え
に
あ
た
る
が
、
実
相
は
円
教
の
中
に
華
厳
の
種
姓
を
組
み
入
れ
つ
つ
も
、
論
述
を
次
の
段
階
へ
と

展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
実
相
が
示
す
密
教
の
菩
薩
と
し
て
の
種
姓
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
そ
こ
に
は四
〇

、

五
に
密
蔵
に
約
す
。
本
有
の
金
剛
薩
埵
を
一
切
衆
生
本
有
の
菩
提
心
と
す
。
故
に
『
金
剛
頂
』
に
曰
く
「
普
賢
法

身
は
一
切
に
遍
じ
て
能
く
世
間
の
自
在
主
と
為
る
。
無
始
無
終
に
し
て
生
滅
無
く
、性
相
常
住
に
し
て
虚
空
に
等
し
」

と
。
ま
た
一
切
の
依
正
・
因
果
・
理
事
・
人
法
等
の
諸
門
を
摂
し
て
自
在
無
礙
な
り
。
然
る
に
種
性
、
一
切
衆
生

に
遍
ず
る
と
雖
も
、
仏
身
の
血
を
出
だ
す
と
、
父
を
殺
す
と
、
母
を
殺
す
と
、
和
尚
を
殺
す
と
、
阿
闍
梨
を
殺
す
と
、

羯
磨
転
法
輪
僧
を
破
す
と
、
聖
人
を
殺
す
と
の
七
遮
罪
を
除
く
。
其
の
餘
は
但
だ
法
師
の
語
を
解
せ
ば
、
正
し
く

所
被
の
機
と
為
す
。
今
詳
ず
る
に
南
山
は
四
分
の
羯
磨
に
依
る
と
雖
も
、一
一
戒
具
に
約
し
て
三
聚
を
円
発
せ
し
む
。
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台
家
の
被
接
も
意
、
此
に
存
し
て
、
機
悟
不
同
な
り
。
未
だ
必
ず
し
も
所
依
の
経
論
の
如
く
に
は
な
ら
ざ
る
な
り
。

今
は
『
瑜
伽
』
の
羯
磨
に
依
る
と
雖
も
、
菩
薩
戒
は
随
心
の
戒
な
る
が
故
に
心
の
優
劣
に
随
ふ
。
戒
に
上
下
有
り
。

応
に
円
具
の
仏
性
を
観
じ
て
、
深
固
の
菩
提
心
を
発
し
、
円
具
の
性
に
従
ひ
て
、
円
体
を
発
し
、
円
行
を
修
し
て
、

円
果
を
証
得
す
べ
し
。
因
従
り
果
に
至
る
ま
で
一
身
一
智
一
法
界
の
行
な
る
の
み
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、五
つ
目
に
密
蔵
に
つ
い
て
示
せ
ば
本
有
の
金
剛
薩
埵
を
一
切
衆
生
本
有
の
菩
提
心（
＝

一
切
の
衆
生
は
本
有
の
菩
提
心
を
有
し
て
い
る
の
で
、
全
て
が
種
姓
で
あ
る
と
す
る
）
と
す
る
。
そ
の
た
め
『
金
剛
頂
瑜
伽
中
略

出
念
誦
経
』
に
は
「
普
賢
法
身
（
普
賢
菩
薩
は
金
剛
薩
埵
と
同
体
で
あ
る
た
め
、
普
賢
菩
薩
は
本
有
の
金
剛
薩
埵
で
あ
り
、
ま
た

法
身
大
日
如
来
で
も
あ
る
）
は
一
切
に
遍
じ
て
い
る
た
め
、能
く
世
間
の
自
在
主
と
な
る
。
始
め
も
な
け
れ
ば
終
り
も
な
く
、

生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
無
く
、
本
質
と
現
象
は
永
遠
不
変
で
あ
っ
て
虚
空
と
同
じ
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
一
切
の
身
体
と
世
界
、
原
因
と
結
果
、
真
理
と
事
象
、
人
と
法
（
衆
生
と
教
え
）
等
の
様
々
な
教
え
を
兼
ね
包
括
し

て
自
在
で
あ
り
計
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、真
言
密
教
の
種
姓
が
一
切
衆
生
に
遍
じ
て
い
る
と
し
て
も「
仏

身
よ
り
の
血
を
出
さ
せ
る
（
仏
を
傷
つ
け
る
）」「
父
母
を
殺
め
る
」「
和
尚
を
殺
め
る
」「
阿
闍
梨
を
殺
め
る
」「
羯
磨
転
法

輪
僧
を
破
す
（
教
団
の
活
動
な
ど
を
妨
げ
、教
団
を
分
裂
さ
せ
る
こ
と
）」「
聖
人
（
阿
羅
漢
）
を
殺
め
る
」
の
七
遮
罪
（
七
逆
罪
）

を
犯
し
た
者
は
除
か
れ
る
。
そ
の
他（
七
逆
罪
で
は
な
い
罪
を
犯
し
た
者
）は
法
師
の
語（
正
法
や
、そ
れ
を
説
く
師
の
言
葉
な
ど
）

を
理
解
す
る
者
は四
一

、
正
し
く
所
被
の
機
（
真
言
密
教
の
教
え
を
得
ら
れ
る
人
）
と
な
る
。
今
、
詳
し
く
示
せ
ば
、
南
山
の
道

宣四
二	

（
五
九
六
～
六
六
七
）
は
『
四
分
律
』
に
説
か
れ
る
羯
磨
に
依
っ
た
け
れ
ど
も
、
七
衆
の
一
つ
一
つ
の
戒
を
具
足
す
る
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毎
に
、
三
聚
浄
戒
を
円
満
に
発
得
さ
せ
た
。
天
台
教
学
の
被
接四
三	

（
通
別
二
教
の
利
根
の
人
が
、
仏
に
よ
り
後
に
教
に
引
入
さ
れ

る
こ
と
）
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
考
え
が
こ
こ
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
機
悟
（
機
根
と
、
そ
れ
に
よ
る
悟
り
）
も
同
じ
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
必
ず
し
も
依
り
所
と
す
る
経
論
の
よ
う
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
今
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
説
か
れ

る
羯
磨
に
依
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
菩
薩
戒
は
心
に
随
う
戒
で
あ
る
た
め
、
心
の
優
劣
に
随
っ
て
戒
に
も
上
下
が
存
在

す
る
。
ま
さ
に
円
満
に
具
わ
っ
て
い
る
仏
性
を
観
想
し
て
揺
る
ぎ
な
い
菩
提
心
を
発
し
、
円
満
に
具
わ
っ
た
仏
性
に
従
っ

て
円
満
な
る
戒
体
（
円
体
）
を
発
し
、円
行
（
一
つ
の
行
の
中
に
一
切
を
具
え
る
）
を
修
し
て
円
果
（
完
全
円
満
な
る
果
。
仏
果
）

を
証
得
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
因
位
（
い
ま
だ
仏
果
を
得
て
な
い
菩
薩
の
位
）
よ
り
仏
果
（
悟
り
）
に
至
る
ま
で
一
つ
の

身
体
、
一
つ
の
智
慧
、
一
つ
の
法
界
の
修
行
の
み
で
あ
る
、
と
実
相
は
主
張
し
て
い
る
。

実
相
は
密
教
に
お
け
る
種
姓
の
根
拠
を
一
切
衆
生
本
有
の
菩
提
心
（
＝
本
有
の
菩
提
心
を
種
姓
と
す
る
）
と
解
釈
し
て
い

る
が
、
七
逆
罪
を
犯
し
た
者
に
は
菩
提
を
得
る
た
め
の
道
が
失
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
南
山
律
宗
の
祖
で
あ

る
道
宣
が
『
四
分
律
』
解
釈
に
三
聚
浄
戒
を
発
得
さ
せ
た
（『
涅
槃
経
』
な
ど
も
解
釈
に
用
い
る
）
こ
と
や
、
天
台
教
学
の

被
接
の
義
を
示
し
て
、
衆
生
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
機
根
と
悟
り
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
同
じ
意
味

で
あ
る
と
す
る
。
実
相
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
園
城
寺
法
明
院
の
性
慶
義
瑞
（
一
六
六
七
～
一
七
三
七
）
に
師
事

し
て
天
台
教
学
を
学
ん
で
お
り四
四

、
そ
こ
で
の
修
学
を
も
っ
て
種
姓
理
解
に
臨
ん
だ
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
、

実
相
の
用
い
た
種
姓
解
釈
の
根
拠
に
つ
い
て
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、こ
の
他
に
も
実
相
は
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
に
お
い
て四
五	「

本
有
の
菩
提
心
を
菩
薩
種
姓
と
為
す
」
と
し
て
「
種
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姓
」
と
い
う
単
語
を
用
い
て
い
る
が
、『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
よ
う
に
詳
細
な
言
及
は
確
認
で
き
な
い
（『
旭
照
霜

露
編
』
に
お
い
て
は
「
種
姓
」
の
単
語
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
実
相
は
「
菩
薩
種
姓	

第
二
」
に
於
い
て
、
自
誓
受
戒
に
お
け
る
種
姓
の
重
要
性
、
そ
の
意
義
を
示

す
に
あ
た
っ
て
始
教
・
終
教
・
頓
教
・
円
教
・
密
教
の
教
判
論
的
立
場
か
ら
、
夫
々
に
お
け
る
種
姓
論
の
特
徴
を
示
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
結
び

『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
は
、
実
相
が
奥
書
に
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
『
断
戒
体
章
』
や
『
尸
羅
敲
髓
』
な
ど
へ
の

批
判
を
出
発
点
と
し
、
諸
経
論
に
説
か
れ
た
根
拠
を
も
っ
て
自
誓
受
戒
の
正
統
性
を
示
そ
う
と
試
み
た
書
な
の
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
言
え
ば
「
行
儀
の
如
法
化
」
や
「
有
部
律
派
」
と
い
う
批
判
対
象
の
存
在
な
ど
も
本
書
を
始
め
と
し
た
戒
律
関
係

執
筆
へ
の
後
押
し
と
な
っ
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
本
書
冒
頭
に
は
『
大
日
経
疏
』
を
根
拠
と
し
た
と
思
わ
れ
る

本
性
の
尸
羅
（
本
性
と
し
て
心
に
具
わ
っ
て
い
る
戒
）
を
踏
ま
え
、菩
薩
戒
の
特
徴
や
優
れ
た
点
が
示
さ
れ
、後
の
「
建
立
自
受
」

か
ら
始
ま
る
各
主
張
に
繋
が
る
序
文
で
あ
っ
た
。

現
時
点
、
奥
書
の
初
め
に
「
右
一
冊
子
、
大
鳥
山
神
鳳
寺
僧
寺
の
知
事
寮
に
蔵
す
」
と
あ
る
所
か
ら
今
の
『
自
誓
通
受

菩
薩
戒
方
䡄
』
全
体
が
実
相
の
執
筆
と
断
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
本
書
の
第
一
項
目
に
「
建
立
自
受
」
を
立
て
、
さ
ら
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に
後
の
著
作
で
あ
る
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
六
に
「
建
立
自
受
」
を
立
て
て
い
る
点
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
両
項
に
は
引
用
な
ど
多
少
の
相
違
は
見
受
け
ら
れ
る
が
内
容
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
現
時
点
で
筆
者
は
実
践
的
な
受
戒
作
法
以
前
に
あ
た
る
第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
解
説
と
思
わ
れ
る
部
分
を
実
相
の
執
筆

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
実
相
が
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
を
著
す
際
、
浄
厳
系
統
の
律
僧
、
特
に
霊
雲
寺
慧

光
や
そ
の
門
弟
な
ど
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
（
実
相
の
「
律
と
密
の
相
承
を
強
く
結
び
つ
け
た
」
と
い
う
思
想
も
含
め
）
も
視

野
に
入
れ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
浄
厳
や
慧
光
ら
の
用
い
た
次
第
の
内
容
や
思
想
、
そ
れ
ら
が
江
戸
期

律
院
（
例
え
ば
霊
雲
寺
と
の
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
神
鳳
寺
な
ど
）
に
於
い
て
、
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い
た
か
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
は
実
相
の
戒
律
思
想
が
示
さ
れ
た
書
で
あ
り
つ
つ
も
、「
自
誓
受
戒
作
法
」
と
い
う

実
践
的
な
次
第
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る四六
。
そ
の
た
め
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
や
『
旭
照
霜
露
編
』
と
比
較
し
て

も
異
な
る
タ
イ
プ
の
資
料
で
あ
り
、
受
戒
行
儀
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
前
述
の
作

法
以
前
の
部
分
（
項
目
の
第
一
～
五
に
あ
た
る
戒
律
に
関
す
る
思
想
）、
そ
の
項
目
立
て
や
用
語
の
性
格
を
考
慮
す
れ
ば
、
本

書
を
自
誓
受
戒
へ
臨
む
者
な
ど
に
対
す
る
「
受
戒
に
関
わ
る
知
識
を
授
け
る
指
南
書
」
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
も
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
菩
薩
種
姓
」
で
あ
る
が
、
そ
の
項
目
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
大
半
が
『
華
厳
五
教
章
』
に
引
か
れ
て
い
る
文
を

抽
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、な
ぜ
実
相
は『
華
厳
五
教
章
』を
中
心
に
論
を
展
開
し
た
か
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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し
か
し
、
そ
の
論
の
組
み
立
て
や
根
拠
は
法
蔵
の
示
し
た
五
教
（
教
相
判
釈
）
を
ベ
ー
ス
に
展
開
し
て
い
て
も
、
最
終
的

に
は
密
教
を
立
て
て
い
る
。
そ
れ
ら
実
相
の
示
し
た
種
姓
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
左
記
の
通
り
と
な
る
。

・
始
教
…
本
性
住
種
姓
と
習
所
成
種
姓
を
示
し
て
、
行
仏
性
が
一
切
衆
生
に
遍
満
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
一
部
に
お

い
て
菩
提
を
得
る
た
め
の
資
質
を
も
た
な
い
衆
生
（
一
闡
提
）
が
い
る
。

・
終
教
…
真
如
に
よ
っ
て
種
姓
を
立
て
る
こ
と
か
ら
、
一
切
衆
生
に
尽
く
資
質
（
仏
性
）
が
あ
る
。

・
頓
教
…
『
華
厳
五
教
章
』
の
「
一
切
の
法
に
は
二
つ
の
異
な
る
姿
が
な
い
た
め
、
本
来
の
資
質
と
後
々
に
修
得
さ

れ
る
資
質
に
は
区
別
が
な
い
」
と
い
う
説
を
踏
ま
え
て
衆
生
に
は
本
来
平
等
な
種
姓
が
具
わ
っ
て
い
る
。

・
円
教
…
種
姓
は
甚
深
に
し
て
因
果
一
体
。
つ
ま
り
普
く
法
門
を
広
く
包
摂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
本
来
的
に
満
ち
足

り
て
お
り
、
す
で
に
完
成
し
て
い
る
。

・
密
教
…
本
有
の
金
剛
薩
埵
を
一
切
衆
生
本
有
の
菩
提
心
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
種
姓
と
す
る
が
、
七

逆
罪
を
犯
し
た
者
は
除
か
れ
る
。

こ
れ
ら
五
種
の
種
姓
が
示
さ
れ
た
順
番
（
教
相
判
釈
と
思
わ
れ
る
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
最
後
の
密
教
に
お
け
る
種
姓
が
最

上
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
実
相
は
自
誓
受
戒
す
る
者
の
最
も
優
れ
た
種
姓
を
、
密
教
の
修
行
者
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
管
見
で
は
あ
る
が
有
部
律
派
の
律
僧
で
あ
る
学
如
の
著
作
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
種
姓
に
関
す
る
言
及
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、
こ
の
「
種
姓
」
解
釈
は
実
相
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
種
姓
に
関
す
る
言
及
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が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
現
時
点
で
は
江
戸
期
律
僧
共
通
の
重
要
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
実
相
の
み
が
重
視

し
た
点
な
の
か
は
判
断
で
き
な
い
（
或
い
は
自
誓
受
戒
批
判
の
中
に
種
姓
論
が
あ
っ
た
の
か
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
実
相
は
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
に
於
い
て
、
菩
薩
の
自
誓
受
戒
に
は
正
当
性
が
あ
り
、
従
他
受

戒
の
よ
う
に
種
姓
に
関
す
る
知
識
が
必
要
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
回
は
引
き
続
き
「
発
菩

提
心	

第
三
」
と
「
表
無
表
義	

第
四
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
本
書
の
内
容
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
註

一 

佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
の
戒
律
観
③
―
「
師
資
相
承
」
と
「
自
誓
受
戒
」
の
位
置
―
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、	

二
〇
二
二
）。

二 

師
か
ら
弟
子
へ
と
法
な
ど
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
の
戒
律
観
③
―
「
師
資
相
承
」
と
「
自
誓
受
戒
」
の

位
置
―
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、	

二
〇
二
二
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
が
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
の
第
十
三
（「
受
法
差
別
」）

に
お
い
て
、
そ
れ
に
関
す
る
若
干
の
記
述
が
確
認
で
き
た
た
め
該
当
部
分
を
追
記
し
て
お
き
た
い
（
高
野
山
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
秘
密
一

乗
尸
羅
眼
髄
』
四
十
九
丁
右
～
五
十
丁
右
）。
そ
こ
に
は
、

凡
そ
夫
れ
小
乗
別
受
の
作
法
は
『
十
誦
』
の
十
種
、『
四
分
』
の
五
種
、『
僧
祇
』
の
四
種
、『
五
分
』
の
五
種
を
小
乗
諸
部
と
す
。
大
乗
『
瑜

伽
』
出
家
の
五
衆
は
必
ず
他
に
依
り
て
受
く
。
在
家
の
五
・
八
は
『
十
誦
』、『
多
論
』
に
は
「
自
受
」
や
「
分
受
」、「
分
持
」
を
許
さ
ず
。『
四

分
』
や
『
成
実
』
は
「
自原
文
マ
マ

他
受
」
や
「
分
受
」、「
分
持
」
に
通
じ
、
詳
な
る
こ
と
余
処
の
如
く
、
此
に
復
せ
ず
。
今
、
大
戒
を
明
か
す
に

二
種
の
受
有
り
。『
梵
網
経
』
は
三
帰
得
な
り
。『
受
菩
提
心
戒
儀
』『
頂
輪
王
経
』『
軍
荼
利
軌
』
等
も
亦
た
之
れ
に
同
じ
。
二
に
『
善
戒
経
』

等
は
羯
磨
得
な
り
。『
五
秘
密
軌
』等
も
亦
た
之
れ
に
同
じ
。
律
に
一
た
び
羯
磨
を
制
し
て
来
た
、三
帰
得
を
廃
す
。
故
に『
無
畏
三
蔵
禅
要
』

に
羯
磨
受
法
を
出
だ
す
。
翻
じ
て
伝
わ
る
に
少
異
あ
り
と
雖
も
、
大
い
に
瑜
伽
の
文
に
同
じ
。『
大
疏
』
に
云
わ
く
、
両
部
の
大
本
に
受
戒
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法
有
り
、と
。『
禅
要
』
の
受
法
、蓋
し
大
本
よ
り
出
る
な
ら
ん
。
故
に
知
ん
ぬ
。
今
時
、大
戒
を
受
け
ん
と
欲
せ
ば
應
に
羯
磨
に
依
る
べ
し
。

羯
磨
に
又
た
二
受
の
別
有
り
て
、
自
受
・
従
他
、
前
に
已
に
明
す
が
如
し
。
泛
に
大
戒
を
論
ぜ
ば
自
他
に
通
ず
と
雖
も
、
密
教
は
師
授
を

尚
ぶ
故
に
初
め
は
必
ず
他
に
従
ひ
て
受
く
べ
し
。
厥
の
後
、
日
日
三
時
に
自
ら
三
帰
菩
提
心
戒
を
受
る
こ
と
諸
軌
の
説
く
が
如
し
。
今
時
、

野
澤
は
三
摩
耶
戒
を
授
る
。
法
、
並
び
に
『
戒
儀
』・『
禅
要
』
に
依
る
。
出
没
、
互
に
顕
る
。
併
せ
見
て
知
る
べ
し
。
自
余
の
広
略
は
復

た
大
過
無
し
。
或
い
は
正
授
羯
磨
を
略
す
る
こ
と
有
り
。
正
授
羯
磨
を
略
し
て
得
戒
の
理
無
き
こ
と
は
惜
し
む
べ
き
の
故
に
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
小
乗
別
受
の
作
法
は
『
十
誦
律
』
の
十
種
、『
四
分
律
』
の
五
種
、『
僧
祇
律
』
の
四
種
、『
五
分
律
』
の
五
種
と
い
え
る
。

ま
た
大
乗
の
『
瑜
伽
論
』
に
依
っ
て
出
家
し
た
五
衆
は
必
ず
他
に
依
っ
て
受
戒
し
て
い
る
。
そ
し
て
在
家
の
五
戒
・
八
戒
に
つ
い
て
は
『
十
誦
』
や
、

そ
の
他
多
く
の
論
に
お
い
て
「
自
受
」
や
「
分
受
」、「
分
持
」
を
許
し
て
い
な
い
。
し
か
し
『
四
分
律
』
や
『
成
実
論
』
は
「
自
受
」
や
「
分
受
」、

「
分
持
」
に
通
じ
て
お
り
、
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
点
は
他
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
禁
じ
て
い
な
い
。
今
、
大
戒
（
大
乗
菩
薩
の
受
け
る
具

足
戒
）
に
つ
い
て
明
か
す
な
ら
ば
二
種
の
受
戒
法
が
有
る
。
ま
ず
『
梵
網
経
』
で
は
三
帰
得
（
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
で
梵
網
戒
を
受
け
る
こ
と
）

を
挙
げ
る
が
『
受
菩
提
心
戒
儀
』
や
『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』、『
甘
露
軍
荼
利
菩
薩
供
養
念
誦
成
就
儀
軌
』
等
も
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
二
つ

目
と
し
て
『
菩
薩
善
戒
経
』
等
は
羯
磨
に
よ
る
受
戒
で
あ
り
『
金
剛
頂
瑜
伽
金
剛
薩
埵
五
秘
密
修
行
念
誦
儀
軌
』
等
も
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

律
に
お
い
て
羯
磨
に
よ
る
受
戒
を
定
め
て
以
来
、
三
帰
得
に
よ
る
受
戒
法
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
に
お
い
て
は
羯

磨
に
よ
る
受
戒
を
示
し
て
お
り
、
翻
訳
し
て
伝
わ
っ
た
際
に
多
少
異
な
る
点
は
生
じ
た
が
、
は
な
は
だ
『
瑜
伽
論
』
の
文
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

『
大
日
経
疏
』
に
よ
れ
ば
金
胎
両
部
の
大
本
に
受
戒
法
が
説
か
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
ま
た
『
無
畏
三
蔵
禅
要
』
の
受
法
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
大

本
よ
り
出
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
知
る
べ
き
で
あ
る
。
今
こ
の
時
、
大
戒
（
大
乗
菩
薩
の
受
け
る
戒
）
を
受
け
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ

に
羯
磨
に
依
る
受
戒
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
羯
磨
に
二
種
類
の
受
戒
法
が
有
っ
て
自
誓
受
戒
と
従
他
受
戒
の
こ
と
を
さ
す
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
前
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
大
戒
（
大
乗
菩
薩
の
受
け
る
戒
）
の
授
受
は
自
誓
受
戒
・
従
他
受
戒
に
通
ず
る
と
し
て
も
、
密
教

は
師
授
（
法
な
ど
を
師
が
直
接
（
対
面
し
て
）
弟
子
に
授
け
る
こ
と
と
、
弟
子
が
そ
れ
を
受
け
る
事
）
を
重
視
す
る
た
め
、
初
め
は
必
ず
他
師

に
従
っ
て
受
戒
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
毎
日
三
時
（
一
日
に
三
回
）
に
自
ら
三
帰
し
て
、
菩
提
心
戒
を
受
け
る
こ
と
は
諸
々
の
儀
軌
に
説
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か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
今
時
、
小
野
・
広
沢
に
お
い
て
は
三
昧
耶
戒
を
授
け
る
が
、
法
は
『
受
菩
提
心
戒
儀
』
と
『
無
畏
三
藏
禅
要
』
に
依
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
出
没
（
多
少
の
相
違
）
が
確
認
で
き
る
が
、
併
せ
見
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
、
広
略
の
説
に
つ
い
て
は
大
き
な
過

失
な
ど
無
い
が
、
正
授
羯
磨
を
略
す
る
こ
と
は
あ
る
。
正
授
羯
磨
を
略
し
て
し
ま
う
と
得
戒
の
理
が
無
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
（
三
昧
耶
戒
の

戒
体
を
得
る
と
い
う
本
質
を
成
就
で
き
な
い
こ
と
）、
惜
し
む
べ
き
こ
と
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。

　
以
前
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
実
相
は
密
教
の
潅
頂
と
戒
律
の
授
受
に
お
け
る
相
承
を
示
し
、「
授
受
の
正
統
性
」
や
「
法
の
成
就
」
な
ど

の
共
通
点
を
挙
げ
て
「
師
資
相
承
」
を
重
視
し
て
い
た
。
さ
ら
に
戒
律
の
授
受
に
て
相
承
が
欠
如
し
た
場
合
、
密
教
に
お
け
る
「
越
三
昧
耶
」

の
よ
う
に
罪
が
生
じ
る
と
も
述
べ
て
お
り
、「
律
と
密
の
相
承
」
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
実
相
は
当
時

『
四
分
律
』
受
持
の
師
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
補
う
た
め
に
、
自
誓
受
戒
こ
そ
が
師
資
相
承
（
諸
仏
菩
薩
を
三
師
七
証
の
代
り
と
し
た
）
を
可
能

に
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
の
戒
律
観
③
―
「
師
資
相
承
」
と
「
自
誓
受
戒
」
の
位

置
―
」	『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、	

二
〇
二
二
）。
そ
し
て
今
回
引
用
し
た
後
半
部
分
に
も
「
師
資
相
承
」
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

前
述
の
捉
え
方
（
密
教
と
律
の
結
び
付
け
）
と
比
べ
て
も
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
実
相
は
密
教
の
相
承
が
連
綿

と
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
三
昧
耶
戒
の
受
戒
は
従
他
受
に
依
っ
て
師
資
相
承
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
は
重
要

で
あ
る
。
当
時
、
実
相
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
正
授
羯
磨
を
用
い
な
い
受
戒
が
行
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
（
実
際
に
三

昧
耶
戒
を
自
誓
受
戒
す
る
次
第
が
現
存
し
て
い
る
）、
当
時
の
密
教
と
戒
律
思
想
の
結
び
付
き
や
解
釈
を
解
明
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
問
題
（
三
昧
耶
戒
の
自
誓
受
戒
）
に
つ
い
て
は
本
論
で
も
浄
厳
や
慧
光
な
ど
の
延
命
寺
・
霊
雲
寺
関
係
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
が
、

三
昧
耶
戒
を
自
誓
受
戒
す
る
次
第
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
別
な
機
会
を
期
し
た
い
。

三 

大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
一
丁
右
。

四 

『
大
正
蔵
』
巻
三
十
九
、五
九
〇
頁
下
～
五
九
一
頁
上
段
。

五 

大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
一
丁
右
～
一
丁
左
。

六 

本
文
頭
注
に
「『
勝
鬘
』
と
『
文
殊
問
』
と
は
大
乗
従
り
小
戒
を
流
す
。『
瑜
伽
論
』
は
小
戒
を
摂
じ
て
大
戒
と
為
す
」
と
あ
る
（
大
悲
王
院
所
蔵
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『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
一
丁
右
）。

七 

『
文
殊
師
利
問
経
』
下
巻
「
分
部
品
」
の
取
意
か
（『
大
正
蔵
』
巻
一
四
、五
〇
一
頁
上
～
中
段
）。

八 

大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
一
丁
左
。

九 
こ
の
「
建
立
自
受
」
に
つ
い
て
は
『
秘
密
一
乗
尸
羅
眼
髄
』
に
お
い
て
も
同
名
で
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
比
較
し
て
み
る
と
聖
教
の
引
用
時

の
文
量
や
仏
教
用
語
に
対
す
る
細
か
い
説
明
な
ど
、
多
少
の
相
違
は
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、
実
際
の
内
容
に
関
わ
る
点
は
多
く
な
か
っ
た
た
め
、

詳
細
な
比
較
に
つ
い
て
は
別
途
「
翻
刻
」
の
際
な
ど
に
指
摘
し
た
い
。

一
〇 

佐
竹
隆
信「
実
相
律
師
の
戒
律
観
③
―「
師
資
相
承
」と「
自
誓
受
戒
」の
位
置
―
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』第
七
号	

、二
〇
二
二
）。「
建

立
自
受
」
に
つ
い
て
は
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
方
が
、
引
用
な
ど
細
か
い
点
に
お
い
て
多
少
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
一 

大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
二
十
八
丁
右
～
二
十
八
丁
左
。

一
二 

本
書
の
後
半
部
分
が
自
誓
受
戒
の
作
法
と
な
る
が
、ど
の
部
分
を
指
し
て
実
相
が「
書（
写
）し
た
」と
述
べ
て
い
る
の
か
は
現
時
点
で
不
明
で
あ
る
。

一
三 

「
門
前
の
得
表
債
、そ
の
廃
調
を
評
す
る
に
至
て
は
」の
部
分
に
つ
い
て
は
、諸
橋『
大
漢
和
辞
典
』に
よ
っ
て
も「
得
表
債
」の
語
は
見
い
だ
せ
ず
、

意
味
が
取
れ
な
い
。
識
者
の
ご
教
示
を
乞
う
。

一
四 

高
松
世
津
子
氏
が
「
自
誓
受
戒
の
好
相
行
・
好
相
を
め
ぐ
る
考
察
―
近
世
期
・
真
言
律
系
を
中
心
に
―
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第

二
十
三
巻
第
二
号
、二
〇
一
九
）に
お
い
て
紹
介（
光
明
院
所
蔵
本
の
写
真
を
参
照
）を
し
て
い
る
が
筆
者
実
物
未
見
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

本
書
に
つ
い
て
稲
城
信
子
『
日
本
に
お
け
る
戒
律
伝
播
の
研
究
』	（
資
料
篇
「
光
明
院
（
神
鳳
寺
）
所
蔵
聖
教
類
・
記
録
」）
を
確
認
し
た
が
、
筆

者
の
見
落
と
し
で
な
け
れ
ば『
神
鳳
寺
派
自
誓
受
菩
薩
戒
作
法
』と
い
う
書
名
は
見
当
た
ら
な
い
。
自
誓
受
戒
作
法
を
記
し
た
書
で
あ
る
な
ら
ば
、

お
そ
ら
く
『
日
本
に
お
け
る
戒
律
伝
播
の
研
究
』	（
資
料
篇
「
光
明
院
（
神
鳳
寺
）
所
蔵
聖
教
類
・
記
録
」
一
四
一
頁
）
の
『
自
誓
受
三
聚
浄
戒
作
法
』

が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
朱
筆
で
「
宝
永
六
年
天
七
月
二
十
二
日
菩原

文
マ
マ提
戒
授
畢
此
用
寫
之
者
也
」
と
あ
り
、
実
際
に
宝
永
二

年
（
一
七
〇
五
）
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
江
戸
初
中
期
に
お
け
る
自
誓
受
戒
の
貴
重
な
資
料
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
五 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
一
五
五
頁
。
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一
六 

『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
題
引
』（
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
の
版
本
）
の
み
原
本
を
確
認
で
き
た
。
そ
の
巻
末
に
は
、

享
保
十
有
一
年
龍
集
丙
午
仲
秋
二
十
三
日
よ
り
二
十
七
日
に
至
る
ま
で
、
諸
の
門
弟
の
為
に
之
れ
を
講
授
し
了
ん
ぬ
。
後
生
の
た
め
に
此

の
一
冊
を
草
し
て
、
他
日
に
再
治
す
。

と
あ
り
、
慧
光
が
門
弟
の
た
め
に
著
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
自
誓
受
苾
芻
律
儀
方
軌
題
引
』
八
丁
左
）。

一
七 
三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』（
四
七
九
頁
）
に
よ
れ
ば
「
享
保
十
年
南
都
戒
壇
院
の
請
に
應
じ
て
南
都
東
大
寺
戒
壇
院
を
兼
務
し

大
い
に
如
法
律
の
再
興
を
な
さ
ん
事
を
発
起
す
。
十
二
年
二
月
廿
一
日
幕
府
の
許
可
あ
り
、
即
ち
霊
雲
寺
を
法
嗣
義
璨
慧
曦
律
師
に
讓
り
專
ら

戒
壇
の
寺
務
を
宰
す
。
茲
に
於
て
再
興
の
業
全
く
周
備
す
」
と
あ
り
、
享
保
十
年
に
は
南
都
戒
壇
院
の
復
興
に
向
け
て
動
き
だ
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
ま
た
十
二
年
二
月
二
十
一
日
に
幕
府
よ
り
許
可
を
得
て
霊
雲
寺
を
法
嗣
義
璨
慧
曦
（
一
六
七
九
～
一
七
四
七
）
に
託
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、実
相
が
慧
光
に
学
ん
だ
際
は
霊
雲
寺
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
れ
に
つ
い
て
は
実
相
の
伝
記
に
於
い
て
、東
武（
武

蔵
国
東
部
）
に
遊
学
し
て
い
る
こ
と
も
証
左
の
一
つ
と
な
ろ
う
（
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
）。

一
八 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
一
五
四
頁
。

一
九 

上
田
霊
城
「
浄
厳
の
三
昧
耶
戒
観
」（『
印
度
學
佛
教
學
硏
究
』
第
十
六
巻
第
二
号
、
一
九
六
七
）。

二
〇 

浄
厳
自
身
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
縁
の
あ
っ
た
神
鳳
寺
で
は
な
く
、
そ
の
近
く
の
大
鳥
郡
上
神
谷
村
の
高
山
寺
に
て
自
誓
受
戒
（
延
宝

四
年
）
に
よ
り
具
足
戒
を
得
た
と
さ
れ
る
（
上
田
霊
城
「
浄
厳
の
受
戒
の
周
邊
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
十
七
巻
第
一
号
、
一
九
六
八
）。

二
一 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
四
七
七
～
四
八
一
頁
。

二
二 

佐
竹
隆
信
「
実
相
律
師
の
戒
律
観
③
―
「
師
資
相
承
」
と
「
自
誓
受
戒
」
の
位
置
―
」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、	

二
〇
二
二
）。

二
三 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
四
七
九
頁
。

二
四 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
一
五
五
頁
。
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二
五 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
一
五
五
頁
。

二
六 

光
天
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
十
月
に
霊
雲
寺
慧
光
に
随
っ
て
得
度
（
沙
弥
と
な
る
）
し
て
い
る
（
三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』

四
九
二
頁
）。

二
七 
三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
四
九
二
頁
。

二
八 
三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
四
九
一
頁
。

二
九 

三
好
龍
肝
『
霊
雲
寺
派
関
係
文
献
解
題
』
四
九
二
頁
。

三
〇 

お
そ
ら
く
戒
壇
院
で
の
受
戒
で
あ
ろ
う
か
ら
顕
戒
と
考
え
ら
れ
、
浄
厳
の
「
三
昧
耶
戒
式
」
は
用
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

三
一 

江
戸
期
に
も
自
誓
通
受
の
後
に
別
受
（
従
他
受
）
に
よ
る
受
戒
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
二 

大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
四
丁
左
～
五
丁
右
。

三
三 

本
文
中
に
朱
書
で
「
思
の
所
成
、
修
の
所
成
」
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
（
大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
四
丁
左
）。

三
四 

『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
の
「
然
る
に
『
瑜
伽
』
に
云
く
、
種
姓
を
具
す
る
者
の
方
に
能
く
発
心
す
。
即
ち
知
ん
ぬ
。
性
と
習
と
の
二
法
を

具
し
て
一
の
種
姓
を
成
す
」
に
お
け
る
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
該
当
箇
所
は
、「
本
地
分
中
菩
薩
地
第
十
五
初
持
瑜
伽
処
種
姓
品
第
一
」
中
、
菩

薩
の
発
心
の
因
縁
を
説
く
中
に
四
種
の
因
を
あ
げ
る
第
一
の
因
に
つ
い
て
述
べ
る
所
で
「
当
知
菩
薩
最
初
発
心
由
四
種
縁
四
因
四
力
…
（
中
略
）

…
云
何
四
因
。
謂
諸
菩
薩
種
姓
具
足
。
是
名
第
一
初
発
心
因
…
（
中
略
）
…
若
諸
菩
薩
六
処
殊
勝
従
無
始
世
展
転
伝
来
法
爾
所
得
。
当
知
是
名

種
姓
具
足
」（『
瑜
伽
師
地
論
』：『
大
正
蔵
』
巻
三
〇
、四
八
一
頁
上
～
中
段
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
華
厳
五
教
章
』
で
は
「
無
始
時
来

一
切
有
情
有
五
種
性
。
第
五
種
性
無
有
出
世
功
徳
因
故
…
（
中
略
）
…
其
有
種
性
者
。
瑜
伽
論
云
。
種
性
略
有
二
種
。
一
本
性
住
。
二
習
所
成
。

本
性
住
者
。
謂
諸
菩
薩
六
処
殊
勝
有
如
是
相
。
従
無
始
世
。
展
転
伝
来
法
爾
所
得
。
習
所
成
者
。
謂
先
串
習
善
根
所
得
。
此
中
本
性
。
即
内
六

処
中
意
処
為
殊
勝
。
即
摂
頼
耶
識
中
本
覚
解
性
為
性
種
性
…
（
中
略
）
…
然
瑜
伽
既
云
具
種
性
者
方
能
発
心
。
即
知
具
性
習
二
法
。
成
一
種
性
。

是
故
此
二
縁
起
不
二
。
随
闕
一
不
成
。
亦
不
可
説
性
為
先
習
為
後
」（『
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
』：『
大
正
蔵
』
巻
四
五
、四
八
五
頁
下
段
）
と

示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
瑜
伽
論
』
で
は
菩
薩
の
発
心
の
原
因
を
説
く
所
を
『
華
厳
五
教
章
』
で
は
種
姓
論
に
引
き
、
そ
の
引
用
以
降
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実相律師の戒律観④（佐竹）

の
部
分
も
合
わ
せ
て
『
華
厳
五
教
章
』
に
一
致
し
て
お
り
、実
相
が
こ
こ
で
示
し
た
一
文
は
『
華
厳
五
教
章
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
五 

本
文
中
に
朱
書
で
「
無
漏
智
種
」
と
加
筆
さ
れ
て
い
る
（
大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
四
丁
左
）。

三
六 

大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
五
丁
右
。

三
七 
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
に
お
け
る
「
即
ち
真
如
に
就
て
種
姓
を
立
つ
故
に
、則
ち
有
情
に
遍
じ
て
皆
な
尽
く
性
有
り
。『
涅
槃
』
と
『
勝
鬘
』

と
『
智
度
』
と
『
仏
性
』
と
『
宝
性
』
等
の
論
、
並
び
に
此
の
説
に
同
じ
。『
起
信
論
』
に
体
相
の
二
大
、
内
に
衆
生
に
薫
じ
て
、
真
如
の
用

大
を
外
縁
の
力
と
為
す
」
の
箇
所
は
、『
大
乗
起
信
論
』
の
「
真
如
熏
習
義
有
二
種
。
云
何
為
二
。
一
者
自
体
相
熏
習
、二
者
用
熏
習
…
（
中
略
）

…
用
熏
習
者
、
即
是
衆
生
外
縁
之
力
」（『
大
乗
起
信
論
』：『
大
正
蔵
』
巻
三
二
、五
七
八
頁
中
～
下
段
）
か
ら
の
取
意
引
用
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
対
し
て
『
華
厳
五
教
章
』
で
は
「
宝
性
論
中
。
約
此
終
教
。
以
事
従
理
深
細
而
説
故
。
就
真
如
明
性
種
性
。
是
故
仏
性
論
云
。
自
性
清
浄
心

名
為
道
諦
。
又
涅
盤
経
云
。
仏
性
者
名
第
一
義
空
。
第
一
義
空
名
為
智
慧
。
此
等
並
就
本
覚
性
智
説
為
性
種
。
其
習
種
亦
従
真
如
所
成
故
。
摂

論
云
。
多
聞
熏
習
。
従
最
清
浄
法
界
所
流
等
。
又
起
信
論
中
。
以
真
如
体
相
二
大
為
内
熏
因
。
真
如
用
大
為
外
熏
縁
」（『
華
厳
一
乗
教
義
分
斉

章
』：『
大
正
蔵
』
巻
四
五
、四
八
七
頁
下
段
）
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
勝
鬘
経
』
と
『
大
智
度
論
』
は
見
え
な
い
が
、『
涅
槃
経
』『
仏
性
論
』『
宝

性
論
』
か
ら
の
引
用
も
見
え
、
つ
ま
り
実
相
が
こ
こ
で
示
し
た
『
大
乗
起
信
論
』
は
『
華
厳
五
教
章
』
を
経
由
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三
八 

実
相
は
本
文
に
於
い
て
も
示
し
た
よ
う
に
頓
教
の
種
姓
（
資
質
）
を
「
唯
一
の
真
如
は
言
説
を
離
れ
た
も
の
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
『
華
厳
五
教
章
』
に
「
三
約
頓
教
明
者
。
唯
一
真
如
離
言
説
相
名
為
種
性
。
而
亦
不
分
性
習
之
異
。
以
一
切
法
由
無
二
相
故
。
是
故
諸
法

無
行
経
云
。
云
何
是
事
名
為
種
性
。
文
殊
師
利
。
一
切
衆
生
皆
是
一
相
。
畢
竟
不
生
離
諸
名
字
。
一
異
不
可
得
故
。
是
名
種
性
」（『
華
厳
一
乗

教
義
分
斉
章
』：『
大
正
蔵
』
巻
四
五
、四
八
七
頁
下
段
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
切
の
法
に
は
二
つ
の
異
な
る
姿
が
な
い
た
め
、
本
来
の

資
質
と
後
々
に
修
得
さ
れ
る
資
質
に
は
区
別
が
な
い
」
と
説
い
て
『
諸
法
無
行
経
』
の
説
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
相
は
頓
教
の
立
場
か

ら
種
姓
を
見
た
場
合
、『
華
厳
五
教
章
』
を
典
拠
と
し
て
衆
生
に
は
本
来
平
等
な
種
姓
が
具
わ
っ
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
九 

『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
に
お
け
る
「『
華
厳
』
に
曰
く
、菩
薩
の
種
性
は
甚
深
廣
大
に
し
て
法
界
虚
空
と
等
し
と
」	

の
文
は
、『
華
厳
経
』（
六
十

華
厳
「
菩
薩
十
住
品
第
十
一
」）
の
該
当
す
る
所
に
「
諸
仏
子
、
菩
薩
種
性
甚
深
広
大
、
与
法
界
虚
空
等
。
一
切
菩
薩
従
三
世
諸
仏
種
性
中
生
」
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（『
華
厳
経
』：『
大
正
蔵
』
巻
九
、四
四
四
頁
下
段
）
と
あ
り
、『
華
厳
五
教
章
』
で
は
「
二
拠
別
教
種
性
甚
深
因
果
無
二
…
（
中
略
）
…
故
大
経
云
。

菩
薩
種
性
甚
深
広
大
。
与
法
界
虚
空
等
。
此
之
謂
也
」（『
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
』：『
大
正
蔵
』
巻
四
五
、四
八
八
頁
上
段
）
と
す
る
。『
華
厳
経
』

の
本
文
も
『
華
厳
五
教
章
』
に
お
け
る
引
用
も
同
文
で
あ
る
が
、他
と
同
様
に
『
華
厳
五
教
章
』
を
経
由
し
た
『
華
厳
経
』
の
引
用
で
あ
ろ
う
。

四
〇 
大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
五
丁
右
～
五
丁
左
。

四
一 
本
文
頭
注
に
「
解
法
師
語
を
明
す
に
、
羯
磨
の
文
義
を
解
さ
ざ
れ
ば
、
鸚
鵡
の
但
だ
其
の
語
を
襲
す
る
に
同原
文
マ
マ

ぜ
ず
」
と
あ
る
（
大
悲
王
院
所
蔵

『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
五
丁
左
）。

四
二 

本
文
中
に
朱
書
で
「
一
々
の
諸
戒
に
断
悪
・
修
善
・
利
生
の
義
、
具
足
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
是
を
一
々
戒
具
の
三
聚
と
言
ふ
」
と
加
筆
さ
れ
て

い
る
（
大
悲
王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
五
丁
左
）。

四
三 

本
文
頭
注
に
「
被
接
／
宜
く
通
行
に
依
っ
て
但
中
を
見
れ
ば
則
ち
別
教
来
り
接
す
。
不
但
中
を
見
れ
ば
則
ち
円
教
来
り
接
す
」
と
あ
る
（
大
悲

王
院
所
蔵
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
五
丁
左
）。

四
四 

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
）。

四
五 

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

四
六 

『
開
祖
即
禅
実
相
大
和
尚
伝
記
』
に
よ
れ
ば
神
鳳
寺
に
お
い
て
『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
佐
竹
隆
信
「
実

相
律
師
の
戒
律
観
③
―
「
師
資
相
承
」
と
「
自
誓
受
戒
」
の
位
置
―
」	『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
七
号	

、
二
〇
二
二
）。
　

　
お
そ
ら
く
行
用
と
し
て
受
戒
作
法
の
部
分
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
実
相
以
前
の
神
鳳
寺
に
お
け
る
次
第
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。た
だ
今
回
確
認
し
た
中
で
、実
相
は「
如
法
の
行
儀
」を
示
す
と
い
う
理
由
で
本
書
を
加
筆
し
て
い
る
た
め
、従
来
の
次
第
、

も
し
く
は
一
度
実
相
が
記
し
た
次
第
な
ど
に
不
満
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
改
め
た
可
能
性
も
あ
る
。
加
え
て
、
も
し
受
戒
作
法
に
大
き
な
相
違

点
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
教
理
的
な
部
分
を
補
い
修
学
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
実
相
、『
自
誓
通
受
菩
薩
戒
方
䡄
』、
神
鳳
寺
、
菩
薩
種
姓
、
自
誓
受
戒


