
仏
教
に
お
け
る
律
蔵
の
役
割

は
じ
め
に

仏
教
は
本
来
、
輪́
郭
の
は
っ
き
り
し
た
宗
教
で
あ

っ
た
。
三
帰
依
文

に
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
仏
、
法
、
僧
と
い
う
二

つ

の
も
の
の
集
合
体
、
す
な
わ
ち
三
宝
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
仏

（ω
」
Ｑ
ら

，
こ

と
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
で
あ
り
、
法

（∪
Ｆ
鶴
日
じ

と
は
そ
の
シ
ャ
カ
ム
ニ
に
よ

っ
て
説
か
れ
た
教
え
、
そ
し
て
僧

（∽
や

お
”
す
じ

と
は
、
そ
の
法
に
し
た
が

っ
て
出
家
生
活
を
送
る
仏
教
修
行

者
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
指
す
。
こ
の
三
者
が
揃

っ
た
と
こ
ろ
に
仏
教

と
い
う
宗
教
は
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
三
者
す
べ
て

が
揃
わ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
本
当
の
仏
教
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
生
存
時
な
ら
ば
、
こ
の
三
宝
が
指
す
対

象
は
具
体
的
事
物
と
ｔ
て
現
前
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
見

間
違
い
よ
う
も
な
か

っ
た
。
仏
之
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
、
法
と
は
シ
ャ
カ
ム

ニ
の
口
か
ら
出
る
言
葉
、
そ
し
て
僧
と
は
、
シ
ャ
カ
ム
ニ
を
慕

っ
て
出

佐

々

木

家
修
行
し
て
い
る
修
行
者
た
ち
を
指
し
て
い
た
。
仏
教
は
き
わ
め
て
明

確
な
輪
郭
を
持

つ
宗
教
集
団
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
シ
ャ
カ
ム
ニ
亡
き
後
、
仏
教
は
多
様
化
の
道
を
歩
み
始
め

る
。
当
初
は
他
の
宗
教
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
穏
や
か
な
形
で
の
教
義

の
ぶ
れ
が
生
じ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
乗
仏
教
の
発
生
に

よ

っ
て
こ
の
多
様
化
の
動
き
は
極
度
に
加
速
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教

に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
革
新
的
な
思
想
、
教
義
が
次
々
と
林
立
す
る
よ

う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
経
緯
に
関
し
て
こ
こ
で
詳
説
す
る

余
裕
は
な
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
注
に
挙
げ
た
研
究
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
と
も
か
く
大
乗
仏
教
の
発
生
に
よ

っ
て
仏
教
は
そ
の

実
質
的
内
容
を
大
き
く
変
更
し
た
。
た
だ
し
、
外
的
枠
組
み
と
し
て
の

三
宝
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
仏
教
の
身
分
証
明
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

ら
、
形
式
と
し
て
は
保
持
さ
れ
た
。

つ
ま
り
仏
教
が
仏
、
法
、
僧
の
三

要
素
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
と
い
う
原
則
は
守
ら
れ
続
け
た
が
、
そ
の
実

際
の
中
身
は
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
宝
の

０



●

一
つ
で
あ
る
仏
は
先
に
言

っ
た
よ
う
に
、
本
来
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
と
い
う

一
個
人
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
多
仏
思
想
、
菩
薩
思
想
の
発
生

に
よ
り
、
そ
こ
に
は
多
種
多
様
な
仏
や
、
さ
ら
に
は
菩
薩
ま
で
が
入
り

込
み
、
そ
れ
ら
崇
敬
の
対
象
が
総
体
と
し
て
仏
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
三
帰
依
に
よ

っ
て
仏
教
信
者
と

な
っ
た
者
が
、
シ
ャ
カ
ム
ニ
で
は
な
く
例
え
ば
阿
弥
陀
如
来
や
、
あ
る

い
は
観
音
菩
薩
を
自
己
の
最
大
の
崇
敬
対
象
と
し
て
も
な
ん
ら
問
題
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
三
宝
の
第
二
番
目
で
あ
る
法

も
、
そ
の
内
容
は
多
様
化
し
、
大
き
く
変
化
し
た
。
本
来
、
阿
含
に
代

表
さ
れ
て
い
た
初
期
仏
教
の
教
え
は
次
第
に
副
次
的
な
も
の
と
な
り
、

大
乗
各
派
が
考
え
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
や
教
義
、
修
行
階
梯
が
法

の
中
身
と
し
て
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
具

体
的
表
出
こ
そ
が
大
乗
経
典
で
あ
る
。
こ
う
し
て
三
宝
の
う
ち
の
仏
と

法
は
、
そ
の
中
身
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
シ
ャ
カ
ム
ニ
時
代
の
仏
教
と

は
大
幅
に
異
な
る
新
た
な
宗
教
運
動

へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
第
二
番
目
の
僧
は
さ
ほ
ど
重
大
な
変
化
を
被
ら
な

（２
）

か

っ
た
。

仏
と
法
が
い
ず
れ
も
、
仏
教

の
教
理
的
領
域
と
対
応
す
る
の
に
対
し

て
、
僧

つ
ま
リ
サ
ン
ガ
と
は
、
実
際
に
修
行
生
活
を
送
る
修
行
者

の
集

団
を
意
味
す
る
。
在
家
生
活
を
捨

て
て
僧
形
と
な
り
、　
一
切

の
生
産
活

動
を
放
棄
し
て
仏
道
修
行
に
専
心
す
る
人
々
の
集
ま
り
と
し
て
規
定
さ

れ
た
も
の
が
サ
ン
ガ
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
や
法
の
よ
う
な
抽
象
的
概
念

で
は
な
く
、
実
際
に
生
活
す
る
人
間
の
形
態
で
あ
る
か
ら
、
た
や
す
く

変
更
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
仏

教
修
行
者
の
生
活
形
態
が
、
仏
教
側
の
勝
手
な
思
い
で
作
ら
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
外
部
の

一
般
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
る
理
想
的
修
行
世
界
の

イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
般
社
会
か
ら
の
好
意
に
頼

っ
て
生
計
を
立
て
る
以
上
、
仏
教
サ
ン
ガ

が

一
般
社
会
の
意
向
を
無
視
し
て
全
く
独
自
の
生
活
形
態
を
採
用
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
教
修
行
者
の
生
活
形
態
は
、
常
に

外
部
社
会
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
形
で
営
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
た
や
す
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
徒
。

こ
こ
に
仏
お
よ
び
法
と
、
サ
ン
ガ
と
の
間
の
変
遷
過
程
の
相
違
が
現
れ

て
く
る
。
仏
と
法
は
大
き
く
変
容
し
、
そ
し
て
サ
ン
ガ
は
変
わ
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
発
生
後
も
、
サ
ン
ガ
の
形
態
は
変
化
し

な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
基
本
構
造
は
、
イ
ン
ド
仏
教

史
全
体
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
僧
団
生

活
の
骨
格
と
な
り
、
生
活
方
法
を
厳
し
く
規
定
し
て
い
た
規
則
が
律
蔵

（く
３
“
Ч
”
り
い一”
ド
“
）
で
ぁ
る
。
し
た
が
っ
て
律
蔵
は
、
イ
ン
ド
仏
教
の

誕
生
か
ら
終
焉
ま
で
、
変
わ
る
こ
と
な
く

一
貫
し
て
強
い
効
力
を
持
ち

続
け
た
希
有
な
る
仏
典
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

以
上
の
考
察
は
、
あ
く
ま
で
仏
と
法
の
内
容
を
大
幅
に
変
更
し
た
、



あ
る
特
定
の
仏
教
世
界
に
限

っ
て
の
話
で
あ
る
。
我
々
は
そ
う
い
っ
た

特
定
の
仏
教
世
界
を
大
乗
仏
教
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
ｔ
て
、
仏
と
法
の

内
容
を
変
更
し
な
か

っ
た
、
あ
る
い
は
変
更
す
る
こ
と
に
強
く
抵
抗
し

た
仏
教
も
あ

っ
た
。
今
で
い
う
な
ら
ば
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
に
広
ま

っ
て
い
る
上
座
仏
教
、
大
乗
側
か
ら
の
蔑
称
で
い
う
な
ら
小

乗
仏
教
の
世
界
で
あ
る
。
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
に
依
る
な
ら
、
イ
ン
ド
本

国
で
後
か
ら
現
れ
た
大
乗
仏
教
が
、
そ
れ
ま
で
の
小
乗
仏
教
を
駆
逐
し
、

そ
の
た
め
イ
ン
ド
は
大
乗
仏
教
を
主
流
と
す
る
国
に
な
り
、　
一
方
、
大

乗
の
影
響
が
及
ば
な
か

っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
の
南
方
国
で
は
小
乗
仏

教
が
生
き
残

っ
た
と
い
う
構
図
が
浮
か
ん
で
く
る
。
し
か
し
最
近
多
く

の
研
究
者
が
こ
の
構
図
を
否
定
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
本
国
に
お
い
て
常

に
主
流
で
あ

っ
た
の
は
大
乗
仏
教
で
は
な
く
小
乗
仏
教
で
あ
り
、
大
乗

は
あ
く
ま
で
マ
イ
ナ
ー
な
周
辺
的
運
動
で
あ

っ
た
と
い
う
主
張
を
展
開

し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
自
体
も
ま
た
、
仏
、
法
、
僧
の
三
宝
を
最

初
期
の
ま
ま
に
保
持
す
る
上
座
仏
教
国
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
イ
ン
ド
が
途
中
で
大
乗
仏
教
国
に
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
上
座

仏
教
を
保
持
し
続
け
た
の
か
と
い
う
点
は
い
ま
だ
議
論
の
分
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
大
乗
仏
教
と
は
別
に
、
三
宝
す
べ
て
を

変
更
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
保
持
し
続
け
よ
う
と
し
た
仏
教
世
界
も
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
世

界
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
律
蔵
は
現
在
に
至
る
ま
で
、

仏
教
サ
ン
ガ
内
の
法
律
と
し
て
そ
の
権
威
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
　

日
本

の
仏
教
僧
団

上
座
仏
教
で
あ
れ
、
大
乗
仏
教
で
あ
れ
、
イ
ン
ド

（お
よ
び
南
方
諸

国
）
の
仏
教
の
サ
ン
ガ
の
形
態
は
終
始
変
わ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
こ
で

は
律
蔵
が
法
律
と
し
て
強
い
強
制
力
を
持

っ
て
い
た
。
こ
の
状
況
が
変

化
す
る
の
は
日
本
仏
教
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
の

中
国
仏
教
の
時
代
で
あ
る
。
中
国
仏
教
に
お
い
て
サ
ン
ガ
の
形
態
が
ど

れ
ほ
ど
変
化
し
た
の
か
、
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
清
規
と
い
う
、

律
蔵
と
は
別
個
の
規
定
集
を
作

っ
た
禅
宗
僧
団
の
存
在
を
考
え
る
な
ら
、

禅
宗
の
成
立
に
伴

っ
て
、
律
蔵
を
用
い
な
い
新
た
な
か
た
ち
の
サ
ン
ガ

が
発
生
し
た
と
も
推
測
で
き
る
の
だ
が
、
禅
宗
僧
団
が
本
当
に
律
蔵
を

全
く
放
棄
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
現
段
階

で
は
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
あ
る
程
度
サ
ン
ガ
の
形
態
が
変
化
し
た
ら

し
い
と
だ
け
言

っ
て
お
く
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
私
の
方
が
識
者
の

方
々
か
ら
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

次
に
日
本
で
あ
る
。
日
本
で
は
仏
教
伝
来
の
時
点
で
仏
と
法
の
二
宝

は
い
ち
早
く
導
入
さ
れ
た
。
仏
の
象
徴
と
し
て
の
仏
像
と
、
法
の
象
徴

で
あ
る
経
典
が
渡
来
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
完
了
し
た
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
、
法
の
二
宝
を
仏
像
、
経
典
と
い
う

”



具
体
的
物
体
に
仮
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な

っ
た
方

策
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
仏
と
法
の
抽
象
性
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
サ
ン
ガ
の
移
入
は
困
難
を
極
め
た
。
そ
れ
は
国
外
か
ら

日
本

へ
実
際
に
修
行
僧
の
集
団
が
移
住
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
僧

侶
が
個
別
に
ば
ら
ば
ら
と
日
本

へ
や
っ
て
く
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。

律
の
規
定
に
よ
れ
ば
サ
ン
ガ
が
成
立
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
四
人

の
比
丘

（ま
た
は
比
丘
尼
）
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
最
低

四
人
の
修
行
者
が
集
団
で
日
本
に
移
り
住
み
、
そ
こ
で
界

（出
日
し

を
設
定
し
た
時
点
で
初
め
て
サ
ン
ガ
が
日
本
に
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
有
効
な
受
戒
儀
式
が
成
立
す
る

た
め
に
は
最
低
十
人

（比
丘
サ
ン
ガ
の
場
合
、
辺
境
地
で
は
五
人
）
の

修
行
者
が
必
要
と
い
う
規
定
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
の
人
数
が
い
な

け
れ
ば
、
受
戒
儀
式
に
よ

っ
て
、
そ
の
地
で
新
た
な
修
行
者
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
地
元
の
人
間
が
新
た
な
修
行
者
と
し
て
サ
ン
ガ

に
参
入
し
て
こ
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
そ
の
サ
ン
ガ
は
死
滅
し
て
し
ま
う
。

し
た
が

っ
て
、
サ
ン
ガ
を
導
入
す
る
た
め
に
は
、
最
低
五
人
の
比
丘
が

揃

っ
て
日
本

へ
渡
来
し
、
界
を
設
定
し
て
サ
ン
ガ
を

つ
く
り
、
し
か
も

正
式
な
受
戒
作
法
に
則

っ
て
次
々
に
日
本
人
の
比
丘
を
生
産
す
る
と
い

う
シ
ス
テ
ム
を
完
全
に
整
え
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
整
備
は
鑑
真

一
行
の

渡
来
を
待

っ
て
初
め
て
可
能
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
鑑
真
に
よ
る
受
戒

の
執
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
初
め
て
、
日
本
は
三
宝
す
べ
て
を

保
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
真

の
仏
教
国
と
し
て
内
外
に
承
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
の
仏
教
導
入
は
中
央
政
権
が
国
策
と
し
て

行

っ
た
事
業

で
あ
り
、
導
入
さ
れ
た
仏
教

に
は
国
家
宗
教
と
し
て
の
働

き
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
サ
ン
ガ
独
自

の
法
律
集
で
あ
る
律
蔵

は
軽
視
さ
れ
、
サ
ン
ガ
は
僧
尼
令
と
い

っ
た
国
家

の
法
令
に
沿

っ
て
運

営
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

メ
ン
バ
ー
調
達
の
た
め
に
必
要
な
受
戒
儀

式
だ
け
は
律
蔵

の
規
定

に
沿

っ
て
忠
実
に
行
わ
れ
た
が
、
律
蔵
そ
の
も

の
は
実
効
性
を
失

い
、
経
典
や
論
書
と
同
じ
レ
ベ
ル
の

一
種
の
教
理
書

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
日

本
仏
教
は
、
そ
の
導
入

の
最
初
期
段
階
か
ら
、
律
蔵
に
沿

っ
た
サ
ン
ガ

の
運
営
を
国
家
に
よ

っ
て
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
異
常
な
状
況
に
置
か
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て

つ
い
に
、
仏
、
法
、
僧
と
い
う
三

宝
の
す
べ
て
が
、

シ
ャ
カ
ム
ニ
時
代
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
形
態
を
持

つ
、
新
奇
な
仏
教
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
律
宗
の
よ
う
に
律

蔵
に
基
づ
く
僧
団
生
活
を
理
想
と
し
、
そ
の
実
現
を
目
指
し
た
集
団
も

あ

っ
た
が
、
そ
の
動
き
が
日
本
仏
教

の
大
勢
と
な
る
に
は
至
ら
ず
、
大

方
の
仏
教
教
団
は
真

の
サ
ン
ガ
を
持
た
な
い
ま
ま
に
独
自
の
宗
教
形
態

を
造
り
だ
し
て
い

っ
た
。

仏
教

の
出
家
者
と
は
、
出
家

・
受
戒
の
儀
式
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ

り
、
在
家
生
活
を
捨

て
て
僧
形
と
な
り
、
サ
ン
ガ
と
い
う
共
同
体

の
中



で
律
蔵
に
従

っ
た
生
活
を
送
る
者
を
意
味
す
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
し

て
い
な
い
者
は
出
家
者
で
は
な
い
。
そ
し
て
日
本
仏
教
の
場
合
、
こ
の

条
件
を
満
た
し
て
生
活
す
る
出
家
者
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

日
本
に
真
の
サ
ン
ガ
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
極
論
す
る
な
ら
日

本
の
仏
教
は
、
三
宝
で
は
な
く
二
宝
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
不
完

全
な
仏
教
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
日
本
仏
教

の
欠
陥
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
が
生
み
出
し
た
仏
教
の
新
た
な
形

態
と
し
て
是
認
す
る
か
は
各
人
の
思
い
に
依
る
か
ら
、
と
や
か
く
言
う

こ
と
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
日
本
の
仏
教
が
、

シ
ャ
カ
ム
ニ
以
来
の
伝
統
的
仏
教
と
は
根
本
的
に
相
違
す
る
、
異
質
な

宗
教
に
変
貌
し
て
い
る
と
い
う
点
は
明
確
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
し
、
確
固
た
る
サ
ン
ガ
組
織
の
上
に
成
立
し
た
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
世

界
か
ら
も
逸
脱
し
た
形
態
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
仏
教
は
自
己
の
正

当
性
を
、
伝
統
や
権
威
の
力
で
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
の

仏
教
は
仏
と
法
の
二
宝
だ
け
で
成
り
立

つ
異
質
な
仏
教
で
あ
る
か
ら
、

過
去
の
流
れ
と
は
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
。
日
本
仏
教
は

シ
ャ
カ
ム
ニ
の
仏
教
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
正
当
な
る
仏

教
で
あ
る
、
と
か
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
教
え
を
正
し
く
護
持
し
て
い

る
か
ら
大
乗
の
本
流
で
あ
る
、
と
い
っ
た
過
去
の
権
威
に
基
づ
く
正
当

性
の
主
張
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
日
本
仏
教
が
ま

っ
と
う

な
仏
教
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
日
本
仏
教
が
示
す
独
自

性
そ
れ
自
体
の
優
秀
さ
を
証
明
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
作
業
は

一
種
、

宗
学
的
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
各
宗
派
が
己
が
教
義
の
正
当
性
を

主
張
す
る
状
況
と
似
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ

一
般
の
宗
学
と
異
な

る
点
は
、
自
宗
の
特
性
が
本
来
の
イ
ン
ド
仏
教
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

単
に
自
宗
の
す
ぐ
れ
た
点
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
。
そ
れ

が
イ
ン
ド
仏
教
よ
り
も
宗
教
的
に
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

宗
派
外
の

一
般
の
人
た
ち
で
も
納
得
で
き
る
論
理
性
を
も

っ
て
説
明
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
作
業
が
完
成
し
て
初
め
て
、
サ
ン
ガ
組
織
を
放

棄
し
た
日
本
仏
教
も
、
正
し
く
仏
教
を
名
乗
る
権
利
を
持

つ
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
律
蔵
に
基
づ
く
サ
ン
ガ
組
織
の
問
題
点
を
考
察
し
、

日
本
仏
教
が
新
た
に
僧
宝
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
場
合
の
基
準
を
明
確

化
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
律
の
導
入
を
否
定
さ
れ
、
僧
宝
の
な
い
、

二
宝
だ
け
の
仏
教
を
受
用
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
日
本
仏
教
が
、
新
た

に
僧
宝
を
創
成
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
本
家
イ
ン
ド
の
仏
教
よ
り
も

一

層
す
ぐ
れ
た
僧
宝
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て

な
ん
ら
か
の
答
を
提
示
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



一
一　
律
蔵

の
問
題
点

日
本
仏
教
に
僧
宝
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
律
蔵
を
導
入
し

て
イ
ン
ド
仏
教
時
代
の
サ
ン
ガ
組
織
を
再
構
成
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と

は
全
く
非
現
実
的
な
こ
と
で
あ
る
０
現
実
の
日
本
社
会
に
お
い
て
活
動

し
て
い
る
各
教
団
は
、
律
な
き
仏
教
世
界
の
中
か
ら
発
生
し
て
き
た
も

の
で
あ
り
、
僧
宝
を
持
た
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

根
本
教
義
か
ら
構
成
員
の
日
常
生
活
ま
で
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
、
「
律

蔵
が
な
い
」
こ
と
が
大
前
提
な
の
で
あ
和
。
こ
こ
に
無
理
矢
理
律
蔵
を

導
入
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
方
法
が
な
い
。
お
そ
ら
く
日
本
の
仏
教

宗
派
の
ほ
と
ん
ど
は
、
古
来
の
律
蔵
を
そ
の
ま
ま
導
入
ｔ
よ
う
と
す
れ

ば
、
根
本
教
義
自
体
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
て
教
団
は
崩
壊
す
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
二
千
年
以
上
前
の
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
考
案
さ
れ
た

律
蔵
の
生
活
形
態
を
現
代
日
本
の
社
会
状
況
で
実
践
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
「
三
衣

一
鉢
を
持
ち
、　
一
切
の
乗
り
物
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
、
托
鉢
に
頼
る
修
行
生
活
が
今
の
日
本
で
は
成
り
立
た
な
い
。
こ

の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、
も
は
や
日
本
で
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン

ガ
を
再
現
す
る
こ
と
な
ど
全
く
不
可
能
に
し
て
無
意
味
な
企
て
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
時
と
し
て
こ
の
よ
う

な
議
論
を
根
拠
と
ｔ
て

「
だ
か
ら
日
本
仏
教
に
律
蔵
な
ど
必
要
な
い
の

だ
」
と
い
う
意
見
が
発
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
そ
れ
は
不
必
要
な
規
則
で
あ
る
と
い
う
論
理
は
詭
弁
で
あ
り
、
悪
質

な
居
直
り
と
も
い
え
る
。
本
来
あ

っ
た
僧
宝
が
失
わ
れ
、
二
宝
だ
け
の

仏
教
と
な

っ
た
こ
と
は
、
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
不
可
抗

力
と
は
い
え
、
自
己
を
規
制
す
る
法
律
を
失

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本

の
仏
教
は
確
か
に
堕
落
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
日
本
の
仏
教
は

僧
宝
を
失

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
そ
の
ハ
シ

デ
ィ
を
建
設
的
に
克
服
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
導
入
に
失
敗
し
た
律
蔵
を
補
完
す
る
た
め
に
は

一

体
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
、
私
見
を
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
律
蔵
は
仏
教
僧
団
の
法
律
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
修
行
者
が
悟
り
を
得
る
た
め
の
規
範
と
し
て
作

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
悟
り
を
得
る
た
め
に
規
定
さ
れ
て
い
る
行
動

規
範
は
戒
で
あ

っ
て
律
で
は
な
い
。
律
は
、
仏
教
サ
ン
ガ
と
い
う
特
殊

な
集
団
が
、
外
部
の

一
般
社
会
と
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
作

成
さ
れ
た
法
律
集
で
あ
る
。　
一
切
の
生
産
活
動
を
放
棄
し
、
外
部
社
会

の
好
意
に
頼

っ
て
生
計
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
仏
教
サ
ン
ガ
は
、
外
部

か
ら
の
布
施
だ
け
が
唯

一
の
拠
り
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
道
が
途
絶
え

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
己
が
行
動
を
正
し
く
律
ｔ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
外
部
社
会
か
ら
紫
楚
を
か
う
よ
う
な
行
為
は
す
べ
て
慎
ま
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
サ
ン
ガ
構
成
員
が
と
る
べ
き
行
動
を
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条
文
化
し
た
も
の
が
律
蔵
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ン
ガ
は
禁
欲
社
会
で
あ

る
か
ら
子
供
を

つ
く
る
こ
と
が
で
き
ず
、
血
脈
に
よ
る
後
継
者
は
存
在

し
な
い
。
後
継
者
を
育
成
し
て
サ
ン
ガ
を
継
続
的
に
維
持
し
て
い
く
た

め
に
は
、
外
部
社
会
か
ら
の
新
規
参
入
者
を
常
に
受
け
入
れ
続
け
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
聖
な
る
世
界
と
し
て
の
サ
ン
ガ
の

優
秀
性
が
世
間
に
認
知
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
い
く
ら
出
家
の
功

徳
を
説
い
て
も
、　
一
般
の
人
々
が
サ
ン
ガ
を
立
派
な
修
行
社
会
で
あ
る

と
認
め
て
く
れ
な
け
れ
ば
誰
も
そ
こ
に
参
入
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
認
知
を
得
る
た
め
に
も
、
サ
ン
ガ
の
修

行
者
た
ち
は
律
蔵
に
基
づ
い
た
正
し
い
行
動
を
と
る
必
要
が
あ

っ
た
の

（‐２
）

で
あ
る
。

経
と
律
は
原
則
と
し
て
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
直
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
律

を
サ
ン
ガ
の
法
律
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
経
と
の
根
本
的

相
違
点
が
自
ず
か
ら
生
じ
て
ぐ
る
。
経
は
悟
り
の
た
め
の
教
説
で
あ
る

か
ら
、
仏
教
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
の
真
理
と
し

て
の
権
威
を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
シ
ャ

カ
ム
ニ
の
悟
り
の
体
験
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
徒
と

し
て
は
決
し
て
容
認
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
後
の
大
乗
仏
教
は
、
阿

含
経
の
教
説
を
批
判
し
、
新
た
に
独
自
の
教
義
を
提
示
し
て
き
た
が
、

そ
の
場
合
も
阿
含
を
誤

っ
た
も
あ

と
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

シ
ャ
カ
ム
ニ
が
阿
含
で
は
言
い
尽
く
せ
な
か

っ
た
、
よ
り
深
い
真
理
を

開
示
す
る
の
が
大
乗
で
あ
る
と
い
う
建
前
を
と

っ
た
。
し
た
が

っ
て
大

乗
経
典
は
、
阿
含
を
と
び
越
え
て
直
接
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
真
意
に
結
び

つ

く
経
と
し
て
、
自
己
の
権
威
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、

シ
ャ
カ
ム
ニ
が
説
い
た
悟
り
の
教
説
を
普
遍
的
真
理
と
し
て
扱

っ
て
い

る
点
は
変
わ

っ
て
い
な
い
。
現
実
の
歴
史
の
中
で
経
の
内
容
が
ど
れ
ほ

ど
変
化
し
た
と
し
て
も
、
建
前
上
、
経
が
説
く
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
言
葉
は

絶
対
に
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
根
本
原
理
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
律
の
場
合
は
状
況
が
違
う
。
そ
れ
は
サ
ン
ガ
と

一
般

社
会
の
関
係
を
円
滑
に
保

つ
た
め
の
法
律
で
あ
る
か
ら
、
外
部
社
会
の

変
化
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

一

般
の
法
律
を
考
え
て
み
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家

の
法
律
は
国
民

一
人

一
人
の
人
間
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
制
定
さ
れ

て
い
．る
の
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
、
国
家
と
い
う
独
立
共
同
体
を
円

滑
に
運
営
し
、
個
々
人
が
自
己
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
場
を

確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
世
界
は
時
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
か
ら
、
国
家
の
置
か
れ
る
立
場
も
刻
々
と
変
化
す
る
。
変
化
す
る

状
況
の
中
で
時
に
応
じ
て
最
良
の
運
営
方
法

へ
と
舵
を
取

っ
て
い
く
た

め
に
は
法
律
も
適
宜
変
更
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
状
況
変
化
を

考
慮
せ
ず
、
法
律
を
不
変
の
真
理
で
あ
る
か
の
如
く
に
固
守
す
る
な
ら
、

や
が
て
国
家
が
お
か
れ
た
現
実
と
の
間
に
深
刻
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、

国
家
の
存
立
そ
の
も
の
が
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が

っ

”
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て
い
か
な
る
法
律
も
、
適
切
な
改
正
規
定
と
い
う
も
の
を
持

っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
改
正
規
定
の
な
い
法
律
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
そ

も
そ
も
法
律
と
呼
ぶ
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
る
共
同

体
は
必
ず
時
の
流
れ
の
中
で
衰
滅
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

今
で
こ
そ
戒
と
律
は
す

っ
か
り
混
同
さ
れ
、
戒
律
と
い
う
語
で

一
括

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
来
両
者
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
律
と
は
サ

ン
ガ
の
法
律
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

証
拠
が
、
「小
学
処
の
改
変
問
題
」
で
あ
る
。
パ
ー
リ
律
か
ら
そ
の
箇

所
を
和
訳
し
て
以
下
に
示
す
。
仏
滅
後
の
第

一
結
集
に
お
い
て
、
大
迦

葉
が
阿
難
の
失
敗
を
列
挙
し
て
非
難
す
る
場
面
で
あ
る
。

さ
て
、
具
寿
阿
難
は
長
老
比
丘
た
ち
に
次
の
よ
う
に
言

っ
た
。

「尊
者
よ
、
世
尊
は
般
浬
槃
さ
れ
る
時
、
私
に
次
の
よ
う
に
告
げ

ら
れ
ま
し
た
。
『
阿
難
よ
、
私
の
亡
き
後
、
サ
ン
ガ
が
望
む
な
ら

些
細
な
学
処

。
よ
り
些
細
な
学
処

（律
の
条
文
の
こ
と
）
を
放
棄

し
て
も
よ
い
」
と
」
。
「
具
寿
阿
難
よ
、
そ
れ
で
あ
な
た
は
世
尊
に

『
で
は
尊
者
よ
、
些
細
な
学
処

・
よ
り
些
細
な
学
処
と
は
何
で
す

か
』
と
尋
ね
ま
し
た
か
」
。
「
い
い
え
、
尊
者
よ
、
私
は
世
尊
に

『
で
は
尊
者
よ
、
些
細
な
学
処

。
よ
り
些
細
な
学
処
と
は
何
で
す

か
』
と
は
尋
ね
ま
せ
ん
で
し
た
」
。
そ
れ
で
、
あ
る
長
老
た
ち
は

「
四
条
の
波
羅
夷
罪
以
外
の
残
り
が
些
細
な
学
処

・
よ
り
些
細
な

学
処
だ
」
と
言

っ
た
。
ま
た
あ
る
長
老
た
ち
は

「
四
条
の
波
羅
夷

罪
と
十
三
条
の
僧
残
罪
以
外
の
残
り
が
些
細
な
学
処

。
よ
り
些
細

な
学
処
だ
」
と
言

っ
た

（以
下
、
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
る
。
訳

は
省
略
）
。
す
る
と
旦
雲
纂
（迦
葉
は
サ
ン
ガ
に
告
げ
た
。
「
具
寿
よ
、

サ
ン
ガ
は
聞
き
た
ま
え
。
我
々
の
学
処
に
は
在
家
者
に
関
わ
る
も

の
が
あ
る
。
在
家
者
で
あ

っ
て
も
、
『
こ
れ
は
釈
子
沙
門
た
ち
に

適
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
適
さ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
も
し
我
々
が
些
細
な
学
処

。
よ
り
些
細
な

学
処
を
放
棄
し
た
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
者
が
で
て
く
る
だ
ろ

う
。
『
荼
毘
の
時
に
至
る
ま
で
、
沙
門
ゴ
ー
タ
マ
に
よ

っ
て
声
聞

た
ち
の
た
め
に
学
処
が
制
定
さ
れ
た
。
彼
ら
の
師
が
お
ら
れ
た
間

は
、
彼
ら
は
学
処
を
学
し
て
い
た
が
、
彼
ら
の
師
が
般
涅
槃
す
る

と
、
今
や
彼
ら
は
学
処
を
学
ば
な
く
な

っ
た
』
と
。
も
し
サ
ン
ガ

が
時
機
適
切
と
考
え
る
な
ら
、
サ
ン
ガ
は
制
定
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
制
定
せ
ず
、
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
断
絶
す
る
こ
と
は
じ

な
い
。
制
定
さ
れ
て
い
る
学
処
に
従

っ
て
、
受
持
し
て
い
こ
う
。

こ
れ
が
提
議
で
あ
る

（以
下
、
こ
の
提
議
を
皆
に
確
認
し
、
反
対

意
見
が
な
か

っ
た
こ
と
を
も

っ
て
確
定
す
る
。
訳
は
省
略
）
。

こ
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
シ
ャ
カ
ム
ニ
は
遺
言
と
し
て
、
自

分
の
制
定
し
た
律
の
規
則
を
場
合
に
よ

っ
て
は
廃
棄
し
て
も
よ
い
と
言

い
残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
律
蔵
が
不
変
の
真
理
で
は
な
く
、
変
更

可
能
な
法
律
と
し
て
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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螢

と
こ
ろ
が
残
さ
れ
た
弟
子
た
ち
は
、
そ
の
変
更
の
た
め
の
基
準
が
分
か

ら
な
か
っ
た
た
め
、
と
も
か
く
現
存
の
規
則
に

一
切
手
を
加
え
る
こ
と

な
く
、
そ
の
ま
ま
に
遵
守
し
て
い
く
と
い
う
方
針
を
採
用
ｔ
た
。
そ
れ

は
決
し
て
律
を
経
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
絶
対
的
真
理
と
考
え
て
の
こ
と
で

は
な
い
。
律
が
変
更
可
能
な
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
も
、
変
更
の

具
体
的
方
法
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
仕
方
な
く
こ
の
よ
う
な
方

針
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

「学
処
不
改
正
の
方
針
」
は
当
初
の
理
屈
を
離
れ
て

次

第

に
権

威

化

し

て

い
く
。
パ

ー

リ
律

捨

堕

２

諄

品
”
一百
‐

ｏ
３
【■
Ч
じ

の
第
十
五
条

で
は
、
シ
ャ
カ
ム

ニ
自
身
が
在
世
中

に

「制
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
制
定
せ
ず
、
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

断
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
制
定
さ
れ
て
い
る
学
処
に
従

っ
て
、
受
持
し

て
い
け
」
と
定
め
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
先
の
話
で
は
仏
滅
後
に
大

迦
葉
が
決
め
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
方
針
が
、
こ
こ
で
は
シ
ャ
カ
ム
ニ

自
身
の
言
葉
と
し
て
、　
つ
ま
り
絶
対
権
威
者
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
無

条
件
の
き
ま
り
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
時
代
と
と
も
に
さ
ら
に
強
ま
り
、
お
そ
ら
く
は
紀
元
後

に
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
根
本
説

一
切
有
部
律
」
お
よ
び
、
そ
の

「根
本
説

一
切
有
部
律
」
に
含
ま
れ
る
因
縁
諄
を
利
用
し
て
編
纂
さ
れ

た
）
く
ヽ
く
”
Ｑ
帥
●
”
の
段
階
に
な
る
と
、
「些
細
な
学
処

・
よ
り
些
細

な
学
処
」
を
守
ら
な
か

っ
た
比
丘
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
重
大
な
悪

業
を
為
し
た
こ
と
に
な
り
、
畜
生
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
話
が
創

作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
記
述
の
ひ
と

つ
を
和
訳
し
て
紹
介

し
て
お
く
。

比
丘
た
ち
よ
、
昔
、
こ
の
賢
劫

で
人
の
寿
命
が
二
十
万
才

で

あ

っ
た
時
、
カ
ー
シ
ュ
ヤ
パ
と
い
う
名
の
師
、
明
行
足
、
善
逝
、

世
間
解
、
無
上
士
、
調
御
丈
夫
、
天
人
師
、
仏
、
世
尊
が
世
間
に

お
生
ま
れ
に
な

っ
た
。
彼
は
、
ヴ

ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
の
町
を
乞
食

の
拠
り
所
と
し
て
、
仙
人
処
鹿
野
苑
に
住
し
て
お
ら
れ
た
。
彼
の

教
え
に
お
い
て
出
家
し
た
僧
団
管
理
役
の
者
が
い
た
が
、
彼
は
そ

こ
で
、
些
細
な
学
処

・
よ
り
些
細
な
学
処
を
軽
視
し
た
た
め
、
そ

の
業
の
異
熟
と
し
て
、
畜
生
に
生
ま
れ
た
。

シ
ャ
カ
ム
ニ
に
よ
っ
て

「放
棄
し
て
も
よ
い
」
と
言
わ
れ
た
は
ず
の

「些
細
な
学
処

。
よ
り
些
細
な
学
処
」
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
そ
れ
を

守
ら
な
い
こ
と
は
畜
生
界
に
生
ま
れ
る
悪
業
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
認

識
が
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
至

っ
て
は
、
も
は
や
律
蔵
の
規
定

を
変
更
す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
法
律
体
系
と
し
て

作
成
さ
れ
た
は
ず
の
律
蔵
が
こ
の
よ
う
に
権
威
化
し
、

つ
い
に
は
業
の

原
理
と
結
び

つ
い
て
絶
対
的
真
理
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

う
根
本
の
原
因
は
、
律
蔵
が
適
切
な
法
改
正
規
定
を
持

っ
て
い
な
い
こ

と
に
あ
る
。
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
遺
言
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は

置
く
と
し
て
も
、
初
期
段
階
で
法
改
正
シ
ス
テ
ム
が
正
し
く
設
定
さ
れ

一
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な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
律
の
基
本
理
念
は
忘
れ

去
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
律

蔵
が
法
律
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
時
代
の
中
で
次
第
に
失
わ
れ
て
い
き
、

そ
れ
を
絶
対
真
理
と
し
て
無
条
件
に
遵
守
し
て
い
く
傾
向
が
強
ま

っ
た

わ
け
だ
が
、
そ
う
な
る
と
ど
う
し
て
も
変
化
し
て
い
く
現
実
社
会
と
の

間
に
軋
蝶
が
生
じ
る
。
時
代
の
要
請
に
応
じ
た
法
改
正
が
で
き
な
け
れ

ば
、
サ
ン
ガ
は
社
会
か
ら
遊
離
し
、
壊
滅
の
危
機
が
生
じ
る
。
そ
れ
で

も
法
改
正
が
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
残
さ
れ
た
方
策
は
法
律
の
曲
解
や

拡
大
解
釈
で
切
り
抜
け
る
こ
と
以
外
に
な
い
。
実
際
、
イ
ン
ド
仏
教
僧

団
は
、
そ
う
い
っ
た
律
蔵
の
曲
解

・
拡
大
解
釈
を
さ
か
ん
に
行
い
、
骨

格
と
し
て
の
法
体
系
は
そ
の
ま
ま
に
保
ち
な
が
ら
も
、
現
実
社
会
に
対

応
で
き
る
よ
う
な
柔
軟
性
を
持

っ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
便
法
を

「
浄

法
」
と
い
う
。
も
し
シ
ャ
カ
ム
ニ
時
代
の
律
規
定
が
そ
の
ま
ま
厳
守
さ

れ
て
い
た
な
ら
、
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
仏
教
僧
団
は
、
早
い
時
期
に

運
営
が
困
難
と
な
っ
て
崩
壊
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
律
蔵
を
有
す
る
仏

教
教
団
が
い
ま
も
ア
ジ
ア
各
地
で
存
続
し
て
い
る
の
は
、
浄
法
の
お
陰

だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
律
蔵
を
経
蔵
と
同
様

の
絶
対
権
威
と
み
な
す
考
え
に
固
執
す
る
限
り
、
法
律
と
し
て
制
定
さ

れ
た
律
本
来
の
理
念
は
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

〓
一　
将
来

に
向
け

て
の
提
言

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
改
正
機
能
が
な
い
と
い
う
律
蔵

の
重
大
な
欠

陥
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
日
本
仏
教
が
独
自

の
価
値
を
主
張
し
、
イ
ン

ド
本
来
の
仏
教
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
要
は
こ
こ

に
あ
る
。
も
し
日
本

の
仏
教
が
、
適
切
な
改
正
機
能
を
持

つ

（
そ
れ
は

つ
ま
り
時
代
に
適
応
す
る
能
力
を
持

つ
と
い
う
意
味

で
あ
る
）
律
蔵
を

新
た
に
創
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
三
宝
を
完
備

し
た
本
来

の
正
統
仏
教
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
作
業

の
将
来

の
見
通
し
は
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。
律

蔵
を
必
要
と
し
な
い
既
成
仏
教
が
根
を
下
ろ
す
日
本
社
会

で
、

こ
の
よ

う
な
主
張
を
声
高
に
唱
え
た
と
こ
ろ
で
現
実
は
な
に
ほ
ど
も
動
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
私
は
む
し
ろ
欧
米
諸
国
の
よ
う
に
新
た
に
仏
教
を
導
入
し

よ
う
と
し
て
い
る
新
天
地

で
、
こ
う
い
っ
た
意
見
が
い
く
ぶ
ん
で
も
真

剣

に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
言
う
べ
き

こ
と
は
言

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
仮
に
日
本
仏
教
が
新
た
な

律
蔵

の
導
入
を
目
指
す
と
し
た
な
ら
、
い
か
な
る
問
題
を
ク
リ
ヤ
ー
し
、

い
か
な
る
手
順

で
そ
れ
を
実
行
す
べ
き
か
、
私
な
り
の
見
解
を
述

べ
て

本
稿

の
締
め
と
し
た
い
。

１
　
律
蔵
は
サ
ン
ガ
と
そ
れ
を
支
え
る

一
般
社
会
と
の
関
係
を
円
滑

に
維
持
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
仏
教
が
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理

出
家
宗
教
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
俗
世
の
生
活
を
捨
て
て
特
別

な
修
行
生
活
を
送
る
人
間
が
集
ま

っ
て
作
る
共
同
体
が
サ
ン
ガ
で
あ
る

か
ら
、
出
家
と
い
う
行
為
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
サ
ン
ガ
は
あ
り
得
な
い
。

サ
ン
ガ
が
な
け
れ
ば
律
蔵
も
必
要
な
い
。
し
た
が

っ
て
根
本
教
義
に
出

家
と
い
う
概
念
を
持
た
な
い
宗
派
の
場
合
、
そ
も
そ
も
律
蔵
の
導
入
自

体
が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
派
は
、
仏
教
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
日
本
独
自
の
新
宗
教
と
し
て
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
今
こ

こ
で
考
察
の
対
象
と
す
る

「
日
本
仏
教
」
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
は
適

当
で
は
な
か
ろ
う
。
新
た
な
律
の
導
入
が
必
要
な
の
は
あ
く
ま
で
シ
ャ

カ
ム
ニ
以
来
の
出
家
宗
教
を
本
義
と
す
る
宗
派
に
限

っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
各
宗
派
を
出
家
主

義
を
旨
と
す
る
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
に
峻
別
す
る
作
業
で
あ

る
。
そ
し
て
出
家
主
義
の
宗
派
だ
け
が
共
同
し
て
新
た
な
律
の
導
入
を

目
指
す
こ
と
に
な
る
。

２
　
律
蔵
は
外
部
社
会
と
の
関
係
の
う
え
で
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
‥、
新
た
な
規
則
を

つ
く
る
場
合
、
出
家
者
側
の
勝
手
な
思
惑
に

依
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
時
代
の
そ
の
社
会
が
仏
教
僧
団
に
求
め

る
姿
を
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
規
則
を
作
成
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
新
た
な
律
蔵
の
導
入
に
あ
た

っ
て
は
、
外

部
社
会
の
参
加
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
仮
に
今
、
日
本
の
僧
侶
が

一
般
に
向
か
っ
て

「新
た
な
律
を
作
る
の
で
ご
意
見
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
た
い
」
な
ど
と
訴
え
た
と
こ
ろ
で
、
事
の
本
質
を
理
解
し
な
い
ま

ま
で

一
般
の
人
た
ち
が
耳
を
貸
す
は
ず
も
な
い
。
先
立

つ
の
は
説
得
力

の
あ
る
説
明
で
あ
る
。
シ
ャ
カ
ム
ニ
以
来
の
仏
教
僧
団
の
理
念
を
説
き
、

律
蔵
と
い
う
も
の
の
存
在
価
値
を
説
き
、
そ
の
問
題
点
を
説
き
、
そ
し

て
新
た
に
律
を
導
入
す
る
た
め
の
手
順
を
説
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
僧
侶
自
身
が
こ
う
い
っ
た
事
項
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
教
僧
団
と
い
う
も
の
に

関
す
る
十
分
な
学
習
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、　
一
般
の

人
達
と
の
共
同
作
業
を
通
し
て
、
新
た
な
律
の
制
定
が
行
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

３
　
僧
侶
は
制
定
し
た
律
蔵
に
対
し
て
責
任
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

律
は
法
律
で
あ
る
か
ら
必
ず
罰
則
が
あ
る
。
シ
ャ
カ
ム
ニ
時
代
な
ら
ば

懲
罰
権
は
僧
団
側
に
あ
り
、
在
家
者
が
そ
こ
に
介
入
す
る
こ
と
は
な

か

っ
た
。
し
か
し
今
回
、
日
本
で
新
た
な
律
を
制
定
す
る
な
ら
、
上
の

２
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
必
ず

一
般
社
会
の
人
が
参
入
し
て

く
る
。
し
た
が

っ
て

一
般
社
会
の
影
響
力
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
時
代
以
上
に

強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
は
や
懲
罰
権
を
僧
団
だ
け
が
握
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
あ
る
規
則
を
犯
ｔ
た
僧
侶
に
対
し
て

は
、
僧
団
側
か
ら
は
僧
籍
剥
奪
、　
一
般
社
会
か
ら
は
布
施
の
停
止
と

い
っ
た
両
面
か
ら
の
懲
罰
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
３

１

現
在
の
日
本

の
僧
侶
が
、
個
々
人
で
は
な
く
、
教
団
全
体
と
し
て
こ
れ

”
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ほ
ど
の
責
任
を
取
る
覚
悟
が
あ

っ
て
初
め
て
新
た
な
律
の
導
入
が
可
能

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

４
　
適
切
な
法
改
正
機
能
が
必
要
で
あ
る
。
理
由
は
す
で
に
述
べ
た
。

そ
の
場
合
、
国
家
の
法
律
と
同
じ
く
、
法
改
正
は
単

一
の
機
関
だ
け
が

そ
の
権
限
を
持

つ
よ
う
に
設
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
派
毎
に

勝
手
に
法
改
正
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
瞬
時
に
し
て
全
法
体
系
が
瓦
解
し

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
機
関
に
は

一
般
人
が
参
入
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
則
を
作
り
、
そ
れ
が
そ
の
社
会
の
中
で
正

し
く
機
能
す
る
か
ど
う
か
を
常
に
チ

ェ
ッ
ク
し
、
問
題
が
あ
る
な
ら
即

座
に
改
正
す
る
、
と
い
う
手
順
の
中
で
は

一
般
の
人
達
に
も
承
認
権
が

与
え
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
原
則
に
沿

っ
て
真
剣
に
律
蔵
の
導
入
を
目
指
す
な
ら
、

日
本
の
仏
教
が
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

（か
も
し
れ
な

い
）
。
し
か
し
こ
れ
を
読
ま
れ
た
読
者
の
方
々
の
印
象
は
予
想
で
き
る
。

お
よ
そ
実
現
可
能
な
計
画
と
は
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ウ
ム
真
理
教
を
初
め
と
し
た
諸
宗
教
が
、
宗
教
意
識
の
強
い
若
者
を

惹
き
つ
け
る
現
象
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
既
成
教
団
が
適
切
な

対
処
法
を
見
出
せ
な
い
ま
ま

「
坐
し
て
死
を
待

つ
の
み
」
と
い
っ
た
姿

は
あ
ま
り
に
つ
ら
い
。
若
者
た
ち
が
現
代
の
新
し
い
宗
教
に
惹
か
れ
る

要
因
の
ひ
と

つ
に
、
「厳
格
な
行
動
規
範
を
持

つ
社
会
で
の
毅
然
と
し

た
生
活
」
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
上
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を

「
夢
物
語
」
「机
上
の
空
論
」
と
し
て
笑
い
飛
ば
す
わ
け
に
も
い
か
な
い

と
思

っ
て
い
る
。
宗
門
内
の
閉
じ
た
世
界
で
徒
党
を
組
み
、
出
家
の
志

を
持

つ
て
や
っ
て
く
る
外
部
の
人
間
に
は
門
を
閉
ざ
し
、
確
た
る
規
範

も
持
た
ず
に
高
邁
な
教
義
だ
け
を
ふ
り
か
ざ
す
教
団
に
若
者
が
惹
か
れ

る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。　
一
般
社
会
に

「
な
る
ほ
ど
出
家
と
は
こ
の

よ
う
な
生
活
を
す
る
人
を
言
う
の
か
」
と
敬
慕
の
念
を
抱
か
せ
る
よ
う

な
規
律
あ
る
社
会
を
組
織
し
、
参
入
を
希
望
す
る
人
は

一
切
の
不
平
等

な
く
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
、
そ
う
い
っ
た
メ
リ
ハ
リ
の
き
い
た
仏
教
世

界
が
ど
こ
か
に
生
ま
れ
る
可
能
性
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ

そ
ま
さ
に
シ
ャ
カ
ム
ニ
が
目
指
し
た
仏
教
世
界
の
復
活
な
の
で
あ
る
が
。

佐
々
木
閑

『
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論
　
な
ぜ
仏
教
は
多
様
化
し
た
の
か
』

（大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
佐
々
木
閑

「部
派
仏
教
の
概
念
に
関
す
る

い
さ
さ
か
奇
妙
な
提
言
」
翁
桜
部
建
博
士
記
念
論
集
』
に
掲
載
予
定
）
。

（
２
）

関
連
資
料
を
時
代
に
沿

っ
て
見
て
い
く
と
、
サ
ン
ガ
内
の
生
活
様
式
や

決
ま
り
事
が
か
な
り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
た
と

え
ば

「根
本
有
部
律
」
の
付
随
文
献
で
あ
る

『
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶

尼
陀
那
目
得
迦
』
（大
正
蔵
二
四
巻
、　
一
四
五
二
番
、
四

一
五
―
四
五
五

頁
）
を
見
る
と
、
本
来
の
規
定
か
ら
逸
脱
し
た
新
た
な
改
変
措
置
が
随
所

に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
出
家

・
受
戒
儀
式
に
よ
っ
て
僧
形

と
な

っ
た
出
家
者
が
、
律
に
従

っ
た
修
行
生
活
を
送
る
と
い
う
サ
ン
ガ
の

基
本
構
造
に
は
い
さ
さ
か
の
狂
い
も
生
じ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
３
）

サ
ン
ガ
と

一
般
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は

『出
家
と
は
な
に
か
』
（大

1註
V v
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１１

蔵
出
版
、　
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
た
。

（４
）

僧
の
形
態
が
大
き
く
変
化
す
る
た
め
の
条
件
は
、
僧
を
取
り
巻
く

一
般

社
会
の
構
造
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、

仏
教
僧
団
史
上
、
最
も
注
目
す
べ
き
転
換
点
は
中
国
禅
宗
僧
団
の
成
立
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
に
し
ろ
専
門
外
の
分
野
で
あ

る
か
ら
確
定
的
な
こ
と
は
な
に
も
い
え
な
い
。
読
者
か
ら
の
ご
教
示
を
期

待
し
て
い
る
。

（５
）

大
乗
仏
教
が
従
来
の
サ
ン
ガ
と
は
別
個
の
在
家
者
集
団
か
ら
発
生
し
た

と
い
う
平
川
彰
の
説
を
認
め
る
な
ら
、
大
乗
の
発
生
を
節
目
と
し
て
、
イ

ン
ド
仏
教
サ
ン
ガ
の
形
態
は
根
本
的
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
最
近
の
研
究
に
よ
り
、
こ
の
見
解
は
否
定
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
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「
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る

「方
便
Ｌ

（『東
方
』
第

三
号
、　
一
九
八
七
年
）
、
同

「
三
輪
清
浄
の
布
施
―
大
乗
仏
教
の
目
的
は

解
脱
で
な
い
―
ピ
合
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第

一
五
号

〈仏
教
文
化

史
論
集
Ⅱ
〉
、　
一
九
九
二
年
、
五
七
七
―
六
〇
八
頁
）
、
袴
谷
憲
昭

「
『法

華
経
』
と
本
覚
思
想
」
翁
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二

一
号
、　
一
九

九
〇
年
、　
一
一
一
―

一
四

一
頁
）
、
同

「
悪
業
払
拭
の
儀
式
関
連
経
典
雑

考

（Ｉ
と

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
〇
号
、　
一
九
九
二

年
、
二
七
四

（
こ

―
二
四
七

（二
八
）
頁
）
、
「
同

（
Ⅱ
と

（『
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
三
号
、　
一
九
九
二
年
、
四
四
二

（
一
五
）
―
四

二
三

（三
四
）
頁
）
、
「
同

（皿
と

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』

第
五

一
号
、　
一
九
九
三
年
、
三
二
七

（
こ

―
二
九
八

（
四
〇
）
頁
）
、

「
同

（
Ⅳ
と

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
四
号
、　
一
九
九
二
年
、

四
三
四

（三
七
）
―
四

一
三

（五
八
）
頁
）
、
「
同

（
Ｖ
と

（『
駒
澤
短
期

大
学
研
究
紀
要
』
第
二
三
号
、　
一
九
九
五
年
、
九
五
―

〓

一七
頁
）、
「
同

（
Ⅵ
）
」
翁
駒
澤
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
四
号
、　
一
九
九
六
年
、
六
七

―
九

一
頁
）
、
「
同

（
Ⅶ
と

Ｇ
駒
澤
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、

一
九
九
七
年
、　
一
〇
七
―

〓
壬

一頁
）
、
「
同

（
Ⅷ
と

（『
駒
澤
短
期
大
学

研
究
紀
要
』
第

二
六
号
、

一
九
九
八
年
、
九

一
―

一
一
三
頁
）
、
「
同

（
Ⅸ
）
」
「
駒
澤
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
七
号
、　
一
九
九
九
年
、　
一
七

三
―
三
二
二
頁
）
、
杉
本
卓
洲

「
『
郁
伽
長
者
所
問
経
』
に
み
え
る
菩
薩
た

ち
」
「
印
度
哲
学
仏
教
学
』
第
八
号
、　
一
九
九
二
年
、
八
四
―

一
〇
四

頁
）
、
杉
本
卓
洲

「僧
院
内
の
仏
塔
お
よ
び
仏
像
崇
拝
」
（前
田
恵
学
編

『渡
辺
文
麿
博
士
追
悼
記
念
論
集
　
原
始
仏
教
と
大
乗
仏
教
』
、
永
田
文
昌

堂
、　
一
九
九
二
年
、
二
〇
五
―
二
三
二
頁
）
、
「
”
Ｆ
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Ｓ
」ヽ

い
∽
慰
ミ
ヽ
ｅ
ｎ
Ｓ
ｓ
ヽ
６
ミ
ミ
Ｓ
はオ
心
ヽ
６
６
８
ヽ
ヽ
ゆ

き
さ
ヽ
い
や
さ̈
ミ
ミ
グ
∪
お
∽①
〓
”
一いｏ
●

一〇
一，
①
Ｃ
コ
いく
ｏ
『ａ
一く
ｏ
い
７
ｎお

，
７

∞
”
”
　̈
卜Φ
Φ
卜　
一
”
・
申円”
【『い∽〇
●
¨
ま∽
①
”
『Ｏ
ｒ
一●
∞
〔ｏ
『
一，
①
（０
『い∞
い●
∽
〇
〔
一，
①

ぞ
【”
ｒ
帥
く
帥
”
”
¨
´
く

，
”
一
ゝ
≒
①
´
く
の
ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｆ
いい
∞

”
ｏ
『
″
ョ
↓

，
①
”
”
∽
一
①
『
５

ω
」
Ｑ
‐

Ｑ
，

お
，

Ｘ
Ｘ
く
目
Ｆ
Ｆ
一Φ
Φ
Ｐ
Ｕ
ｏ
・
卜
∞ｌ
ｏ
ｏ
一
”
，
〓
”
『〓
∽ｏ
●
■
∽^
９
ヨ
①
”
①
”
ｏ
ｏ
‐

一一〇
●
∽
０
５
一，
①
”
①
【∽〇
●
”
〓
一く
〇
い
一，
①
ω
」
Ｑ
Ｑ
ｒ
”
ヽ
　
（『
十
公
谷
二
子
趣
卍
』
一第
■
■

六
巻
第
四
号
、　
一
九
九
五
年
、　
一
―
二
八
頁
）
、
小
谷
信
千
代

「
禅
経
に

お
け
る
喩
伽
行
者
―
大
乗
に
架
橋
す
る
者
―
」
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第

六
三
号
、　
一
九
九
六
年
、
二
一
一―
三
四
頁
）
、
下
田
正
弘

『
湿
槃
経
の
研

究
―
大
乗
経
典
の
研
究
方
法
試
論
―
』
（春
秋
社
、　
一
九
九
七
年
）
。

（６
）

最
近
の
代
表
的
研
究
と
し
て
は
グ
レ
ゴ
リ
ー

・
シ
ョ
ペ
ン
著
、
小
谷
信

千
代
訳

『大
乗
仏
教
興
起
時
代
イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
』
（春
秋
社
、
二
〇

〇
〇
年
）
が
あ
る
。

（７
）

仏
教
史
に
お
い
て
禅
宗
僧
団
に
よ
る
自
給
自
足
生
活
の
容
認
が

一
大
変

タ
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革
点

で
あ

っ
た
こ
と
は
高
崎
直
道
が
指
摘
し
て
い
る
。
高
崎
直
道

「総

論

・
ア
ジ
ア
仏
教
」
曾
同
崎
直
道

・
木
村
清
孝
編
）
『
シ
リ
ー
ズ
東
ア
ジ
ア

仏
教
第

一
巻

ｏ
東
ア
ジ
ア
仏
教
と
は
何
か
』
（春
秋
社
、　
一
九
九
五
年
、

四
―
一
一九
頁
）
。

（８
）

平
川
彰

『
原
始
仏
教
の
研
究
』
（春
秋
社
、　
一
九
六
四
年
、
三
六
九
―

三
七
八
頁
）
。

（９
）

私
は
こ
こ
で
あ
え
て
律
蔵
復
興
運
動
と
い
う
呼
び
方
を
し
た
。
通
常
は

律
宗
復
興
運
動
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
律
蔵
を
復
興
し
て
シ
ャ
カ
ム

ニ
時
代
の
サ
ン
ガ
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
動
き
と
、
衰
退
し
た
律
宗
を
復

興
し
よ
う
と
い
う
動
き
に
は
多
少
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
う
の
で
、

問
題
提
起
の
意
味
で
あ
え
て
律
蔵
復
興
運
動
と
し
た
。
中
世
律
宗
で
起

こ
っ
た
復
興
運
動
に
対
し
て
ど
ち
ら
の
呼
称
が
よ
り
適
切
で
あ
る
の
か
私

に
は
判
断
で
き
な
い
が
、
異
な
る
視
点
が
あ
り
得
る
こ
と
を
意
識
し
て
お

く
こ
と
は
将
来
な
に
か
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て

の
こ
と
で
あ
る
。

（
１０
）

出
家
と
受
戒
の
違
い
に
つ
い
て
は
佐
々
木

『
出
家
と
は
な
に
か
』
を
参

昭
鶴

（
Ｈ
）

唯

一
の
例
外
と
し
て
律
宗
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
¨
し
か
し

そ
の
律
宗
に
し
て
も
、
根
本
聖
典
と
し
て
律
蔵
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
て
、
律
蔵
に
依
拠
し
て
生
活
全
般
を
規
制
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
律
蔵
に
基
づ
い
た
日
常
を
送

っ
て
い
る
仏
教

教
団
は
日
本
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

（‐２
）

律
蔵
が

一
般
社
会
と
サ
ン
ガ
の
円
滑
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
法
律
集
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
関
し
て
は

『出
家
と
は
な
に
か
』

に
お
い
て
詳
説
し
た
。

（‐３
）

本
庄
良
文

「
阿
毘
達
磨
仏
説
論
と
大
乗
仏
説
論
」
翁
印
度
学
仏
教
学
研

究
』
第
二
八
巻
第

一
号
、　
一
九
八
八
年
、
五
九
―
六
四
頁
）
、
藤
田
祥
道

「
ク
リ
キ
ン
王
の
予
知
夢
諄
と
大
乗
仏
説
論
―

『大
乗
荘
厳
経
論
』
第
Ｉ

『蠅
増
城
嗜
Ⅷ
環
博
越
■
■
弩
電
哺
１
■
■
．１
１
１

一
■
■
一
一
■
遺
協
撮
燿
＝
Ｆ
一
，
一，
・
・，
一
■
●

章
第
七
偶
の

一
考
察
―
」
翁
イ
ン
ド
学
チ
ベ
ッ
ト
学
研
究
』
第
二
号
、　
一

九
九
七
年
、　
一
―
二

一
頁
）
、
藤
田
祥
道

「仏
語
の
定
義
を
め
ぐ
る
考
察
」

６
イ
ン
ド
学
チ
ベ
ッ
ト
学
研
究
』
第
二
号
、　
一
九
九
八
年
、　
一
―
五

一

頁
）
。

（
‐４
）
　
〓
・
Ｏ
ＰＯ
①
椰
σ
①
『∞
・
↓
ざ
い
ＯＳ
Ｓ
ｓ
ｔ
ヽ
「ど
き
ヽ
６
ミ
ヽ
く
ｏ
ｒ
目
・
どａ「い【一一２
３
∽
”
”
Ｑ

Ｚ
ｏ
【∞
”
一ｏ
一∞
∞
Ｐ
Ｕ
ｏ
・
ゆ
∞
『―
∞
∞
Ｐ

（
‐５
）
　
〓
・
〇
】Ｏ
①
”
σ
①
『∞
）
↓
ド
も
ヽ
ヽヾ
ど
いヽ
ヽ
こ
さ
お
ヽ
ド
ヽ
く
ｏ
ｒ
目
Ｆ

♂́、一一一い２
３
∽
”
“
Ｑ

Ｚ
ｏ
『∞
”
一①
い
∞
∞
Ｆ
ｏ
・
“
∞
■

（
‐６
）

こ
の
Ｚ
い∽８
∞
∞
いく
”
第
十
五
条
は
、
因
縁
諄
と
条
文
に
不
自
然
な
結
合

関
係
が
見
ら
れ
る
。
後
代
の
改
変
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は

「小

学
処
不
改
正
の
方
針
」
が
時
と
と
も
に
権
威
化
し
て
い
く
と
い
う
本
稿
の

主
張
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
友
人
山
極
伸
之

が
詳
し
く
研
究
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
は

『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五

〇
巻
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
‐７
）

こ
の
情
報
は
友
人
平
岡
聡
の
研
究
に
よ
っ
て
知

っ
た
。
こ
の
平
岡
の
研

究
は
、
近
々
出
版
さ
れ
る
予
定
の
氏
の
著
書
の
中
で
詳
細
に
語
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

（
‐８
）

”
・
〇
・
２
〓
『
ド
ω
Ｑ
」に
や
や
Ｓ
ヽ
ミ
∽
６
ヾ
き
ヽ
こ
，
濠
ω
∽
ｓ
Ｓ
”
Ｎ
ｓ
い
ヽ
い
ヽ
Ｓ
Ｃ
Ｓ
∽
Ｓ
・

”
”
ユ
Ｆ

”
ｏ
日
Ｐ
あ
〓
”
ｏ
お
お
ψ
り
や

Ｅ
Ｔ
〓
Ｎ
平
岡
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

同
類
の
記
述
が

「
根
本
説

一
切
有
部
薬
事
」
（イ

∪
〓
一・
９
【∞
〓
〓
”
い
甲

∽８

υ
″

く
♀

目
Ｆ
Ｅ
ユ

Ｆ
で
い日
器

，ヽパ
”
〓
ヨ
守

一
Φ卜
じ

に
三
箇
所

（
一
八

・
五
九

・
七
三
頁
）
、
）
く
ヽ
“
く
”
Ｑ
“
い
”
０
・
”

ｏ
ｏ
■
①
【【
”
“
Ｑ
″

＞
・
ｚ
■
¨
じ
さ
ヽ
８
き
式
ヽ
９

ヨ
ギ
一辞

①
誌
∞
ｅ

に

一
箇
所

（
四
六
五

頁
）
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
‐９
）

浄
法
に
関
し
て
は
以
下
の
研
究
を
参
照
せ
よ
。
佐
藤
密
雄

『
原
始
仏
教

教
団
の
研
究
』
（山
喜
房
佛
書
林
、　
一
九
七
二
年
、
五
七
七
―
六
六
三
頁
）
、

平
川
彰

『
律
蔵
の
研
究
』
（山
喜
房
佛
書
林
、　
一
九
六
〇
年
、
七
三
四
＝

七
五
七
頁
）
、
片
山

一
良

「
パ
ー
リ
仏
教
に
お
け
る
相
対
的
基
準

［Ｉ
］

１
■
１
．■
弩
導
琳
哺
輝
■
．城
■
皿
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‐１
■
■
■
■
■

，
１
●
■
・

～■
■
１
■
１
エ

Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｕ
一Ч
”
の
原
義
１
」
翁
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第

一
九
号
、

一
九
八
八
年
、
四
九
二
―
五

一
〇
頁
）
、
同

「
四
大
教
法

（０
単
一母
ｏ
〓
”

，
Ｐ

Ｕ
”
８
∽じ

に
つ
い
て
」
「
パ
ｌ
ヶ
学
仏
教
文
化
学
』
第
二
号
、　
一
九
八

九
年
、
五
五
―
六
八
頁
）
、
同

「
パ
ー
リ
仏
教
に
お
け
る
相
対
的
基
準

［Ⅱ
］
Ｉ
Ｆ
む
ｏ
いヽ

と

ニ
カ
ー
ヤ
ー
」
翁
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀

要
』
第
四
七
号
、

一
九
八
九
年
、
二
五
二
―
一
一六
八
頁
）
、
同

「十
事

貧
”
８

く
”
一諄
ロ
ユ
）
に
つ
い
て
」
（
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
』
第
二
号
、

一
九
九
〇
年
、　
一
五
―
四
〇
頁
）、
山
極
伸
之

「
パ
ー
リ
律
経
分
別
に
み

ら
れ
る
浄
法
」
翁
香
川
孝
雄
博
士
古
希
記
念
論
集

・
佛
教
学
浄
土
学
研

究
』
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇

一
年
、
二
〇
三
―
三
二

一
頁
）
。

（さ
さ
き

。
し
ず
か
　
花
園
大
学
文
学
部
助
教
授
）
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