
公
開
講
演

部
派
の
名
称
は
、

た
も
の
が
多
い
。

本
日
は
お
招
き
頂
き
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
の
公
開
講
演
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
間
も
な
く
定
年
退
職

の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
淋
し
く
な
り
ま
す
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
専
門
と
し
て
き
た
学
問
人
生
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
日

頃
疑
問
に
思
っ
て
い
る
一
端
を
述
べ
ま
し
て
、
平
成
一
四
年
か
ら
二
年
間
、
大
谷
大
学
に
客
員
研
究
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
で
き
て
間
も

な
い
響
流
館
の
一
室
を
与
え
ら
れ
て
研
究
で
き
た
学
恩
の
一
分
に
報
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
佛
教
を
研
究
し
て
い
て
、
昔
か
ら
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
謎
が
い
く
つ
か
有
り
、
今
も
っ
て
解
決
で
き

な
い
で
お
り
ま
す
。
是
非
、
皆
様
に
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
そ
の
謎
の
一
つ
に
説
一
切
有
部
の
名
称
が
あ
り
ま
す
。

部
派
の
名
称
は
、
そ
の
部
派
の
比
丘
た
ち
が
活
躍
し
た
地
方
あ
る
い
は
部
族
、
教
師
の
名
前
を
冠
し
た
も
の
や
、
教
理
上
の
特
色
を
述
べ

そ
の
な
か
で
も
、
諸
法
は
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
空
で
あ
り
、
無
我
で
あ
る
と
釈
尊
が
説
い
て
い
る
の
に
一
切
諸
法
が
実
有
で
あ

る
と
い
う
「
説
一
切
有
部
普
『
勘
の
冒
乱
旨
」
の
名
称
は
ど
う
考
え
て
も
釈
尊
の
教
え
に
馴
染
ま
な
い
。
は
た
し
て
彼
ら
自
身
当
初
か
ら

有
部
を
巡
る
諸
問
題

問
題
の
所
在

三
友
健
容
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有
部
の
成
立
に
最
も
関
係
が
深
い
の
は
『
発
智
論
」
の
作
者
で
あ
る
迦
多
術
尼
子
（
（
原
ご
母
四
昌
冒
目
）
で
あ
る
。
静
谷
正
雄
教
授
は

マ
ト
ゥ
ラ
ー
よ
り
西
北
の
地
方
で
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
強
大
と
な
っ
た
大
衆
部
の
主
張
と
行
動
に
触
発
さ
れ
て
、
説
一
切
有
部
が
成
立
し
た
。

そ
の
有
部
は
迦
多
桁
尼
子
の
『
発
智
論
」
に
よ
っ
て
思
想
的
武
装
を
固
め
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
多
く
の
俊
秀
に
よ
っ
て
確

か
な
地
盤
を
築
い
た
と
し
て
、
「
一
切
は
有
り
」
と
主
張
す
る
部
派
は
、
常
識
的
に
い
っ
て
「
一
切
は
仮
名
で
実
体
が
な
い
」
と
い
う
主

①

張
に
対
し
て
う
ま
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
、
醗
尽
勧
め
牙
且
旨
の
名
称
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
マ
ト

ゥ
ラ
ー
の
獅
子
柱
頭
銘
文
と
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
の
欄
楯
銘
文
が
最
初
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

②

マ
ト
ゥ
ラ
ー
出
土
の
獅
子
柱
頭
銘
文
に
は
⑦
冑
く
囚
昌
く
且
目
四
め
普
く
閉
貢
ぐ
島
目
印
の
語
が
で
て
く
る
。
マ
ト
ゥ
ラ
ー
は
有
部
の
ほ
か
に

「
説
一
切
有
部
命
胃
乱
呂
く
且
冒
⑦
“
ｇ
昌
巨
ぐ
乱
幽
ゞ
殴
与
呂
冨
３
号
）
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
素
朴
な
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得

な
い
。
三
世
と
無
為
と
が
実
有
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
か
ら
、
「
説
一
切
有
部
ａ
胄
乱
の
牙
且
旨
．
藤
９
画
言
言
乱
烏
）
」
で
あ
る
と
い
う
の
な

ら
ば
、
三
世
と
無
為
と
プ
ド
ガ
ラ
が
実
有
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
犢
子
部
こ
そ
ま
さ
に
説
一
切
有
部
と
い
わ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
な
ぜ
説

一
切
有
部
と
は
い
わ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
有
部
は
ま
た
説
因
部
田
の
白
く
且
旨
）
、
因
論
、
一
切
語
言
部
、
分
別
説
部
、
ム
ル
ン
タ
カ
部

と
も
称
さ
れ
て
い
た
と
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
本
来
こ
れ
が
か
れ
ら
の
名
称
で
あ
っ
た
の
に
、
後
に
教
理
が
整
理
さ
れ
特
色
が
明
確
に
な
っ

て
か
ら
説
一
切
有
部
お
閂
乱
呂
ぐ
乱
冒
ゞ
離
与
昌
言
ぐ
乱
四
）
と
自
他
と
も
に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
根
本
分
裂
は
く
い
言
冒
目
冨
‐
９
房
匡
巨
た
ち
が
提
唱
し
た
十
事
の
問
題
か
ら
生
じ
た
が
、
か
れ
ら
が
大
衆
部
を
形
成
し
た
の

な
ら
ば
、
そ
の
主
体
は
ぐ
ａ
言
貝
国
厨
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
同
名
の
く
四
三
旨
冒
冨
が
上
座
部
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
素

朴
な
疑
問
が
未
だ
に
解
決
で
き
ず
残
っ
て
お
り
ま
す
。
是
非
、
皆
様
の
ご
意
見
を
お
窺
い
し
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

ａ
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
名
称

Ｉ
有
部
の
名
称

45



大
衆
部
が
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
碑
文
か
ら
サ
ヵ
族
の
王
た
ち
が
説
一
切
有
部
に
帰
依
を
し
、
有
部
が
大
衆
部
に
対
抗
す

る
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
碑
文
を
静
谷
教
授
は
○
両
目
世
紀
と
み
る
が
、
塚
本
啓
祥
教
授
は
、
。
」
世
紀
か

ま
た
、
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
出
土
の
楠
楯
銘
文
に
は
、
「
説
一
切
有
部
の
諸
師
の
所
領
（
四
。
冑
ご
四
目
日
留
尉
く
目
く
”
９
局
目
冒
月
§
の
）
」
と
あ

り
、
静
谷
教
授
は
欄
楯
の
発
見
さ
れ
た
位
置
か
ら
考
え
る
と
、
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
の
中
心
を
な
す
ア
シ
ョ
ー
ヵ
建
立
の
主
塔
は
説
一
切
有
部

③

の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
碑
文
に
は
日
付
は
な
い
が
、
も
し
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
時
代
（
紀
元
前
三
世
紀
中
頃
）
に
関

係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
な
り
早
く
か
ら
説
一
切
有
部
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

④

ま
た
、
有
部
の
別
名
と
し
て
「
文
殊
問
經
』
合
口
臼
、
僧
伽
婆
羅
訳
）
に
は
一
切
語
言
部
と
称
し
、
「
十
八
部
論
」
に
は
因
論
と
名
付
け
、

『
異
部
宗
輪
論
』
・
『
部
執
異
論
」
に
は
説
因
部
と
い
わ
れ
、
犀
い
ぐ
旨
の
舅
諦
魯
、
き
、
§
ｇ
き
き
瞥
豊
鼻
ご
営
倉
で
は
、
い
か
な
る
僅
少
の

も
の
も
、
過
去
、
未
来
、
現
在
の
一
切
は
有
で
あ
る
と
説
く
か
ら
説
一
切
有
部
と
い
い
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
あ
る
も
の
は
有
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
す
べ
て
業
は
果
を
起
こ
す
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
は
無
で
あ
り
、
す
べ
て
業
を
感
受
し
、
未
来
に
及
ば
な
い
な
ど
と
分
別

し
て
説
く
か
ら
分
別
説
部
と
も
い
い
、
い
か
な
る
僅
少
の
も
の
も
、
已
生
、
現
生
、
未
生
す
べ
て
は
因
を
伴
う
と
説
く
か
ら
説
因
部
と
い

い
、
ム
ル
ン
タ
山
に
住
し
て
い
る
か
ら
ム
ル
ン
タ
ヵ
部
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
く
苦
冨
弓
画
く
乱
旨
（
分
別
説
部
）
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

名
称
は
碑
文
に
は
出
て
こ
ず
、
わ
ず
か
に
切
目
烏
侭
○
の
囚
の
恩
ミ
ミ
ミ
言
の
註
に
説
因
部
日
の
目
ぐ
且
旨
）
の
名
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ

う
（
句
○

ｂ
ム
ル
ン
タ
カ
部
（
三
日
目
冨
厨
ご
昌
冒
目
烏
ぽ
ゞ
詞
冒
員
目
且
煙
宮
）

⑤

ム
ル
ン
タ
（
巨
昌
自
国
）
山
に
関
し
て
は
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
有
部
の
伝
承
で
あ
る
』
き
ざ
昌
島
§
に
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
の
師
で
あ
る
ウ
パ
グ

⑥

ブ
タ
が
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
ウ
ル
ム
ン
ダ
山
角
日
目
旨
且
煙
ゞ
ロ
日
日
目
：
）
の
ナ
タ
バ
チ
カ
ー
寺
（
三
四
国
ｇ
昌
百
）
で
活
躍
し
た
こ
と
を
記
し
て

ら
○
回
』
世
紀
と
み
て
い
る
。

1戸

I｡



い
る
。
巨
鼻
冒
国
へ
開
教
し
た
の
は
崔
口
目
烏
の
弟
子
の
殴
邑
⑳
宮
司
巴
（
商
那
和
修
）
で
あ
る
。
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
ヘ
開
教
し
た

巨
且
ご
四
目
厨
も
同
じ
く
シ
ロ
目
目
の
弟
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
段
ご
口
冨
乱
巴
と
同
じ
こ
ろ
に
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

齪
愚
冨
乱
巴
は
小
戒
で
も
犯
さ
な
い
こ
と
を
持
戒
と
す
る
戒
律
至
上
主
義
や
多
く
聞
け
ば
よ
い
と
す
る
形
式
主
義
に
反
対
し
、
見
清
浄

⑦

が
戒
を
持
つ
こ
と
の
第
一
の
戒
で
あ
り
、
聞
い
た
こ
と
を
如
実
に
実
行
す
る
こ
と
が
多
聞
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
か
れ

は
巨
里
冒
国
の
兄
弟
の
長
者
（
罵
薗
》
里
煙
国
）
を
教
化
し
、
ウ
ル
ム
ン
ダ
山
（
ロ
昌
目
目
烏
）
に
修
行
処
を
建
立
し
て
も
ら
い
、
兄
弟
の
名

前
を
冠
し
て
ナ
タ
バ
チ
ヵ
精
舎
（
夛
国
言
農
園
田
口
菌
冨
冨
目
）
と
し
た
。
こ
の
の
層
国
長
者
の
第
三
子
ロ
冒
瞥
宮
口
が
段
ロ
四
百
く
圏
の

法
燈
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
冨
唱
冒
画
へ
付
法
し
終
わ
っ
た
殴
口
鼻
煙
乱
巴
は
涼
し
く
病
い
も
な
く
坐
禅
に
快
適
な
カ
シ
ュ
ミ
ー

ル
ヘ
移
動
し
て
い
る
。
皆
。
ざ
旨
島
曽
に
は
、
そ
の
後
、
ご
冨
唱
宮
四
の
ウ
ル
ム
ン
ダ
山
で
の
は
な
ば
な
し
い
活
躍
が
記
さ
れ
て
お
り
、

隙
○
百
王
の
師
と
な
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
か
ら
、
か
れ
を
中
心
と
す
る
教
団
が
か
な
り
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
が
、
の
ち
の
有
部
教
学
の
基
本
と
な
る
よ
う
な
も
の
は
資
料
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
、
菌
ぐ
菌
の
伝
え
る
ム
ル
ン
タ
カ
部
と
は
、

巨
異
冒
働
で
大
衆
部
に
対
し
て
首
位
に
立
と
う
と
し
て
い
た
上
座
の
系
統
が
、
有
部
付
法
蔵
に
出
て
く
る
ご
冒
唱
冒
四
の
住
し
た
山
に
因

ん
で
ロ
日
日
匡
且
四
角
員
屋
目
目
烏
）
部
と
呼
び
、
チ
ベ
ッ
ト
語
へ
の
音
訳
で
、
旨
冒
巨
ご
国
と
な
り
巨
貝
巨
巨
国
冨
（
ご
貝
自
国
に
属
す
る

人
々
）
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｃ
分
別
説
部
（
昌
喜
昌
四
ぐ
乱
旨
）

く
号
冨
ご
冒
乱
目
の
名
称
は
碑
文
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
分
別
論
者
の
主
張
の
吟
味
に
関
し
て
は
す
で

⑧

に
赤
沼
智
善
博
士
と
木
村
泰
贄
博
士
の
論
究
が
あ
る
。
冒
暮
冒
角
言
畠
（
や
理
）
に
よ
る
と
、
目
訂
国
乱
呂
が
か
れ
ら
自
身
を

罰
喜
四
ご
胃
且
旨
と
呼
ぶ
こ
と
を
を
欲
し
て
お
り
、
ま
た
団
騨
冒
閂
目
冒
‐
畠
９
画
ご
煙
ご
且
冒
或
い
は
ｇ
『
勧
め
牙
且
酌
‐
昌
彦
四
三
“
ぐ
乱
目
と

い
う
語
の
用
法
か
ら
類
推
し
て
、
多
分
目
冨
国
く
乱
騨
の
中
に
意
見
の
ち
が
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
て
、
か
れ
ら
自
身
を
目
冨
届
く
且
“
‐
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ｄ
説
因
部
田
の
冒
雪
乱
冒
）

佛
音
、
昼
匡
侭
○
笛
が
説
因
部
の
主
張
で
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
を
佐
藤
密
雄
博
士
の
『
新
訂
増
補
論
事
付
覚
音
註
』
に
よ
っ
て

整
理
し
て
み
る
と
説
因
部
の
主
張
に
は
、
稚
拙
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
感
が
拭
い
き
れ
な
い
し
、
因
を
説
く
部
派
日
の
目
ぐ
且
旨
）
と
し
て

の
特
色
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
南
伝
の
部
派
分
裂
を
伝
え
る
資
料
に
は
、
説
因
部
の
名
称
は
出
て
こ
な
い
で
、
た
だ
佛
音
の
『
論
事

註
』
固
き
３
ｓ
き
§
幕
ミ
§
§
言
き
き
だ
け
は
有
部
と
は
別
の
部
派
と
立
て
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
有
部
と
の
関
連
は
明
確
に
は
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
大
毘
婆
沙
論
』
で
は
三
世
実
有
を
論
ず
る
際
に
、
三
世
が
実
有
で
な
い
な
ら
ば
異
熟
因
が
現
在
世
に
あ
る
と

⑪

き
、
異
熟
果
は
ど
の
世
で
受
け
る
の
か
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
六
因
四
緑
の
教
理
は
説
一
切
有
部
の
特
色
で
も
あ
る
の
で
、
説
因
部
乃

至
は
因
論
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
。

⑲

云
喜
印
ご
当
乱
冒
と
呼
ん
で
区
別
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
ま
た
、
龍
樹
の
『
大
智
度
論
」
に
は
声
聞
の
ひ
と
で
ア
ビ

⑩

ダ
ル
マ
の
論
議
に
従
う
も
の
は
毘
婆
沙
（
爵
ご
薗
削
）
と
い
う
と
あ
り
、
と
く
に
説
一
切
有
部
系
統
の
も
の
は
毘
婆
沙
師
（
蟇
与
国
の
旨
）

と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
迦
多
術
尼
子
の
「
発
智
論
」
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ｅ
一
切
語
言
部
ａ
閏
ぐ
画
く
旨
ぐ
昌
目
宮
）

ま
た
『
文
殊
問
經
」
に
は
有
部
の
別
名
と
し
て
一
切
語
言
部
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
説
明
に
よ
る
と
三
世
実
有
を
執
し
、
一
切
は
語
言

に
措
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
三
論
玄
義
」
に
よ
る
と
、
佛
滅
後
三
○
○
年
の
初
め
に
迦
旛
延
尼
子
が
減
し
て
か
ら
、

上
座
部
は
上
座
弟
子
部
と
有
部
に
分
裂
し
、
上
座
弟
子
部
は
経
を
正
と
し
て
弘
め
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
経
典
を
解
釈
す
る
際
に
も
と
の
意
味

を
逸
脱
し
た
り
、
不
足
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
重
視
し
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
律
蔵
・
論
蔵
を
棄
捨
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
一
方
、

有
部
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
最
勝
と
し
、
迦
葉
か
ら
掘
多
に
至
る
ま
で
は
上
座
弟
子
部
と
同
じ
く
経
典
を
弘
め
た
が
、
富
婁
那
か
ら
は
経
典
ょ
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⑫

り
も
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
弘
め
、
迦
施
延
尼
子
に
至
っ
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
興
隆
し
、
つ
い
に
分
裂
し
た
と
い
う
か
ら
、
経
典
よ
り
も
そ
の
解
釈

⑬

を
重
視
し
た
部
派
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
切
語
言
部
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
検
幽
集
」
は
「
語
言
と
は
す
な
わ

ち
説
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
殿
同
乱
昌
ぐ
乱
冒
の
翻
訳
と
は
思
え
な
い
。
あ
る
い
は
の
閏
く
い
‐

ぐ
鼻
冒
‐
ぐ
凰
旨
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
碑
文
に
は
出
て
こ
な
い
。
「
文
殊
問
經
』
は
一
説
部
両
冨
ぐ
胃
ぐ
昌
目
百
を
「
執
一
語
言
部
」
と

漢
訳
し
て
い
る
か
ら
、
一
切
語
言
部
は
殴
冒
ゆ
く
旨
く
昌
目
厨
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
も
今
の
と
こ
ろ
碑
文
に
は
出
て
こ
な
い
。
碑
文

⑭

に
出
て
く
る
有
部
の
用
例
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
○
例
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
銘
文
の
う
ち
、
最
も
古
い
巨
呉
冒
国
獅
子
柱
頭
銘
文
に
は
殴
弓
尉
牙
具
局
）
四
目
と
あ
る
。
ぐ
翼
（
旨
目
と
い
う
語
は
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
に
は
な
い
が
、
動
訶
く
胃
か
ら
派
生
し
た
言
葉
と
み
る
と
、
ま
さ
に
「
説
一
切
有
部
」
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ｂ
尋
亀
昌
営
旨
（
○
回
弓
）
皀
昏
言
昌
営
罵
（
○
国
自
）
な
ど
の
パ
ー
リ
テ
キ
ス
ト
は
、
、
殴
与
昌
冨
ぐ
且
甘
と
記
し
て
お
り
、
豊
富
ぐ
乱
冒
と
い

⑮

う
用
例
は
パ
ー
リ
経
典
な
ど
に
も
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
・
未
来
・
現
在
の
諸
法
に
関
し
て
如
来
は
時
を
説
く
も
の
（
国
“
‐

く
乱
旨
）
・
真
実
を
説
く
も
の
含
自
国
‐
ぐ
且
旨
）
・
正
義
を
説
く
も
の
（
昌
冨
‐
ぐ
乱
旨
）
・
法
を
説
く
も
の
ａ
冨
冒
白
煙
‐
く
乱
旨
）
・
律
を
説
く
も
の

⑯

（
く
目
星
煙
‐
ぐ
且
旨
）
で
あ
る
か
ら
如
来
（
国
爵
鴨
冨
）
と
い
う
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
経
文
は
「
大
毘
婆
沙
論
」
な
ど
の
三
世
実
有
の
論

証
の
際
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
駛
与
目
ぽ
く
乱
旨
は
「
す
べ
て
真
実
・
正
義
な
る
法
を
説
く
も
の
」
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
南
伝
大
蔵
経
に
お
け
る
ｇ
ｇ
四
詳
言
ぐ
乱
旨
の
用
法
は
す
べ
て
長
阿
含
と
お
な
じ
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
こ
の
こ
と

を
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
と
く
に
警
飼
ミ
ミ
ミ
‐
薑
洋
魯
国
に
は
歳
を
と
っ
て
い
る
か
ら
上
座
と
す
る
の
で
は
な
く
若
く
て
も
正
義

⑰

を
説
く
も
の
（
目
冨
‐
ぐ
且
旨
）
で
あ
れ
ば
上
座
と
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
、
ｒ
ｇ
昌
冨
く
乱
目
は
ま
た
、
豊
富
を
言

葉
の
意
味
と
理
解
す
れ
ば
一
切
語
言
部
と
い
う
訳
に
も
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
部
で
は
里
四
日
冨
己
Ｐ
》
ぐ
］
随
意
〕
閂
吾
四
は
認
識
の
対
象

を
表
す
と
き
の
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
す
べ
て
の
対
象
を
説
く
も
の
た
ち
」
す
な
わ
ち
、
昌
冨
は
肖
冨
（
対
象
）
で
あ

り
、
『
大
毘
婆
沙
論
」
で
明
確
と
な
る
「
無
対
象
の
認
識
な
し
」
と
い
う
教
義
を
示
し
て
い
た
と
理
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
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前
述
し
た
よ
う
に
説
一
切
有
部
の
名
称
を
も
つ
銘
文
は
、
ご
臼
冒
国
や
西
北
イ
ン
ド
、
中
イ
ン
ド
に
も
あ
る
し
、
時
代
的
に
は
、
。
」

世
紀
ご
ろ
に
は
す
で
に
の
閏
副
島
ぐ
乱
旨
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
櫻
部
建
博
士
に
よ
る
と
三
世
実
有
説
は
最
初
期
の
有
部
の
ア
ビ

ダ
ル
マ
論
耆
で
あ
る
「
集
異
門
論
』
や
『
法
蘓
論
」
に
み
ら
れ
る
「
非
択
滅
」
と
い
う
概
念
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
説
を
採
用
す
る
と
、
こ
の
こ
ろ
に
は
説
一
切
有
部
と
い
う
名
称
が
自
他
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た

そ
れ
で
は
一
切
が
有
る
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
な
に
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
倶
舎
論
」
で
は
、
「
過
去
・
未
来
・
現
在
の

⑬

す
べ
て
が
有
る
と
主
張
す
る
の
で
、
か
れ
ら
が
説
一
切
有
部
お
日
乱
の
牙
且
煙
）
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
説
一
切
有
論
に
四
大
論
師
を
あ
げ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
世
親
の
理
解
で
は
こ
れ
ら
四
大
論
師
の
主
張
か
ら
説
一
切
有
部
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
識
身
足
論
」
は
三
世
実
有
を
直
接
説
い
て
い
な
い
が
、
過
去
・
未
来
が
な
い
な
ら
ば
、
現
在
一
刹
那
に
二
心
倶
起
す
る
こ
と
は
な
い

⑲

か
ら
、
現
在
の
負
順
痴
も
観
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
す
で
に
三
世
の
実
有
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
「
発
智
論
」
の
作

者
迦
施
延
子
以
前
に
説
一
切
有
部
の
基
本
教
理
は
で
き
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
わ
け
で
あ
る
。

ｆ
一
切
有
論
（
醗
与
呂
言
く
且
“
）

ま
た
一
方
、
団
艮
監
侭
○
ｍ
四
は
「
論
事
註
」
で
ｇ
与
昌
ご
乱
烏
と
い
う
語
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
『
論
事
」
の
「
一
切
有
論
」

（
“
豊
富
白
煙
荏
巨
‐
く
且
畏
異
圃
）
を
取
り
上
げ
、
「
過
去
・
未
来
・
現
在
の
…
乃
至
こ
の
色
穂
」
と
い
う
経
文
か
ら
、
す
べ
て
の
過
去
な
ど

に
分
類
さ
れ
る
諸
法
は
、
穂
の
自
性
を
捨
て
な
い
た
め
に
一
切
は
有
る
と
名
づ
け
る
執
見
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
今
の
説
一
切
有
部

（
留
与
昌
巨
乱
烏
）
で
あ
る
と
い
う
。
呉
目
は
サ
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
幽
叩
丘
と
な
る
か
ら
、
「
倶
舎
論
」
な
ど
に
出
て
く
る
殴
弓
肝
牙
乱
旨

の
語
と
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
『
論
事
註
」
は
六
世
紀
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
説
一
切
有
部
の
名
称
が
確
定
し
て
い

丁
皿
の
四
百
百
四
ヰ
ゴ
画
く
画
Ｑ
四
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『
論
事
』
が
第
三
結
集
に
よ
っ
て
分
別
説
の
正
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
一
切
が
有
る
と
主
張
し
た

も
の
た
ち
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ｏ
画
忠
年
以
降
の
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
時
代
が
早
す
ぎ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
六

足
論
が
で
き
上
が
り
、
す
べ
て
正
義
に
よ
っ
て
説
明
し
、
「
発
智
論
」
の
こ
ろ
に
三
世
実
有
論
が
明
確
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ｂ
§
昌
言
圏
》
ミ
ミ
ミ
ミ
ご
旨
が
伝
え
る
殴
浮
豊
富
ぐ
乱
旨
は
、
一
切
が
有
る
と
い
う
教
理
が
整
理
さ
れ
る
以
前
の
特
色
を
示
し
て
い
る

に
違
い
な
い
・
有
部
の
漢
字
音
写
は
「
薩
婆
多
部
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
多
」
は
古
代
漢
音
に
お
い
て
も
ざ
冑
》
国
〕
冒
○
）
冨
少
ａ
５
）
ゞ

で
あ
っ
て
、
《
《
亀
〕
音
に
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
統
上
座
部
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
と
も
と

豐
冨
ぐ
且
冒
「
す
べ
て
義
に
よ
っ
て
説
く
も
の
」
と
自
称
し
て
い
た
の
が
、
次
第
に
．
切
の
認
識
は
必
ず
対
象
を
持
つ
と
し
て
言
語
に

よ
っ
て
表
現
す
る
部
派
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
過
去
・
未
来
を
認
識
す
る
場
合
、
当
然
認
識
の

対
象
は
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
間
も
な
く
の
閏
く
早
目
冨
十
旨
十
ぐ
乱
目
↓
駛
禺
ぐ
目
言
ぐ
乱
旨
》
ｒ
ｇ
員
冒
ｑ
且
旨
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

⑳

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
化
さ
れ
た
と
き
に
、
の
閏
乱
昌
ぐ
且
甘
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
部
派
は
南
伝
に
よ
れ
ば
、

⑳

化
地
部
か
ら
の
分
立
で
あ
り
、
「
す
べ
て
義
に
よ
っ
て
説
く
も
の
」
で
あ
り
、
経
典
も
不
了
義
に
よ
ら
ず
、
了
義
に
よ
っ
て
分
別
し
た
も

の
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
化
地
部
自
身
が
好
む
分
別
説
部
と
も
呼
ば
れ
た
に
違
い
な
い
。
国
富
く
園
は
い
か
な
る
僅
少
の
も
の
も
、
已
生
、

現
生
、
未
生
す
べ
て
は
因
を
伴
う
と
説
く
か
ら
説
因
部
と
い
う
と
述
べ
て
説
一
切
有
部
の
特
色
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
よ

う
に
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
く
に
説
一
切
有
部
系
統
の
分
別
論
者
は
毘
婆
沙
師
（
ぐ
巴
匡
固
冨
）
と
呼
ば
れ
る
が
、

迦
多
桁
尼
子
の
『
発
智
論
」
以
降
で
あ
ろ
う
。

、

と
こ
ろ
で
『
異
部
宗
輪
論
」
は
部
派
の
発
生
の
原
因
と
し
て
五
事
を
あ
げ
る
。
分
裂
の
年
代
に
つ
い
て
、
漢
訳
三
本
の
う
ち
玄
英
訳

⑳

「
異
部
宗
輪
論
」
は
「
百
余
年
」
、
真
諦
訳
「
部
執
異
論
」
は
「
満
一
百
年
」
、
失
訳
「
十
八
部
論
」
は
「
百
一
十
六
年
」
と
あ
っ
て
、
一

Ⅲ
大
天
三
豊
豊
の
菌

貝1
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頃
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
⑳

し
か
し
一
度
伝
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
容
易
に
は
消
え
な
い
。
真
諦
の
『
部
執
異
論
疏
」
と
吉
蔵
の
『
三
論
玄
義
』
は
、
そ
の
点
に

⑳

つ
い
て
か
な
り
修
正
し
た
あ
と
で
、
「
大
毘
婆
沙
論
」
の
記
事
を
再
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
部
執
異
論
疏
」
や
「
検
幽
集
』
は
、
佛

滅
後
二
六
年
に
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
商
人
の
息
子
で
カ
ウ
シ
カ
家
の
巨
呂
且
の
く
四
が
諸
の
大
乗
経
を
取
っ
て
三
蔵
の
な
か
に
入
れ
て
解
釈

し
経
を
改
憲
し
て
し
ま
っ
た
の
で
結
集
を
行
な
っ
た
と
い
っ
て
、
「
大
毘
婆
沙
論
」
が
ま
っ
た
く
記
載
し
な
か
っ
た
大
乗
経
典
活
動
を
取

り
上
げ
、
三
蔵
の
新
し
い
編
蟇
で
あ
る
第
三
結
集
を
持
ち
出
し
て
い
る
。

七
世
紀
に
、
玄
英
は
「
大
唐
西
域
記
」
マ
ガ
ダ
国
の
説
明
の
際
に
大
天
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
閼
達
多
智
で
あ
る
と
好
意
的
に
と
ら

⑰

え
て
い
て
五
事
や
三
無
間
業
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
・

玄
葵
は
『
大
毘
婆
沙
論
」
の
説
に
同
意
し
、
迫
害
さ
れ
た
阿
羅
漢
た
ち
が
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
に
留
ま
り
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
へ
戻
る
こ
と

を
拒
否
し
た
と
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
の
な
か
で
第
三
結
集
が
開
催
さ
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
真
諦
に
よ
る
と
、
こ
の

結
集
は
阿
羅
漢
た
ち
が
戻
っ
た
の
ち
に
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
で
起
こ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
玄
英
が
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
の

【
烏
百
団
国
日
陣
を
訪
れ
た
と
き
の
叙
述
に
、
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
が
佛
教
へ
改
宗
し
た
の
ち
、
彼
の
僧
院
で
二
つ
の
教
団
（
上
座
と
大
衆
）

を
構
成
し
て
い
る
一
千
人
の
サ
ン
ガ
を
召
集
し
て
い
る
。
こ
こ
に
上
座
部
と
大
衆
部
と
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
が
、
結
集
を
開
催
し
三
蔵

致
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
佛
滅
後
百
年
頃
に
五
事
を
提
唱
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
根
本
分
裂
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

玄
英
訳
は
こ
の
提
唱
者
の
名
前
を
大
天
で
あ
る
と
い
う
。

『
大
毘
婆
沙
論
」
は
こ
の
大
天
に
つ
い
て
、
母
と
通
じ
五
無
間
業
を
犯
し
、
阿
羅
漢
を
否
定
す
る
五
事
を
唱
え
て
教
団
を
分
裂
さ
せ
、

阿
羅
漢
た
ち
を
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
に
お
い
や
っ
た
極
悪
人
の
比
丘
で
あ
る
と
し
て
異
常
な
悪
意
を
も
っ
て
大
天
の
物
語
を
扱
っ
て
い
る
が
、

『
八
權
度
論
」
（
三
八
三
年
訳
）
、
『
発
智
論
」
（
六
六
○
年
訳
）
に
は
な
い
し
、
こ
の
物
語
を
扱
う
五
種
納
息
相
当
部
分
が
十
四
巻
『
稗
婆
沙

論
」
（
三
八
三
年
訳
）
、
六
十
巻
『
毘
婆
沙
論
」
（
四
三
六
年
訳
）
に
は
欠
け
て
い
る
か
ら
、
『
大
毘
婆
沙
論
」
（
六
五
六
’
六
五
九
年
訳
）
成
立
の

の
乙

一
ひ



⑳

の
新
た
な
暗
唱
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
全
く
い
わ
れ
て
い
な
い
・
玄
葵
は
異
端
者
と
し
て
の
ご
農
胤
の
く
四
を
非
難
し
て
は
い
る
が
、

一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
五
事
に
つ
い
て
は
な
ん
の
説
明
も
な
い
。

⑳

玄
葵
の
弟
子
で
あ
る
窺
基
（
六
三
二
’
六
八
二
）
は
『
玲
伽
論
蟇
略
』
の
な
か
で
巨
昏
且
①
ぐ
四
を
中
傷
の
犠
牲
者
と
し
て
復
権
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
大
天
の
評
判
は
高
く
、
か
れ
の
徳
は
偉
大
で
あ
り
、
若
い
け
れ
ど
（
阿
羅
漢
）
果
を
達
成
し
た
。
か
れ
は

王
や
貴
族
た
ち
に
尊
敬
さ
れ
、
比
丘
た
ち
に
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
に
三
無
間
業
や
五
事
を
付
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
負
わ
さ

れ
た
」
。
大
天
に
好
意
的
な
の
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
一
説
部
（
毘
○
冒
屈
）
の
初
期
の
注
釈
で
あ
り
、
大
衆
部
と
大

⑳

乗
の
教
理
が
混
在
し
て
い
る
『
分
別
功
徳
論
」
合
同
韻
‐
圏
ｏ
の
間
に
漢
訳
さ
れ
た
）
に
、
大
天
に
聖
王
が
四
つ
の
梵
堂
（
言
鱒
目
四
‐
且
冨
国
）

⑳

を
寄
贈
し
、
か
れ
を
大
士
、
す
な
わ
ち
偉
大
な
る
菩
薩
と
い
う
資
格
を
与
え
て
い
る
。

『
大
毘
婆
沙
論
』
や
『
異
部
宗
輪
論
」
な
ど
の
有
部
系
の
諭
書
は
大
天
の
五
事
が
、
根
本
分
裂
の
原
因
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
分
別
説
部
の
圃
尋
目
§
ざ
（
論
事
）
で
は
、
五
事
が
異
部
の
邪
説
と
し
て
示
さ
れ
、
團
尽
冨
唱
の
画

の
註
（
皆
嘗
雷
§
）
で
は
、
五
事
が
東
山
住
部
令
号
冨
吻
：
）
と
西
山
住
部
（
ど
四
国
い
の
菌
）
の
説
に
帰
せ
ら
れ
て
い
て
、
大
天
や
僧
伽
抗

争
の
伝
説
と
は
関
係
な
く
、
五
事
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ぐ
四
目
目
目
に
帰
せ
ら
れ
る
思
量
亀
国
ｇ
、
§
で
は
、
大
衆
・
一
説
・
説
出
世
・

鶏
胤
・
多
聞
・
雪
山
の
諸
派
の
説
と
し
て
五
事
を
掲
げ
、
團
画
ぐ
胃
の
富
み
魯
亀
罫
雨
昌
（
第
３
説
、
正
量
部
の
伝
承
）
に
よ
れ
ば
、
五
事

を
一
説
部
の
学
説
と
な
し
、
有
部
で
は
そ
れ
を
邪
説
と
す
る
。
ま
た
、
く
目
目
鳥
目
の
爵
ミ
亀
・
罫
§
ゼ
ミ
ｓ
ミ
ミ
。
鼻
昌
で
は
、
説
出
世

部
の
説
と
し
て
五
事
を
記
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
雪
山
部
の
位
置
づ
け
は
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、
一
般
に
五
事
は
大
衆
部
系
で
は
認
め

ら
れ
、
上
座
部
系
で
は
邪
説
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
僧
伽
分
裂
は
と
も
か
く
も
、
僧
伽
の
争
論
と
五
事
の
関
係

国
。
ご
菌
の
冨
詐
ミ
ミ
ミ
ご
尋
言
億
（
§
熱
ど
き
倉
に
伝
え
る
正
量
部
の
伝
承
で
も
佛
滅
後
一
三
七
年
に
五
事
に
よ
っ
て
分
裂
し
六
三
年

間
サ
ン
ガ
が
論
争
し
た
が
、
佛
滅
後
二
○
○
年
を
す
ぎ
て
上
座
の
犢
子
部
に
よ
っ
て
、
教
え
が
正
し
く
結
集
さ
れ
た
と
い
う
。
正
量
部
は

⑫

は
不
里
疋
で
き
な
い
。
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根
本
分
裂
に
つ
い
て
、
く
陣
の
屋
昌
言
四
の
『
異
部
宗
輪
論
」
の
四
つ
の
異
訳
の
中
で
、
『
十
八
部
論
』
・
『
部
執
異
論
」
・
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
、

五
事
と
分
派
を
関
連
づ
け
る
が
、
大
天
の
名
前
は
見
い
だ
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
玄
英
訳
出
の
『
異
部
宗
輪
論
』
（
○
画
思
い
年
）
で
は
、

こ
の
三
者
は
結
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
玄
英
訳
の
『
大
毘
婆
沙
論
」
（
六
五
六
’
六
五
九
年
）
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
窺
基
撰
の
『
異
部

宗
輪
論
述
記
」
（
六
六
二
年
）
で
は
、
『
大
毘
婆
沙
論
」
の
大
天
の
記
事
を
引
用
し
、
『
大
毘
婆
沙
論
」
に
単
に
「
王
」
と
あ
る
の
を
こ
こ
で

は
「
無
憂
王
」
と
改
め
て
い
る
。
こ
れ
は
窺
基
が
師
の
玄
檗
か
ら
直
接
聞
き
取
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
『
異
部
宗
輪
論
」
に
従
っ
て
、
『
大

毘
婆
沙
論
」
の
記
事
を
解
釈
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
五
事
と
大
天
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
な
ぜ
『
大
毘
婆
沙
論
」
あ
た
り
か
ら
大
天
を
破
僧
伽
の
主
役
と
し
て
登
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
大
乗
佛
教
運
動
と
の
関
連
を
考
盧
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
真
諦
の
伝
承
は
『
大
毘
婆

沙
論
」
と
同
じ
く
大
天
が
三
無
間
業
・
五
事
非
法
を
行
っ
た
こ
と
も
認
め
て
い
る
が
、
同
時
に
大
乗
経
典
編
蟇
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
お

り
、
玄
葵
も
「
大
毘
婆
沙
論
』
・
『
異
部
宗
輪
論
」
の
説
を
採
用
せ
ず
、
大
天
を
高
僧
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
部
と
大
衆
部
・
大

乗
佛
教
運
動
者
と
し
て
の
大
天
と
の
対
立
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
真
諦
の
伝
承
が
三
無
間
業
と
五
事
非
法
提
唱
者
と
し
て
の
大
天
を

認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
有
部
に
よ
る
大
天
伝
承
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

さ
て
こ
こ
で
「
巨
号
且
の
ぐ
煙
」
に
つ
い
て
「
大
毘
婆
沙
論
」
等
の
記
事
の
粉
飾
部
分
を
取
り
除
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

机
ご
臼
冒
国
国
の
商
人
の
息
子
。

犢
子
部
か
ら
分
派
し
、
犢
子
部
と
有
部
と
は
近
い
関
係
に
あ
る
。

⑬

こ
の
伝
承
は
田
口
‐
翼
○
口
『
佛
教
史
』
（
一
四
世
紀
）
や
弓
副
目
劃
冨

リ、

VJ

る
0

②
姓
は
尉
自
陛
冨
で
あ
る

③
勺
騨
農
冒
目
で
活
躍
Ｉ

で
痒
伯
咽
唯
－
）
先
に
、

こ
の
二
つ
の
部
派
は
、
大
天
の
五
事
提
唱
が
分
裂
の
原
因
と
み
て
い
る
、

②

『
イ
ン
ド
佛
教
史
』
（
一
六
世
紀
）
に
も
多
少
変
形
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
て
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部
派
分
裂
を
伝
え
る
資
料
は
、
佛
滅
後
一
○
○
年
ご
ろ
に
十
事
適
法
を
主
張
し
た
多
数
派
と
こ
れ
を
非
法
と
す
る
少
数
派
が
大
衆
部
・

上
座
部
に
分
裂
し
た
と
す
る
ほ
か
に
、
五
事
非
法
問
題
、
五
浄
法
な
ど
の
原
因
説
な
ど
を
挙
げ
る
。
世
友
ぐ
煙
呂
目
目
の
「
異
部
宗
輪

論
」
昏
蚤
昌
亀
き
§
§
ミ
ミ
言
胃
鼻
昌
は
佛
滅
後
三
○
○
年
の
こ
ろ
に
上
座
部
か
ら
有
部
が
分
立
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
中
村
元
博
士

の
佛
滅
年
代
田
ｏ
認
巴
に
よ
っ
て
算
定
す
る
と
有
部
の
成
立
は
、
○
』
ｇ
か
ら
団
○
９
年
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
南
伝
の
伝
承
は
佛
滅
後
第
二
の
一
○
○
年
に
な
っ
て
か
ら
す
な
わ
ち
佛
滅
後
二
○
一
年
か
ら
三
○
○
年
ま
で
に
上
座
部
か
ら
化

地
部
（
巨
煙
冨
闘
“
”
訂
）
と
犢
子
部
（
爵
三
宮
５
百
）
の
二
部
が
分
裂
し
、
化
地
部
か
ら
有
部
（
齪
与
員
ぽ
ぐ
乱
四
）
と
法
蔵
部

ｅ
宮
日
日
侭
昌
房
“
）
が
分
裂
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
佛
滅
を
ア
シ
ョ
ー
カ
王
即
位
ａ
ｏ
目
Ｃ
年
頃
）
よ
り
二
一
八
年
前
と
し
て
い
る

こ
れ
ら
の
伝
承
は
み
な
六
世
紀
以
後
の
資
料
に
見
ら
れ
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
が
、
こ
の
伝
承
の
ほ
か
に
塚
本
博
士
は
、
ロ
冒
昌
言
亀

な
ど
か
ら
巨
号
旨
烏
の
師
で
あ
り
、
ご
画
巨
閉
白
目
烏
医
に
布
教
し
、
巨
昌
甘
烏
と
と
も
に
セ
イ
ロ
ン
に
布
教
、
【
畏
巨
の
四
目
冨
佛
の
弟

⑮

子
、
隙
○
匿
王
の
大
臣
、
、
ロ
昌
冨
彊
昌
四
日
時
代
の
比
丘
、
段
侭
冨
爵
の
四
時
代
の
比
丘
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
い
い
う

る
こ
と
は
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
有
部
系
は
大
天
を
悪
意
的
に
扱
い
、
大
衆
部
・
大
乗
系
は
こ
の
伝
承
に
修
正
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

⑳

有
部
の
伝
承
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
。
南
伝
は
偉
大
な
師
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
て
、
大
衆
部
・
大
乗
系
は
こ
れ
に
入
る
。

け
窄
笥
α
振
圭
丈
主

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(6)（5 (4）

才
能
が
あ
り
、
評
判
が
よ
い
。

大
衆
部
の
比
丘
で
あ
る
と
同
時
に
大
乗
と
も
関
係
が
あ
り
、
三
蔵
の
な
か
に
大
乗
経
典
を
入
れ
た
。

勺
輿
巴
言
三
国
の
王
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
た
。

有
部
の
長
老
た
ち
を
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
に
追
い
や
っ
た
張
本
人
で
あ
る
。

Ⅳ
く
ど
｝
己
昌
菌
六
四

Fr
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④

名
前
を
あ
げ
て
い
な
い
。

「
摩
訶
僧
祇
律
」
は
大
衆
部
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
一
応
置
い
て
も
、
な
ぜ
有
部
系
の
律
が
提
唱
者
の
名
前
を
具
体
的
に
あ
げ

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
毘
尼
母
經
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
毘
利
祇
子
（
諒
言
目
覺
）
と
く
且
言
員
国
冨
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

切
言
ぐ
意
な
ど
の
資
料
で
は
根
本
分
裂
に
よ
っ
て
二
部
派
（
上
座
・
大
衆
）
に
分
裂
し
た
説
も
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
根
本
分
裂
が
三

⑰

部
（
上
座
・
大
衆
・
分
別
説
部
）
で
あ
っ
た
と
す
る
説
や
、
四
部
（
大
衆
・
有
部
・
犢
子
・
雪
山
、
あ
る
い
は
大
衆
・
有
部
・
上
座
・
正

⑬

量
）
で
あ
っ
た
と
す
る
説
を
伝
え
て
い
る
。
『
翻
訳
名
義
大
集
』
も
根
本
四
部
（
有
部
・
正
量
・
大
衆
・
上
座
）
を
伝
え
、
義
浄
の
『
南

⑲

海
寄
帰
内
法
伝
」
に
も
根
本
四
部
（
大
衆
・
上
座
・
根
本
有
部
・
正
量
）
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
律
の
伝
承
の
立
場
か
ら
「
五
部
」

⑩

（
法
蔵
・
有
部
・
飲
光
・
化
地
・
犢
子
、
あ
る
い
は
犢
子
部
の
代
わ
り
に
大
衆
部
を
入
れ
る
）
の
説
も
種
々
の
経
論
に
見
え
、
「
大
唐
西

域
記
」
巻
三
に
も
「
律
儀
の
伝
訓
」
と
し
て
こ
れ
を
伝
え
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
結
集
が
く
且
言
貝
国
冨
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た

十
事
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
結
集
の
あ
と
、
か
れ
ら
爵
三
宮
５
百
た
ち
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
多

く
の
伝
承
の
通
り
で
あ
る
と
、
大
衆
部
を
形
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
か
れ
ら
大
衆
部
の
主
体
は
く
煙
言
冒
５
百
‐
寡
陦
匡
屋
た
ち

で
あ
る
か
ら
、
根
本
部
派
「
五
部
」
説
は
極
め
て
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
ぐ
①
切
目

結
集
の
原
因
を
ぐ
四
三
旨
冒
冨
の
比
丘
た
ち
に
よ
る
十
事
と
し
て
、
提
唱
者
の
名
前
を
あ
げ
る
の
は
、
有
部
の
『
十
調
律
」
・
根
本
有
部

の
『
雑
事
」
・
大
衆
部
の
「
摩
訶
僧
祇
律
』
以
外
の
資
料
で
あ
り
、
『
毘
尼
母
經
」
は
毘
利
祇
子
（
司
旨
屋
司
覺
）
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
有
部
系
の
論
書
で
あ
る
『
根
本
有
部
律
』
、
「
十
調
律
」
と
大
衆
部
の
『
摩
訶
僧
祇
律
」
だ
け
は
、
そ
の
他
の
比
丘
の
名
前
は
克
明
に

記
述
し
て
い
る
の
に
分
裂
の
原
因
と
な
っ
た
十
事
乃
至
五
浄
法
な
ど
の
提
唱
者
を
ぐ
の
切
目
国
の
比
丘
と
し
て
い
て
：
く
皇
君
呉
国
富
ゞ
の

か
ら
、
有
部
の
成
立
は
お
よ
そ
国
○
画
９
年
か
ら
団
○
』
曾
年
頃
と
な
る
。
十
事
非
法
を
原
因
と
す
る
上
座
部
系
の
う
ち
説
一
切
有
部
の

『
大
毘
婆
沙
論
』
や
『
異
部
宗
輪
論
」
な
ど
の
伝
承
と
正
量
部
の
冨
訂
旨
き
き
畳
だ
け
は
、
大
天
が
五
事
を
主
張
し
、
こ
れ
に
よ
り
サ
ン

『
大
毘
婆
沙
論
』
や
言

ガ
は
分
裂
し
た
と
い
う
。
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南
伝
の
『
大
般
浬
藥
経
』
に
は
、
く
四
三
族
が
阿
羅
漢
を
尊
敬
す
る
限
り
、
衰
亡
し
な
い
と
い
う
記
述
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
訳

の
一
部
を
除
い
て
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
佛
陀
の
入
滅
を
扱
う
の
に
、
最
初
に
ど
目
尉
自
首
王
と
ぐ
四
三
族
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
の
は
異
常
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
拭
い
き
れ
な
い
。
本
来
は
こ
の
記
述
は
な
か
っ
た
の
が
、
く
且
ご
三
国
厨
に
よ
っ
て
教
団
の
規

律
が
乱
れ
、
阿
羅
漢
を
軽
視
す
る
風
潮
が
出
て
き
た
た
め
、
佛
陀
の
入
滅
と
シ
苗
圃
箇
冒
王
の
物
語
に
掛
け
て
、
く
ご
言
昌
国
富
た
ち
を

ぐ
ゆ
言
を
く
畳
と
み
る
の
は
、
雪
山
部
の
伝
承
と
い
わ
れ
る
『
毘
尼
母
經
』
の
七
百
比
丘
の
結
集
を
あ
つ
か
っ
た
記
述
に
「
毘
舎
離
毘

⑭

利
祇
子
諸
比
丘
等
」
と
あ
る
記
述
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑮

一
方
、
赤
沼
智
善
博
士
は
く
且
言
巨
日
冒
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
ら
れ
、
南
伝
の
ぐ
煙
言
官
５
百
は
、
第
二
結
集
の
く
煙
冒
お
宮
当
邑

⑯
⑰

と
く
呉
の
陣
を
混
同
ま
た
は
同
視
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
が
、
中
阿
含
の
『
持
斎
經
」
で
は
十
六
大
国
の
な
か
に
ぐ
四
三
）
く
里
の
回
の

⑬

両
方
を
あ
げ
て
お
り
、
そ
の
主
張
は
成
り
立
た
な
い
。

北
伝
は
有
部
か
ら
犢
子
部
が
分
裂
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
南
伝
に
よ
れ
ば
犢
子
部
ぐ
四
言
冒
冒
冨
は
上
座
部
弓
訂
国
乱
目
か

ら
化
地
部
ご
画
司
圃
“
四
百
と
と
も
に
分
裂
し
、
有
部
は
化
地
部
か
ら
分
派
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
大
衆
部
と
し
て
の

⑲

く
且
言
貝
国
厨
が
上
座
部
の
一
派
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
矛
盾
す
る
。

置
づ
け
、
目
富
国
の
割
宮

ま
た
「
く
①
３
両
に
住

９
房
喜
巨
に
つ
い
て
は
侍

な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

バ
ー
リ
律
を
初
め
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
律
の
伝
承
は
、
く
皇
君
具
国
富
の
９
房
匡
匡
た
ち
を
放
逸
で
不
浄
法
を
行
な
っ
た
も
の
と
位

⑫

言
つ
け
、
目
富
国
３
吾
四
ｇ
８
個
の
註
で
は
く
四
三
冒
冒
暦
を
破
和
合
僧
の
代
表
た
る
肩
ぐ
且
胃
国
の
一
味
と
見
倣
し
て
い
る
。

⑬

ま
た
「
く
の
の
餅
に
住
む
く
騨
壹
冒
目
厨
与
時
匡
匡
は
、
放
逸
で
不
浄
法
を
行
ず
る
」
に
関
し
て
『
根
本
有
部
律
』
は
く
皇
君
呉
国
富

房
厚
屋
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ず
、
か
わ
り
に
佛
粟
氏
２
昼
）
国
の
蘇
陣
那
が
出
家
前
の
妻
と
跡
継
ぎ
を
求
め
る
た
め
に
不
浄
を
行

戸 房
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⑳

諫
め
、
教
団
分
裂
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佛
教
サ
ン
ガ
は
く
”
三
宮
冒
匿
の
提
唱
す
る
十
事
の
問
題
か
ら
意
見
が
分
れ
て
き
て
し
ま
っ

た
。
く
の
吻
餅
に
お
け
る
結
集
は
十
事
を
非
法
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
多
数
派
を
形
成
す
る
く
四
三
冒
冒
厨
た
ち
は
、
阿
羅
漢
を

中
心
と
し
た
長
老
派
と
は
決
別
し
、
大
衆
部
と
な
る
。
金
銭
納
受
を
戒
律
の
拡
大
解
釈
に
よ
っ
て
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
受
畜
金
銀

等
銭
を
禁
ず
る
条
項
が
あ
る
か
ぎ
り
、
大
衆
部
と
い
え
ど
も
適
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
に
『
摩
訶
僧
祇
律
」
で
も
こ
れ

を
違
法
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
資
料
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
大
衆
部
系
の
「
舎
利
弗
問
經
」
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

く
煙
言
冒
冒
園
た
ち
の
新
解
釈
を
押
さ
え
る
た
め
、
母
閉
山
た
ち
長
老
は
新
し
く
条
項
を
増
補
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
摩

訶
僧
祇
律
」
は
都
合
の
悪
い
十
事
の
直
接
的
表
現
は
避
け
、
第
一
結
集
で
ロ
で
目
が
す
で
に
諭
し
た
五
浄
法
な
ど
と
金
銭
納
受
と
を
再

確
認
す
る
こ
と
と
し
て
第
二
結
集
を
記
述
し
、
「
舎
利
弗
問
經
」
は
旧
律
の
改
編
を
根
本
分
裂
の
原
因
と
し
た
の
で
あ
る
。

南
伝
の
パ
ー
リ
律
で
は
、
第
三
結
集
で
分
別
説
以
外
の
異
端
者
は
放
逐
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
論
争
に
や
ぶ
れ
た
有
部
が
や
む
な

く
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
に
伝
道
と
い
う
形
で
移
動
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
移
動
は
有
部
か
ら
み
れ
ば
「
阿
羅
漢
た
ち
を
ガ
ン
ジ
ス
河
で

沈
め
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
ほ
ど
待
遇
の
悪
い
理
不
尽
な
も
の
で
、
こ
の
こ
と
が
色
々
な
伝
承
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
異
部
宗
輪
論
』
や
『
大
毘
婆
沙
論
」
が
全
く
こ
の
十
事
非
法
問
題
に
触
れ
な
い
の
は
異
常
で
あ
る
。
有
部
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た

め
に
大
天
の
五
事
に
よ
っ
て
、
十
事
非
法
問
題
に
す
り
替
え
た
と
い
う
塚
本
説
は
重
要
で
あ
る
。
「
異
部
宗
輪
論
」
や
『
大
毘
婆
沙
論
」

が
十
事
非
法
問
題
と
そ
の
提
唱
者
を
あ
え
て
伏
せ
て
い
る
の
は
、
有
部
と
犢
子
部
と
が
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
十
事
の
提
唱
者
と
犢
子
部
と
が
直
接
関
係
あ
り
と
す
れ
ば
、
十
事
の
提
唱
者
で
あ
る
く
ご
言
昌
国
厨
は
有
部
成

③

立
よ
り
も
古
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
か
だ
か
新
旧
を
あ
ら
そ
う
こ
と
で
も
な
か
ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、
部
派
分
裂
を
伝
え
る
資
料
は
ど
れ
も
歴
史
的
事
実
よ
り
も
自
派
の
正
当
性
を
述
べ
る
こ
と
に
情
熱
を
傾
け
て
い
る
こ
と

か
ら
も
い
い
莞
フ
る
こ
と
で
あ
る
。
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犢
子
部
の
教
理
は
五
法
蔵
で
あ
る
。
犢
子
部
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
と
無
為
な
ら
び
に
プ
ド
ガ
ラ
を
所
知
と
し
実
有
と
主
張
し

て
い
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
犢
子
部
こ
そ
「
説
一
切
有
部
」
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
犢
子
部
と
有
部
が
非
常
に
近

い
関
係
に
あ
り
、
南
伝
に
従
え
ば
上
座
部
か
ら
犢
子
部
と
化
地
部
が
分
裂
し
、
化
地
部
か
ら
有
部
が
分
出
し
て
い
る
。
一
方
、

ぐ
印
の
色
目
目
の
爵
ミ
魯
息
意
島
曾
昌
。
§
§
黒
昌
は
説
一
切
有
部
よ
り
犢
子
部
が
分
か
れ
た
と
い
い
、
有
部
の
伝
承
は
根
本
分
裂
を
述
べ
る

場
合
に
も
意
図
的
に
く
四
言
冒
冒
冨
の
名
称
を
伏
し
て
お
り
、
自
分
た
ち
が
破
サ
ン
ガ
の
主
導
者
と
同
じ
母
体
出
身
で
あ
る
と
知
ら
れ

⑫

る
の
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
ま
た
、
両
部
派
が
教
理
的
に
も
非
常
に
接
近
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
大
衆
部
を
形
成
し
た
く
四
三
宮
５
百
と
そ
の
後
の
犢
子
部
ぐ
脚
切
目
員
匂
煙
と
は
、
全
く
別
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
吟
味
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
根
本
分
裂
が
く
且
言
昌
騨
圃
‐
匡
陦
匡
巨
た
ち
の
十
事
非
法
問
題
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か
し
、
南
伝
の
伝
承
の
よ
う
に
か
れ
ら
が
上
座
部
に
属
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
十
事
非
法
問
題
で
ぐ
四
三
冒
冒
百
‐
９
時
厚
屋
た
ち

と
そ
の
同
調
者
と
決
別
し
た
長
老
た
ち
の
中
か
ら
、
そ
の
後
、
な
ぜ
破
僧
伽
を
引
き
起
こ
し
た
忌
ま
忌
ま
し
い
く
四
三
冒
冒
厨
と
同
じ

名
称
を
も
つ
く
四
三
目
§
厨
と
い
う
部
派
が
分
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
の
理
由
と
し
て

(2） (1）(:；）

ぐ
里
切
回
と
く
四
言
ｇ
吾
）
と
は
、
本
来
別
種
族
出
身
者
で
あ
っ
た
も
の
が
、
同
じ
く
く
昌
巷
貝
国
富
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

あ
っ
た
ｃ

十
事
非
法
問
題
を
起
こ
し
た
く
且
言
昌
国
厨
‐
匡
烏
犀
旨
た
ち
と
犢
子
部
の
ぐ
且
言
昌
国
富
と
は
全
く
同
一
部
族
の
も
の
た
ち
で

長
老
名
が
く
昌
冒

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

弁
弔

く
且
一
台
昌
国
で
あ
っ
た
た
め
、
ぐ
ゆ
三
宮
鼻
血
屍
四
と
く
四
言
壱
具
は
く
口
（
く
輿
の
号
三
罠
ご
煙
）
と
が
混
乱
し
て
く
ぃ
三
℃
昌
国
穴
印
と

59



と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
②
と
③
の
可
能
性
が
論
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
の
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
佛
滅
後
一
○
○

年
の
根
本
分
裂
は
、
上
座
部
で
あ
る
化
地
部
か
ら
ぐ
画
言
族
が
提
唱
し
た
十
事
問
題
か
ら
犢
子
部
が
分
裂
し
、
か
れ
ら
が
大
衆
部
を
形
成

し
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

有
部
は
三
世
と
無
為
と
を
実
有
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
有
部
に
と
っ
て
は
同
じ
く
三
世
と
無
為
と
が
実
有
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
根
本
分
裂
の
、
王
導
者
が
同
じ
仲
間
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
避
け
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
根
本
分
裂
の
主
導
者
で
あ
る

く
四
三
族
の
比
丘
（
爵
三
宮
５
首
‐
淫
時
与
屋
）
と
後
の
く
釦
言
冒
冒
冨
い
わ
ゆ
る
犢
子
部
と
を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
的
隔
た
り
を

設
け
て
犢
子
部
が
有
部
か
ら
分
出
し
た
も
の
と
し
て
有
部
た
ち
が
本
家
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
化
の
な
か
で
、

厨
目
冒
日
冒
と
し
て
相
違
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
根
本
分
裂
の
主
導
者
を
意
図
的
に
隠
し
、
根
本
分
裂
の
伝
承
を
巨
昌
乱
の
ぐ
回
の
五

事
論
争
事
件
に
塗
り
替
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
説
一
切
有
部
の
名
称
が
、
の
ち
の
「
部
執
異
論
疏
」
の
よ
う
に
、
一
切
す
な
わ
ち
有
為
た
る
三
世
と
三
無
為

と
が
実
有
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
六
種
が
諸
法
の
す
べ
て
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
実
有
と
す
る
か
ら
説
一
切
有
部
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
犢

子
部
も
同
じ
く
説
一
切
有
部
と
称
さ
れ
て
も
よ
い
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
有
部
の
母
体
に
近
い
と
思
わ
れ
る
犢
子
部
が
説
一
切
有
部
と

呼
ば
れ
な
い
の
は
、
、
ｇ
ｇ
豊
富
ぐ
乱
冒
が
、
も
と
も
と
「
す
べ
て
が
有
る
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
は
な
く
「
す
べ
て
正
義
に
よ
っ
て

説
く
も
の
」
と
主
張
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
犢
子
部
も
一
切
有
論
者
と
す
る
こ
と
も
な
く
、
部
族
乃
至
は
教
師
の
名
を
も
っ
て

く
皇
君
員
国
冨
と
呼
ば
れ
た
り
、
教
理
上
の
特
色
か
ら
雨
戸
臘
巴
働
く
乱
甘
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

有
部
系
の
律
の
伝
承
は
律
と
い
う
点
か
ら
改
変
も
で
き
ず
十
事
非
法
を
述
べ
る
が
、
提
唱
者
の
名
前
を
敢
て
隠
し
、
『
異
部
宗
輪
論
」

や
「
大
毘
婆
沙
論
」
は
根
本
分
裂
よ
り
も
も
っ
と
重
大
な
事
件
で
あ
っ
た
大
天
派
に
よ
る
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
追
放
を
五
事
と
結
び
付
け
て
有

部
の
正
当
性
を
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十
事
非
法
問
題
に
代
わ
っ
て
出
て
き
た
大
天
の
五
事
論
は
、
ま
さ
に
阿
羅
漢
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ご
呂
凰
①
ぐ
煙
を
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説
一
切
有
部
の
名
称
を
も
つ
銘
文
は
、
ご
鼻
冒
団
や
西
北
イ
ン
ド
、
中
イ
ン
ド
に
も
あ
る
し
、
時
代
的
に
は
國
○
』
世
紀
ご
ろ
に
は
す

で
に
の
日
乱
昌
ぐ
乱
旨
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
櫻
部
建
博
士
に
よ
る
と
三
世
実
有
説
は
最
初
期
の
有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
あ

る
「
集
異
門
論
」
や
『
法
穂
論
」
に
み
ら
れ
る
「
非
択
滅
」
と
い
う
概
念
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
説
を
採
用
す

る
と
、
こ
の
こ
ろ
に
は
説
一
切
有
部
と
い
う
名
称
が
自
他
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
論
事
」
が
第
三
結

集
に
よ
っ
て
分
別
説
の
正
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
一
切
が
有
る
と
主
張
し
た
も
の
た
ち
が
存
在
し

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
国
○
函
麗
年
以
降
の
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
時
代
が
早
す
ぎ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
六
足
論
が
で
き
上
が
り

す
べ
て
正
義
に
よ
っ
て
説
明
し
、
『
発
智
論
」
の
こ
ろ
に
三
世
実
有
論
が
明
確
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ｂ
曾
昌
営
旨
》
ミ
ミ
３
ｓ
ミ
旨
が
伝
え
る
殴
与
目
ぽ
ぐ
乱
旨
は
、
一
切
が
有
る
と
い
う
教
理
が
整
理
さ
れ
る
以
前
の
特
色
を
示
し
て
い
る

に
違
い
な
い
。
有
部
の
古
い
漢
字
音
写
は
「
薩
婆
多
部
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
多
」
は
古
代
漢
音
に
お
い
て
も
：
目
）
厨
》
言
。
》
言
①
》

（
号
ｇ
ゞ
で
あ
っ
て
、
ゞ
亀
》
音
に
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
統
上
座
部
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
と
も
と

講
演
で
は
、
『
大
智
度
論
』
と

都
合
上
割
愛
し
て
小
結
と
す
る
。

巨
。
脂
四
層
昌
目
の
の
“
に
よ
っ
て
ご
農
旨
烏
国
へ
派
遣
さ
れ
た
伝
道
者
と
同
じ
と
見
る
と
、
巨
昌
且
の
ぐ
画
は
必
ず
し
も
上
座
系
の
伝
道
師

と
み
な
く
と
も
、
当
時
、
南
イ
ン
ド
で
活
躍
し
て
い
た
高
僧
と
理
解
し
て
も
よ
く
、
【
鼠
目
目
に
派
遣
さ
れ
た
巨
皇
盲
目
富
も
分
別
説

部
の
伝
道
師
と
見
る
必
要
も
な
く
、
伝
道
師
派
遣
は
巨
○
閼
四
ぽ
員
３
房
の
画
系
の
正
当
性
を
い
う
た
め
に
創
作
さ
れ
た
も
の
と
い
え
な
く

も
な
い
。
そ
う
す
る
と
ご
呉
言
国
と
ご
豊
富
目
冨
に
代
表
さ
れ
る
論
争
は
大
衆
部
・
大
乗
佛
教
と
有
部
と
の
対
立
か
ら
生
じ
た
と
見

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

講
演
で
は
、
『
大
智
度
論
』
と
有
部
教
理
と
の
関
係
な
ら
び
に
「
法
華
経
」
と
有
部
教
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
じ
た
が
、
紙
数
の

ｌ
Ｉ
Ｊ

ノ

結
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豐
冨
く
且
旨
「
す
べ
て
正
義
に
よ
っ
て
説
く
も
の
」
と
自
称
し
て
い
た
の
が
、
次
第
に
「
一
切
の
認
識
は
必
ず
対
象
を
持
つ
と
し
て
言
語

に
よ
っ
て
表
現
す
る
部
派
」
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
過
去
・
未
来
を
認
識
す
る
場
合
、
当
然
認
識
の

対
象
は
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
間
も
な
く
醗
目
く
早
目
冨
土
口
才
且
目
↓
の
閏
ぐ
凹
旨
ぐ
乱
冒
》
殴
浮
昌
言
ぐ
乱
旨
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

⑬

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
化
さ
れ
た
と
き
に
、
の
冑
乱
昌
く
且
白
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
部
派
は
南
伝

に
よ
れ
ば
、
化
地
部
か
ら
の
分
立
で
あ
り
、
「
す
べ
て
正
義
に
よ
っ
て
説
く
も
の
」
で
あ
り
、
経
典
も
不
了
義
に
よ
ら
ず
、
了
義
に
よ
っ

＠

て
分
別
し
た
も
の
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
化
地
部
自
身
が
好
む
分
別
説
部
と
も
呼
ば
れ
た
に
違
い
な
い
・
際
画
く
菌
は
い
か
な
る
僅
少
の
も

の
も
、
已
生
、
現
生
、
未
生
す
べ
て
は
因
を
伴
う
と
説
く
か
ら
説
因
部
と
い
う
と
述
べ
て
説
一
切
有
部
の
特
色
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
あ

る
い
は
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
く
に
説
一
切
有
部
系
統
の
分
別
論
者
が
毘
婆
沙
師
（
く
営
訂
の
涛
鯉
）
と

呼
ば
れ
る
の
は
、
迦
多
桁
尼
子
の
「
発
智
論
」
以
降
で
あ
ろ
う
。

有
部
の
付
法
蔵
伝
は
佛
陀
ｌ
迦
葉
ｌ
阿
難
Ｉ
（
末
田
地
）
ｌ
商
那
和
修
ｌ
優
波
笈
多
ｌ
提
多
迦
と
な
る
。
こ
の
伝
承
は
根
本
有
部
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
中
心
が
ど
う
し
て
も
冨
呉
冒
国
と
な
る
が
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
伝
道
を
異
説
師
冨
昌
盲
目
宮
の
追
放
と
理
解
す
れ
ば
、

す
で
に
こ
の
こ
ろ
に
は
説
一
切
有
部
の
原
初
形
態
は
で
き
て
お
り
、
骸
○
百
王
の
と
き
の
高
僧
ロ
冨
唱
冒
騨
は
有
部
の
付
法
蔵
で
は
迦
多

桁
尼
子
の
前
に
置
か
れ
て
お
り
、
ご
冒
唱
冒
凹
の
師
で
あ
る
殴
口
四
百
乱
巴
と
同
じ
く
巨
呉
冒
団
の
ご
日
日
目
烏
（
巨
冒
自
国
）
山
に
住
し

て
活
躍
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
名
前
か
ら
上
座
部
系
の
も
の
た
ち
が
ロ
目
白
ロ
ロ
烏
（
巨
日
自
国
宙
）
部
と
呼
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
と
き
に
は
す
で
に
旨
豊
富
目
匿
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
で
伝
道
を
し
て
お
り
、
「
一
切
が
仮
名
で
実
体
が
な
い
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て

説
一
切
有
部
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
の
ち
に
巨
翼
盲
国
有
部
が
根
本
有
部
（
巨
己
餌
“
閏
乱
昌
ぐ
乱
旨
）

を
名
乗
る
の
も
、
有
部
の
ア
ピ
ダ
ル
マ
文
献
は
ほ
と
ん
ど
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
で
成
立
し
た
に
し
て
も
辺
境
の
地
で
あ
り
、
中
イ
ン
ド
で
大
衆

部
に
対
抗
し
て
活
躍
し
て
い
た
巨
呉
冒
国
の
有
部
か
ら
み
れ
ば
、
根
本
の
有
部
は
自
分
た
ち
で
あ
る
と
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

戸n
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以
上
の
所
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
果
を
要
約
し
て
整
理
し
て
み
る
と
、

の
根
本
分
裂
は
く
“
言
冒
冒
冨
の
比
丘
た
ち
が
提
唱
し
た
十
事
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
サ
ン
ガ
の
分
裂
を
戒
め
る
た
め
に
、
釈
尊

の
浬
藥
を
語
る
最
後
の
旅
の
な
か
に
く
皇
君
具
国
富
と
シ
両
国
箇
冒
の
物
語
を
挿
入
し
て
分
裂
を
防
ご
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
ぐ
四
言
冒
冒
冨
の
比
丘
た
ち
は
尽
閉
鯉
た
ち
長
老
派
以
外
の
大
勢
の
比
丘
た
ち
の
賛
同
を
得
て
分
裂

⑮

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
大
衆
派
を
形
成
し
た
主
体
は
く
且
言
昌
煙
冨
の
比
丘
た
ち
で
あ
り
、
か
れ
ら
が
大
衆
部
と
呼
ば
れ
た
。

②
大
衆
部
は
そ
の
の
ち
諸
部
派
に
分
裂
し
て
い
っ
た
が
、
く
ゅ
三
宮
冒
冨
は
も
と
の
兄
弟
部
派
と
も
い
う
べ
き
有
部
と
教
理
が
近
似

⑤
有
部
教
団
は
、
橦
頭
し
て
き
た
大
乗
佛
教
に
よ
っ
て
布
施
を
基
盤
と
し
て
い
た
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑥
そ
の
大
乗
佛
教
運
動
の
首
謀
者
は
、
巨
呉
冒
団
出
身
の
商
人
〆
鼬
尻
時
四
の
息
子
で
、
而
創
巴
壱
昌
国
で
大
衆
部
の
も
と
で
出
家
し

て
活
躍
し
、
才
能
が
あ
り
、
評
判
も
よ
か
っ
た
大
天
（
冨
呂
且
の
く
四
）
で
あ
り
、
三
蔵
の
な
か
に
大
乗
経
典
を
混
入
し
た
。

、
大
天
は
菩
薩
と
し
て
崇
め
ら
れ
評
判
が
よ
く
、
犢
子
部
か
ら
発
展
し
た
正
量
部
で
も
釈
尊
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
認
め
、

勺
創
ゆ
ぽ
貝
国
の
王
族
か
ら
も
尊
敬
を
集
め
て
い
た
。

侶
闘
巨
言
具
国
で
の
大
天
と
の
論
争
に
破
れ
た
有
部
は
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
ヘ
と
移
っ
た
。

⑧
有
部
は
ロ
息
唱
冒
四
の
師
で
あ
る
の
目
鼻
釦
乱
巴
と
同
じ
く
巨
胃
巨
国
の
ロ
日
日
目
烏
（
ご
目
目
日
）
山
に
住
し
て
活
躍
し
て
い
た

の
で
、
こ
の
山
の
名
前
か
ら
ロ
日
白
目
烏
（
ご
日
自
国
園
）
部
と
呼
ば
れ
、
そ
の
教
理
的
特
色
か
ら
、
説
因
部
田
の
目
ぐ
乱
甘
）
、
因

論
、
一
切
語
言
部
、
分
別
説
部
と
も
呼
ば
れ
、
部
派
名
が
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

ｊ性
く
昌
巷
員
国
冨
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
化
の
な
か
で
、
ぐ
四
目
官
日
冒
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
の
四
ｇ
豊
富
伽
乱
呂

も
の
冑
く
早
目
冨
才
且
四
の
胃
ぐ
卑
閏
昏
旨
‐
副
島
に
由
来
し
て
い
た
名
称
が
の
号
冨
詳
巨
‐
乱
烏
の
冑
武
豊
‐
く
且
“
に
変
化
し
て
し
ま
つ

ァ
」
○

ナ
／ し

て

い

た
○
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こ
の
よ
う
に
『
大
毘
婆
沙
論
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
と
は
異
な
っ
て
、
大
乗
佛
教
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

有
部
の
生
活
基
盤
を
揺
る
が
し
て
い
る
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
方
面
の
大
乗
佛
教
活
動
が
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
大
乗
佛

教
の
首
謀
者
で
あ
る
大
天
に
対
し
て
も
、
煩
悩
を
断
じ
尽
く
し
た
無
漏
の
阿
羅
漢
た
ち
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
口
汚
く
罵
し
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
危
機
感
は
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
デ
ィ
ー
パ
」
ま
で
続
き
、
世
親
の
批
判
に
対
し
て
正
統
有
部
の
反
論
害
と
し

⑰

て
完
成
し
た
『
順
正
理
論
」
の
立
場
さ
え
も
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
悪
魔
の
教
説
と
し
て
、
無
視
し
て
い
た
大
乗
佛
教
教
理

を
積
極
的
に
学
ん
で
破
析
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
ニ
ァ
ビ
ダ
ル
マ
デ
ィ
ー
パ
の
研
究
』

平
楽
寺
書
店
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
二
○
○
八
年
十
二
月
五
日
仏
教
学
会
公
開
講
演
）

帥
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
で
の
生
活
は
楽
な
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
佛
教
信
奉
者
（
法
華
経
信
奉
者
）
た
ち
は
た
っ
た
一
本
の
楊
枝
の
布
施
“

⑮

で
も
成
佛
で
き
る
と
豪
語
し
、
自
ら
を
菩
薩
と
称
す
る
増
上
慢
な
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。

⑩
大
乗
佛
教
側
か
ら
二
乗
不
成
佛
と
非
難
さ
れ
た
有
部
は
声
聞
や
縁
覚
で
も
成
佛
で
き
る
と
い
う
転
根
説
を
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
つ

111注①
静
谷
正
雄
「
小
乗
佛
教
史
の
研
究
』
［
己
認
も
．
巨
巴

そ
れ
で
も
勢
力
挽
回
で
き
な
か
っ
た
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
有
部
た
ち
は
有
部
教
学
の
重
要
な
骨
格
『
発
智
論
」
の
註
釈
で
あ
る
「
婆

沙
論
』
が
、
五
○
○
人
の
無
漏
智
を
得
た
阿
羅
漢
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
自
負
さ
え
も
忘
れ
、
旧
来
の
「
婆
沙
論
』
の

な
か
に
大
天
に
対
す
る
非
常
に
悪
意
あ
る
中
傷
や
二
乗
作
佛
論
を
加
え
て
、
そ
の
名
称
を
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』

（
患
迂
愚
ミ
営
倉
‐
ミ
亀
寓
‐
鼠
寒
目
胃
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
偉
大
な
る
毘
婆
沙
師
の
論
）
と
い
う
膨
大
な
論
耆
に
改
編
し
て
し
ま
っ
た
。

た
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、⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦ ⑤④③⑫⑥
ロ
計
葛
ご
鴬
苛
曽
言
．
篭
巴

ｐ
Ｈ
巨
口
］
ロ
ロ
（
」
即
少
」
１
し
一
ｒ
』
必
や
／
、
○

『
識
身
足
論
」
（
大
正
蔵
思
》
困
医
）

律
蔵
は
比
較
的
に
原
語
を
残
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
法
顯
が
共
訳
し
た
「
摩
訶
僧
祇
律
』
合
同
卜
晶
年
漢
訳
）
私
記
に
は
有
部
を
薩
婆

多
（
殴
与
昌
冨
）
と
記
し
、
過
去
・
未
来
・
現
在
の
五
認
が
各
々
自
性
を
も
っ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
説
一
切
有
部
と
い
う
と
あ
る
二
摩
訶

僧
祗
律
』
大
正
蔵
圏
面
畠
ｇ
ｏ
僧
伽
賊
摩
ａ
目
答
画
く
胄
冒
目
）
訳
出
の
「
薩
婆
多
部
毘
尼
摩
得
勒
伽
』
（
○
両
卜
器
年
漢
訳
）
も
駛
与
豊
富
と

己
ロ
．
“
函
画
ｌ
一
つ
可

「
阿
育
王
傅
』
（
大
正
蔵
ｇ
一
己
淫
‐
巨
母
）

赤
沼
智
善
「
分
別
論
者
に
就
い
て
」
（
「
宗
教
研
究
」
新
甲
巴
、
木
村
泰
賢
「
木
村
泰
賢
全
集
』
第
四
巻
ｐ
閉
。

塚
本
啓
祥
「
鵜
初
期
佛
教
教
團
史
の
研
究
」
［
こ
ぎ
↓
ｐ
ら
、
］

「
大
毘
婆
沙
論
』
（
大
正
蔵
曽
画
合
巴
、
六
十
巻
『
毘
婆
沙
論
」
（
大
正
蔵
閉
』
Ｅ
こ

『
大
毘
婆
沙
論
』
（
大
正
蔵
目
ゞ
ぎ
ぎ
）

『
三
論
玄
義
』
（
佛
教
大
系
本
や
怒
ら

『
検
幽
集
』
（
「
三
論
玄
義
』
佛
教
大
系
本
？
＄
巴

塚
本
啓
祥
［
届
き
ゞ
君
．
浅
毘
．
］

『
南
伝
大
蔵
経
」
弓
一
壱
ｐ
閉
罠
．

ロ
冥
日
も
』
誤
ゞ
「
南
伝
大
蔵
経
』
酌
ロ
弓
］
〕
大
正
蔵
岸
引
Ｏ

』
員
自
も
・
圏
》
『
南
伝
大
蔵
経
』
屍
も
ｇ
こ
の
経
典
は
大
衆
部
系
と
い
わ
れ
る
現
在
の
増
一
阿
含
に
は
該
当
箇
所
が
な
い
。

静
谷
正
雄
［
届
認
も
．
匡
ユ

静
谷
正
雄
［
后
認
も
．
届
巳

「
文
殊
問
經
』
（
大
正
蔵
匡
》

「
雑
阿
含
經
」
（
大
正
蔵
函
」

ロ
買
冒
］
口
屋
卸
一
南
伝
大

崖
冨
自
も
・
圏
》
『
南
伝
大
蔵

『
倶
舍
論
』
（
』
固
澤
も
．
賠
巴

で
は
、
幻
貝
巨
昌
巨
且
四
〕
ご
目
白
匡
国
烏
が
出
て
く
る
が
、
漢
訳
（
大
正
蔵
ｇ
》
巨
忌
）
で
は
「
優
留
曼
茶
」
と
あ
る
か
ら

〕
、
。
］
岸
〕
）

』
α
切
丘
ｌ
岸
司
（
ざ
）
、

阿
育
王
傅
』
（
大
正
蔵
史
）
ゞ
己
豐
‐
己
曾
）
、
『
阿
育
王
經
』
（
大
正
蔵
ｇ
ゞ
屋
号
‐
辰
岸
〕
）
、
目
星
一
ミ
ミ
苛
菖
）
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、⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳⑳唾

（
３
）
疑
惑
を
〔
も
つ
こ
と
〕

（
４
）
他
の
〔
助
け
〕
に
よ
っ
て
自
覚
に
至
る
こ
と

（
５
）
〔
無
漏
〕
道
は
声
と
と
も
に
〔
生
ず
る
こ
と
〕

幽
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
百
年
余
り
説
で
あ
る
（
寺
本
訳
重
蔀
宗
輪
論
」
ｐ
巴

幽
証
禅
『
三
論
玄
義
検
幽
集
」
（
大
正
蔵
ご
産
韻
Ｅ
）

⑳
『
三
論
玄
義
』
（
大
正
蔵
畠
↑
等
。
）

⑳
『
三
論
玄
義
検
幽
集
』
（
大
正
蔵
ご
媚
留
こ

り
５
国
日
○
号
は
佛
教
徒
大
衆
の
な
か
に
冒
呂
且
の
く
い
が
お
り
、
「
偉
大
な
る
知
恵
の
ひ
と
、
偉
大
な
る
能
力
者
、
名
色
（
目
白
四
‐
昌
冒
）
に
つ
い
て

の
す
る
ど
い
観
察
者
」
で
あ
る
と
い
う
が
、
『
大
唐
西
域
記
』
に
は
「
有
凡
夫
僧
摩
訶
提
婆
閣
達
多
智
、
幽
求
名
實
澤
思
作
論
、
理
違
聖
教
」
（
大
正

蔵
臼
ゞ
認
浮
）
と
あ
り
、
名
色
に
つ
い
て
の
観
察
者
と
は
と
れ
な
い
。
『
高
麗
大
蔵
經
』
、
京
都
大
学
版
『
大
唐
西
域
記
』
な
ど
諸
版
す
べ
て
「
名

實
」
と
あ
り
、
Ｆ
四
日
○
号
の
誤
読
で
あ
る
。
Ｐ
四
日
○
月
》
国
員
琴
営
Ｃ
Ｏ
薯
ぎ
ご
、
遷
・
ミ
ミ
号
可
胃
、
『
ｇ
ｏ
§
§
匂
田
ｐ
己
器
↓
弓
・
匡
望
・
）

⑳
「
大
唐
西
域
記
」
（
大
正
蔵
臼
ゞ
認
ｇ
）

⑳
『
職
伽
論
纂
略
』
（
大
正
蔵
鹿
》
号
）

⑳
『
分
別
功
徳
論
』
（
大
正
蔵
圏
ゞ
総
Ｏ
）

④
原
文
は
王
日
大
天
聖
王
具
四
梵
堂
、
展
転
相
紹
乃
至
八
万
四
千
王
皆
有
梵
堂
、
唯
大
天
一
人
是
大
士
、
其
余
皆
是
小
節
」
と
あ
り
、
大
天
聖
王
と

い
う
王
の
名
前
と
読
め
な
く
も
な
い
。

②
佐
々
木
閑
「
イ
ン
ド
佛
教
変
移
論
』
［
９
８
》
ロ
器
岸
巨
○
吊
圏
］
は
冨
昌
目
》
置
き
骨
回
爵
迂
雷
９
侭
冒
で
は
、
五
事
の
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
の
結

果
、
大
衆
部
内
の
二
次
分
裂
の
争
点
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
旧
婆
沙
の
比
較
検
討
か
ら
、
大
天
問
題
が
六
十
巻
婆
沙

（
婆
沙
Ｂ
）
か
ら
意
図
的
に
取
り
除
か
れ
た
と
仮
定
し
、
「
婆
沙
Ｂ
」
「
十
四
巻
婆
沙
（
婆
沙
Ｓ
）
」
系
統
が
「
婆
沙
論
」
の
原
初
形
で
あ
り
、
そ
れ

し
て
い
る
か
ら
、
段
ｇ
目
冨
乱
烏
と
い
う
用
例
は
か
な
り
遅
く
ま
で
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

「
漢
蔵
四
訳
対
校
異
部
宗
輪
論
」
亨
署

（
１
）
〔
阿
羅
漢
で
あ
っ
て
も
〕
他
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
る
こ
と

行
ｌ
こ
戸
師
上
絲
遼
け
て
，
幸

（
２
）
知
ら
ぬ
こ
と

ハハ
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⑫
、
ミ
画
ミ
ミ
昔
口
営
員
く
。
］
日
も
』
Ｅ

＠
の
具
冨
く
ぎ
冨
凋
画
も
．
麗
含
南
伝
大
蔵
経
』
Ｆ
ロ
駅
）
夛
分
律
』
は
王
舎
城
の
く
脚
三
村
の
孫
陀
羅
難
陀
と
い
う
名
前
の
比
丘
が
外
道
の
儀
法

や
俗
人
の
儀
法
を
行
な
い
殺
盗
婬
な
ど
の
悪
事
を
行
っ
た
と
述
べ
る
（
大
正
蔵
隠
ゞ
宙
）
。
『
摩
訶
僧
祇
律
』
は
ぐ
ｇ
ご
具
国
百
９
房
与
匡
の
こ
と
を

述
べ
る
も
、
園
閉
印
が
出
家
前
の
妻
と
子
孫
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
不
浄
を
行
な
っ
た
と
中
傷
も
す
る
（
大
正
蔵
圏
↓
囹
腰
）
。

「
四
分
律
』
（
大
正
蔵
圏
》
弓
胃
）
「
十
調
律
』
（
大
正
蔵
圏
』
。
）
は
ぐ
の
ｍ
餅
に
住
む
く
昌
君
貝
国
冨
喜
時
唇
巨
が
、
放
逸
で
不
浄
法
を
行
っ
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。

「
根
本
有
部
律
』
（
大
正
蔵
腿
〕
総
蟹
）
は
く
巴
言
具
国
冨
臣
時
与
巨
に
つ
い
て
は
述
べ
ず
、
佛
栗
氏
（
く
昌
）
国
の
蘇
陣
那
が
出
家
前
の
妻
と
跡

⑳
大
衆
部
と
犢
子
部
並
び
に
大
天
が
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
証
拠
に
、
犢
子
部
か
ら
発
展
し
た
正
量
部
の
言
一
彌
底
部
論
』
に
は
、
大
天
を
釈
尊
の

前
世
の
名
前
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
「
佛
言
。
我
前
世
時
作
樽
輪
聖
王
。
名
日
善
見
。
亦
名
大
天
。
以
是
故
今
受
新
陰
前
我
不
異
。
是
故
人
與
陰
各
。

如
是
。
」
（
「
三
彌
底
部
論
』
大
正
蔵
闇
・
怠
浮
）

⑳
国
ぽ
ぐ
息
第
２
表
（
大
衆
部
伝
承
）
、
く
目
国
鳥
く
四
（
寺
本
訳
『
異
部
宗
輪
論
』
ロ
獣
巴
、
専
一
侭
昌
営
Ｒ
言
‐
吻
胃
愚
（
寺
本
前
掲
書
ｐ
ｅ

⑬
「
翻
訳
名
義
大
集
』
（
大
正
蔵
望
」
馬
四
）

⑲
『
南
海
寄
帰
内
法
傳
』
（
大
正
蔵
思
ゞ
曽
留
）

⑩
『
三
論
玄
義
』
（
大
正
蔵
臨
》
弓
四
）
、
『
大
集
經
』
（
大
正
蔵
屋
』
＄
画
）
、
『
出
三
蔵
記
集
』
（
大
正
蔵
韻
ゞ
后
。
）
、
「
舎
利
弗
問
經
』
（
大
正
蔵
匿
や
ｇ
ｏ
）
、

『
大
比
丘
三
千
威
儀
經
」
（
大
正
蔵
腱
わ
圏
Ｏ
‐
穐
曾
）

⑨
上
座
部
系
の
諸
律
で
も
十
事
に
関
す
る
記
述
と
く
の
、
目
の
比
丘
が
金
銭
を
受
け
た
記
述
と
で
は
断
層
が
あ
る
。
（
平
川
彰
「
律
蔵
の
研
究
」

週⑮⑳唾
を
作
成
し
た
編
者
に
は
、
こ
れ
ら
二
箇
所
（
十
門
納
息
の
註
釈
と
大
天
問
題
）
に
は
言
及
し
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
（
佐
々

木
［
９
ｓ
ゞ
？
態
と
「
「
婆
沙
論
」
諸
本
の
相
互
関
係
」
「
印
佛
研
」
認
‐
こ
が
、
そ
の
「
思
い
」
と
根
拠
は
不
明
。

プ
ト
ン
『
佛
教
史
』
（
画
ｇ
四
日
旨
囚
》
閏
§
逗
旦
団
員
曽
吻
言
ご
国
震
‐
§
蕾
号
・
巴
こ

タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
『
イ
ン
ド
佛
教
史
」
（
寺
本
訳
君
．
館
こ

「
根
本
有
部
律
』
（
大
正
蔵
腿
〕
総
蟹
）
は
く
里
言
具
国
冨
臣
時
匡
旨
に
つ
い
て
は
述
べ
ず
、

継
ぎ
を
求
め
る
た
め
に
不
浄
を
行
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

［
］
や
。
。
〕
も
．
の
、
α
］

タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
ラ

塚
本
啓
祥
［
こ
ぎ
ゞ

トロ

［･
唱

巳』
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⑭
佛
栗
氏
含
根
本
有
部
律
』
大
正
蔵
麗
ａ
路
四
》
『
根
本
有
部
薬
事
」
大
正
蔵
腱
画
字
）

⑮
赤
沼
智
善
「
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』
や
圏
函

⑯
赤
沼
智
善
「
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』
や
囹
函

⑰
中
阿
含
『
持
斎
經
」
（
大
正
蔵
岸
司
豐
・
巴
艀
）

⑬
ジ
ャ
ィ
ナ
教
の
里
晶
§
昌
曾
ご
ｓ
に
も
両
方
の
国
が
出
て
い
る
。
（
閉
旦
の
》
ご
銅
ｓ
自
侭
亀
§
旨
。
〉
目
シ
弓
の
旦
貫
言
固
、
匠
￥
国
、

辱
き
§
§
冨
冬
、
冒
号
も
．
圏
巴

⑲
平
川
彰
［
こ
ぎ
》
口
屋
ユ
は
、
「
僧
祐
『
出
三
蔵
記
集
』
（
大
正
蔵
閉
画
Ｒ
）
は
摩
訶
僧
祇
律
は
婆
鹿
富
羅
衆
く
聖
旨
巨
冒
宙
の
篝
を
と
る
も
の

が
多
か
っ
た
た
め
、
大
衆
部
と
改
名
し
た
と
い
う
。
賊
耆
子
も
音
訳
す
れ
ば
婆
麓
富
羅
で
あ
る
し
、
欄
子
部
く
四
言
吾
目
ざ
も
音
訳
す
れ
ば
婆
鹿

富
羅
と
な
る
の
で
、
こ
の
点
が
混
乱
し
て
結
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
祓
耆
子
等
が
上
座
部
系
統
の
禎
子
部
と

な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
が
大
衆
部
に
転
換
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
僧
祐
の
以
上
の
記
述
は
誤
り
で

あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
僧
祐
は
渡
印
僧
法
顕
の
弟
子
で
あ
り
、
大
衆
部
と
犢
子
部
と
を
勘
違
い
し
た
と
も
思
え
な
い
。

⑳
註
⑥
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
顯
訳
『
大
般
浬
藥
経
』
は
、
シ
試
冨
“
翼
冒
と
く
“
豈
族
の
物
語
に
触
れ
て
い
な
い
。

③
事
実
、
且
号
侭
○
の
四
の
尽
き
昌
忌
§
画
き
ミ
ミ
ミ
ミ
言
の
序
文
で
は
、
十
事
非
法
提
唱
者
も
後
に
上
座
部
か
ら
分
立
し
た
犢
子
部
も
と
も
に

く
昌
乞
目
国
冨
と
記
さ
れ
て
い
て
区
別
が
な
い
。

＠
「
大
毘
婆
沙
論
』
（
大
正
蔵
目
〕
夢
）
は
、
有
部
と
犢
子
部
の
教
理
が
非
常
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

②
律
蔵
は
比
較
的
に
原
語
を
残
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
法
顯
が
共
訳
し
た
「
摩
訶
僧
祇
律
』
（
○
両
贈
民
年
漢
訳
）
私
記
に
は
有
部
を
薩
婆

多
（
留
喜
昌
冨
）
と
記
し
、
過
去
・
未
来
・
現
在
の
五
穂
が
各
々
自
性
を
も
っ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
説
一
切
有
部
と
い
う
と
あ
る
（
「
摩
訶

僧
祗
律
』
大
正
蔵
閨
》
鯉
恕
）
。
僧
伽
賊
摩
（
段
侭
冨
く
閏
日
目
）
訳
出
の
『
薩
婆
多
部
毘
尼
摩
得
勒
伽
』
６
回
お
い
年
漢
訳
）
も
殴
与
昌
冨
と

し
て
い
る
か
ら
、
の
四
ｇ
農
冨
ぐ
且
四
と
い
う
用
例
は
か
な
り
遅
く
ま
で
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

②
麗
蔵
四
訳
対
校
異
部
宗
輪
論
』
や
雪

⑮
司
国
巨
君
画
冒
臼
も
大
衆
部
と
犢
子
部
の
類
似
に
関
し
て
「
犢
子
部
グ
ル
ー
プ
に
律
の
な
い
の
は
、
伝
説
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
律
蔵
は
単
に
大
衆
部

の
伝
承
の
律
蔵
を
真
似
た
だ
け
の
も
の
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
」
と
し
て
、
犢
子
部
と
大
衆
部
の
律
蔵
の
類
似
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

（
司
国
巨
弓
騨
旨
の
『
《
《
回
ミ
罵
怠
罰
琶
亀
国
菖
弓
・
己
‐
巨
）
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⑯
拙
稿
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
声
聞
成
仏
と
法
華
経
」
（
中
村
瑞
隆
編
「
法
華
経
の
思
想
と
基
盤
」
后
蟹
）
、
平
楽
寺
書
店
）

⑰
』
ｂ
云
含
．
閏
電
二
は
大
乗
佛
教
を
悪
魔
の
教
説
（
日
野
煙
‐
匡
削
目
）
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
『
法
華
経
」
は
声
聞
た
ち
の
こ
と
ば
と
し
て
「
最
初
、

指
導
者
の
声
を
聴
き
、
わ
た
く
し
の
驚
疑
は
激
し
か
っ
た
の
で
す
。
悪
魔
が
仏
陀
の
姿
を
し
て
、
こ
の
世
に
現
れ
て
、
わ
た
く
し
を
悩
ま
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
さ
え
思
い
ま
し
た
」
亀
Ｕ
・
言
．
亀
）
と
述
べ
て
い
る
。
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