
本
書
は
著
者
が
佛
教
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
が
土
台
に
な
っ
て
い

る
が
、
こ
の
学
位
論
文
は
さ
ら
に
著
者
が
「
仏
教
研
究
』
に
英
文
で
発
表

し
て
き
た
八
編
の
論
文
に
基
づ
い
て
い
る
。
学
位
論
文
が
著
書
と
し
て
出

版
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
本
書
は
様
々

な
面
で
新
し
い
。
無
論
、
研
究
者
が
研
究
の
成
果
を
壮
に
問
う
時
に
は
、

そ
の
研
究
内
容
が
従
来
と
は
違
っ
た
、
何
か
新
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
本
書
も
仏
教
の
多
様
化
と
い
う
問
題
に
対
し

て
大
胆
な
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
だ
け
を
取
り

上
げ
て
も
充
分
に
新
し
く
、
評
仙
に
値
す
る
が
、
し
か
し
本
書
は
内
容
以

外
の
点
で
も
様
々
な
新
し
さ
に
目
が
惹
か
れ
る
。
ま
ず
そ
の
装
丁
に
目
を

遣
れ
ば
、
学
位
論
文
と
は
思
え
な
い
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
が
表
紙
に
施
さ
れ
、

箱
入
で
も
な
く
、
値
段
も
一
万
円
を
割
っ
て
お
り
、
ま
た
タ
イ
ト
ル
も
斬

新
で
、
従
来
の
「
ｌ
の
研
究
」
と
は
違
っ
て
、
読
者
の
興
味
を
そ
そ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
書
が
仏
教
の
専
門
家
の
み
を
対
象
と
せ

ず
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
著
者
の
切
な
る

佐
々
木
閑
著

『
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論
／

な
ぜ
仏
教
は
多
様
化
し
た
の
か
』

1

半
岡
聡

で
は
内
容
の
紹
介
に
入
ろ
う
。
イ
ン
ド
に
端
を
発
し
、
ほ
ぼ
ア
ジ
ア
の

全
域
を
席
巻
す
る
ま
で
の
宗
教
に
な
っ
た
仏
教
は
、
他
の
宗
教
と
比
較
す

れ
ば
、
極
め
て
多
彩
な
あ
り
方
を
見
せ
、
そ
の
多
様
化
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

特
に
東
の
終
着
点
と
も
い
え
る
日
本
仏
教
を
始
発
の
イ
ン
ド
仏
教
と
比
較

し
た
場
合
、
そ
の
差
異
に
は
大
き
な
隔
た
り
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、

本
書
は
こ
う
し
た
仏
教
の
多
様
性
、
つ
ま
り
新
た
な
仏
教
が
興
っ
て
は
そ

れ
ら
が
併
存
す
る
こ
と
を
お
互
い
に
認
め
る
と
い
う
現
象
が
何
に
由
来
す

る
の
か
を
客
観
的
な
論
証
に
よ
っ
て
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
し

て
そ
の
由
来
を
著
者
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
の
仏
教
の
あ
り
方
に
求
め
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
平
川
説
の
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
に
よ

っ
て
ほ
ぼ
解
決
し
た
か
に
見
え
た
初
期
大
乗
仏
教
の
発
生
に
も
絡
ん
で
く

る
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。
で
は
ま
ず
そ
の
内
容
を
概
観
す
べ
く
本
書
の

目
次
（
章
名
の
み
）
を
紹
介
し
よ
う
。

序第
一
章
研
究
方
法

第
二
章
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
分
裂
法
勅

第
三
章
破
僧
定
義
の
転
換

第
四
章
「
摩
訶
僧
祇
律
』
の
構
造

第
五
章
和
合
布
薩
と
二
種
の
破
僧

第
六
章
仮
説
の
提
示

第
七
章
貝
冨
ぐ
四
日
闇

願
い
が
形
に
な
っ
て
現
れ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

2
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付
論
１
ノ
ー
マ
ン
へ
の
再
反
論

付
論
２
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
の
問
題
点

本
書
の
構
成
は
推
理
小
説
に
も
似
て
、
華
麗
な
謎
解
き
を
し
て
み
せ
る
。

ま
ず
序
で
は
本
書
が
扱
う
最
大
の
謎
が
提
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
仏
教
の
多
様
性
と
い
う
謎
で
あ
る
。
従
来
よ
り
こ
れ
が
問
題

に
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
の
要
因
が
仏
教
と
い
う
宗
教
の
寛
容
性
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
佐
々
木
が
到
っ
た
仮
説
は
従
来
の
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
も
の
と
は
全
く
違
い
、
歴
史
的
に
そ
の
要
因
を
説
明
し

よ
う
と
試
み
る
。
ま
ず
読
者
は
序
を
読
み
終
わ
っ
た
時
点
で
、
仏
教
の
多

様
化
と
い
う
本
書
最
大
の
謎
と
直
面
す
る
（
さ
ら
に
そ
れ
に
付
随
し
た
小

さ
な
謎
が
各
章
に
お
い
て
随
時
著
者
自
身
か
ら
読
者
に
提
示
さ
れ
る
の
も

推
理
小
説
と
同
じ
）
。
序
に
続
い
て
第
一
章
（
研
究
方
法
）
で
は
そ
の
謎

を
解
く
た
め
の
研
究
方
法
が
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、
本
書
の
全
体
の
構

成
、
つ
ま
り
各
章
の
関
係
が
解
説
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
を
読
め
ば
本
書
が

冊
蠅
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
佐
々
木
が
こ
の
問
題
を

扱
う
よ
う
に
な
っ
た
契
機
や
、
ま
た
そ
の
問
題
を
い
か
な
る
方
法
で
解
き

明
か
し
て
い
く
か
と
い
う
、
い
わ
ば
佐
々
木
の
研
究
の
変
遷
が
時
を
追
っ

て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
た
だ
研
究
の
成
果
を
論
理
的
に
著
述
し
た
従
来

の
著
書
と
は
違
い
、
佐
々
木
が
こ
の
問
題
を
研
究
す
る
に
際
し
て
の
苦
悩

や
困
難
の
跡
を
読
者
に
追
体
験
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
、
読
者
を
飽
き
さ

せ
な
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

結
語

第
八
章
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
と
『
舎
利
弗
問
経
』

そ
も
そ
も
佐
々
木
が
こ
の
問
題
を
正
面
切
っ
て
考
察
す
る
に
到
っ
た
き

っ
か
け
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
研
究
で
名
高
い
ノ
ー
マ
ン
が
京
都
で
公

演
を
行
う
際
、
当
時
佐
々
木
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
梶
山
雄
一
が
ノ
ー
マ

ン
に
何
か
質
問
す
る
よ
う
佐
々
木
に
勧
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
時
の
質
問
自
体
は
佐
々
木
に
直
接
的
な
利
益
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
質
問
に
備
え
て
ノ
ー
マ
ン
の
研
究
や
⑦
。
言
の
日
向
日
９
＄
固
）
を

丹
念
に
読
ん
で
い
た
こ
と
が
そ
の
後
の
佐
々
木
の
研
究
に
意
外
な
方
向
性

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
数
ヶ
月
後
、
ま
だ
の
回
が
記
憶
に
鮮
明
に
残

っ
て
い
た
佐
々
木
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
の
中
に

の
向
と
対
応
し
そ
う
な
箇
所
を
偶
然
発
見
す
る
。
そ
し
て
の
岡
と
「
摩
訶

僧
祇
律
』
と
を
対
応
さ
せ
て
読
む
と
、
両
者
が
相
互
補
完
的
に
有
効
に
働

き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
で
読
み
の
不
明
確
で
あ
っ
た
点
が
明
確
に
理
解
で

き
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
の
経
緯
を
纒
め
た
の
が
第
二
章
（
ア
シ
ョ
ー

カ
王
の
分
裂
法
勅
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
碑
文
の
読
み
に
関
す
る
問
題
点

が
三
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
疑
問
は
い
両
と
対
応
す
る
「
摩

訶
僧
祇
律
』
巻
二
十
六
の
記
述
の
助
け
を
借
り
れ
ば
、
解
決
す
る
と
い
う
。

さ
て
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
と
部
派
分
裂
に
関
し
て
は
様
々
な
説
が
あ
る

が
、
ベ
ッ
ヒ
ェ
ル
ト
は
⑦
両
に
現
れ
る
用
語
が
律
の
専
門
用
語
で
あ
る
こ

と
に
注
目
し
、
パ
ー
リ
律
の
記
述
か
ら
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
で
い
わ
れ

て
い
る
破
僧
は
教
義
の
相
違
に
よ
る
大
規
模
な
部
派
分
裂
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
い
地
方
僧
団
内
で
の
集
団
行
事
の
執
行
を

巡
っ
て
生
じ
る
分
裂
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
ノ
ー
マ
ン
も
大
筋
で
こ

3
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の
説
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
佐
々
木
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文

が
『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
二
十
六
の
中
の
部
派
分
裂
を
描
写
す
る
記
述
の
一

部
と
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
で
言
わ
れ
る
破
僧
は
ベ

ッ
ヒ
ェ
ル
ト
の
主
張
す
る
よ
う
な
小
規
模
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
一
方

で
、
ベ
ッ
ヒ
ェ
ル
ト
説
の
妥
当
性
も
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
謎
解
は
次
章

に
持
ち
越
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
従
来
全
く
誰
も
気
づ
か
な
か
っ
た
両
資
料
の
対
応
箇
所
を
発

見
し
た
佐
々
木
は
、
こ
の
事
実
に
基
づ
い
て
考
察
を
展
開
す
る
こ
と
に
不

安
を
覚
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
上
に
推
論
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た
場
合
、
も

し
も
そ
の
土
台
自
体
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
研
究
自
体
が
崩
壊
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
佐
々
木
は
第
二
章
の
内
容
と
は
関
連
す
る
が
、

全
く
違
っ
た
論
証
を
形
成
す
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
模
索
し
、
そ
の
結
果

「
破
僧
の
定
義
」
に
着
目
し
た
。
関
連
資
料
を
渉
猟
し
た
佐
々
木
は
、
あ

る
時
期
に
破
僧
の
定
義
が
変
化
し
て
い
る
事
実
に
気
づ
い
た
が
、
こ
の
変

化
が
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
の
仏
教
に
起
き
た
何
ら
か
の
歴
史
的
事
件
に
関

わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
接
点
が
朧
気
な
が
ら
見
え
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
際
、
研
究
方
法
に
関
し
て
佐
々
木
は
一
つ
の
方
針
を
定
め

る
。
つ
ま
り
最
終
的
な
仮
説
が
構
築
さ
れ
る
ま
で
、
「
ア
シ
ョ
ー
カ
」
「
結

集
」
「
部
派
」
と
い
っ
た
語
句
を
用
い
る
文
献
資
料
は
利
用
し
な
い
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
佐
々
木
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

冒
周
く
四
日
“
煙
、
「
大
毘
婆
沙
論
』
、
「
異
部
宗
輪
論
』
、
蕨
。
酉
ぐ
且
習
画
系

の
諸
文
献
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
は
作
者
の
意
図
が
色
濃
く
反
映
さ

4

れ
て
お
り
、
特
に
胃
冒
ぐ
四
日
閏
や
『
大
毘
婆
沙
論
』
は
自
派
の
正
統
性

を
主
張
す
る
た
め
に
歴
史
的
事
実
を
改
窟
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、

客
観
的
歴
史
事
実
を
記
録
し
た
情
報
源
と
し
て
用
い
る
に
は
危
険
で
あ
る

と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
の
結
論
は
し
ば
ら
く
脇
に
置
き
、
律
文
献
を
中
心
に
破
僧
定
義

の
変
化
を
考
察
し
た
の
が
第
三
章
（
破
僧
定
義
の
転
換
）
で
あ
る
。
こ
れ

を
明
確
に
定
義
し
て
い
る
の
は
有
部
系
の
論
書
で
あ
り
、
破
僧
に
は

。
農
国
喜
の
：
（
○
ｇ
）
と
雷
目
白
凹
匡
①
烏
負
ｇ
）
と
の
二
種
が
あ
る
と

い
う
。
。
ｇ
と
は
「
仏
説
に
反
す
る
見
解
を
主
張
し
て
仲
間
を
募
り
、
独

自
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
こ
と
」
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
意
見
の
異
な
る

グ
ル
ー
プ
が
共
住
す
る
事
は
不
可
能
に
な
る
。
一
方
【
ｇ
は
．
っ
の
僧

団
内
で
別
個
に
布
薩
な
ど
の
僧
団
行
事
（
掲
磨
）
を
行
う
こ
と
」
を
意
味

し
、
こ
の
場
合
、
教
義
の
違
い
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
教
義
が
違

っ
て
い
て
も
、
僧
団
行
事
を
一
緒
に
行
っ
て
い
る
限
り
破
僧
で
は
な
く
、

従
っ
て
教
義
の
異
な
る
者
同
士
が
共
住
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し

て
部
派
に
よ
っ
て
こ
の
破
僧
の
取
り
上
げ
方
が
違
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

即
ち
『
十
調
律
』
や
根
本
有
部
律
は
一
貫
し
て
ｏ
罫
を
、
『
摩
訶
僧
祇

律
』
は
一
貫
し
て
尉
冨
を
採
用
し
て
お
り
、
『
五
分
律
』
と
『
四
分
律
』

と
パ
ー
リ
律
と
は
最
初
。
ｇ
を
採
用
し
て
い
た
が
、
何
ら
か
の
事
情
で

破
僧
定
義
が
【
ｇ
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
佐
々
木
は
資
料
的
に
裏
付
け

て
い
る
。

こ
う
し
て
有
部
以
外
の
部
派
は
破
僧
定
義
に
関
し
て
〆
罫
を
採
用
し

た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
有
部
も
阿
毘
達
磨
論
耆
の
作
成
期
に
な
っ
て
か

ら
こ
の
動
き
に
同
調
し
、
律
の
本
文
は
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
「
○
三
は
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は
、
。
ｇ
し
か
説
か
な
い
「
識
身
厚

採
用
す
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
と
の
間

「
摩
訶
僧
祇
律
』
が
一
貫
し
て
【
ず

佐
々
木
は
三
つ
の
可
能
性
を
挙
げ
る

⑪
大
衆
部
は
も
と
も
と
【
ｇ
を
採
用
し
て
い
た
。

②
大
衆
部
に
は
本
来
破
僧
の
定
義
が
な
く
、
新
た
に
届
喜
と
い
う

破
僧
定
義
を
採
用
し
た
。

⑧
『
摩
訶
僧
祇
律
」
も
本
来
は
。
ｇ
で
あ
っ
た
が
、
大
衆
部
は
破

僧
定
義
の
変
更
に
熱
心
で
あ
っ
た
た
め
、
。
ｇ
の
痕
跡
が
一
掃

さ
れ
た
。

こ
の
謎
解
き
も
次
章
に
お
預
け
と
な
る
。
こ
う
し
て
広
律
文
献
を
綿
密
に

調
査
し
た
佐
々
木
は
破
僧
に
二
種
の
異
な
っ
た
形
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

が
。
ｇ
か
ら
【
ｇ
へ
と
時
間
的
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
本
章
で
論

証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
破
僧
の
定
義
に
二
種
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
今
、
ベ
ッ
ヒ
ェ
ル

ト
説
と
の
棚
齢
を
明
ら
か
に
す
る
状
況
が
整
っ
た
。
先
述
の
通
り
ベ
ッ
ヒ

ェ
ル
ト
は
パ
ー
リ
律
の
記
述
を
手
が
か
り
に
破
僧
を
考
察
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
で
目
に
す
る
破
僧
は
、
○
三
の
痕
跡
も
残
っ
て
は
い
る
が
、

「
破
僧
に
二
種
あ
る
」
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
読
ま
な
い
限
り
、
当
然

【
要
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
こ
で
の
破
僧
は
「
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
い
地
方

ブ
ッ
ダ
の
教
説
に
敵
対
し
て
な
さ
れ
る
破
僧
で
あ
る
か
ら
、
仏
滅
後
に

○
罫
は
あ
り
得
ず
、
起
こ
り
う
る
の
は
嗣
喜
だ
け
で
あ
る
」
と
の
口
実

を
提
造
す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に
有
部
も
【
ｇ
を
採
用
す
る
に
到
っ
た

が
、
有
部
が
こ
の
よ
う
な
破
僧
定
義
の
変
更
を
行
な
っ
た
時
期
に
関
し
て

は
、
。
ｇ
し
か
説
か
な
い
「
識
身
足
論
」
か
ら
【
ｇ
と
の
二
本
立
て
を

採
用
す
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
と
の
間
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た

「
摩
訶
僧
祇
律
』
が
一
貫
し
て
〆
喜
を
採
用
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、

さ
て
第
二
章
と
第
三
章
と
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
論
証
で
あ
り
、
直
接
の

関
係
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
異
な
っ
た
二
つ
の
「
点
」
は
第
Ⅲ
章
（
「
摩

訶
僧
祇
律
』
の
構
造
）
を
介
し
「
線
」
と
し
て
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
佐
々
木
は
『
摩
訶
僧
祇
律
」
腱
度
部
に
見
ら
れ
る
特
異
な
構
造
の

成
立
過
程
を
解
明
し
、
そ
の
要
因
が
破
僧
概
念
の
転
換
に
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
が
、
こ
れ
が
第
二
章
と
第
三
章
と
を
関
連
づ
け
る
鍵
と
な

る
。
ま
ず
諸
律
を
代
表
し
て
パ
ー
リ
律
の
章
立
て
が
、
続
い
て
「
摩
訶
僧

祇
律
』
權
度
部
の
内
容
一
覧
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
の
内
容
を

比
較
す
る
こ
と
で
、
『
摩
訶
僧
祇
律
」
健
度
部
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
両
者
の
比
較
に
よ
っ
て
佐
々
木
は
次
の
三
点
を

指
摘
す
る
。

⑪
「
摩
訶
僧
祇
律
』
跣
渠
法
に
含
ま
れ
る
雑
多
な
記
述
の
ほ
と
ん
ど

は
、
他
の
上
座
部
系
の
諸
律
に
も
ほ
ぼ
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

②
「
摩
訶
僧
祇
律
』
賊
渠
法
の
記
述
は
一
見
脈
絡
な
く
並
ん
で
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
上
座
部
系
諸
律
の
權
度
部
に
対
応
す
る
章
立

僧
団
内
で
の
集
団
行
事
の
執
行
を
巡
っ
て
生
じ
る
分
裂
」
と
結
論
づ
け
ざ

る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
ま
た
し
て
も
大
き
な
謎
に
遭

遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
佐
々
木
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
二
十
六
の
破
僧
の

状
況
を
。
ｇ
と
し
て
の
部
派
分
裂
と
捉
え
て
い
る
が
、
し
か
し
「
摩
訶

僧
祇
律
」
の
破
僧
定
義
が
一
貫
し
て
尉
与
で
あ
る
の
に
、
ア
シ
ョ
ー
カ

王
碑
文
と
対
応
す
る
箇
所
に
。
ｇ
と
し
て
の
破
僧
事
件
が
説
か
れ
る
の

は
な
ぜ
か
。
こ
の
謎
も
次
章
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

5
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て
も
確
か
に
存
在
す
る
。

⑧
『
摩
訶
僧
祇
律
」
賊
渠
法
が
上
座
部
系
の
諸
律
と
構
造
上
で
大
き

く
食
い
違
っ
て
く
る
最
大
の
原
因
は
受
戒
法
と
布
薩
法
の
間
に
雑

多
な
規
則
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
お
よ
び
本
来
受
戒
法
に
含

ま
れ
る
べ
き
「
和
尚
、
阿
闇
梨
、
弟
子
の
行
動
に
つ
い
て
の
規

定
」
、
「
沙
弥
に
関
す
る
規
定
」
が
「
薬
法
」
の
後
に
来
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
中
で
特
に
問
題
に
な
る
の
が
側
で
あ
る
。
つ
ま
り
受
戒
法
と
布
薩
法

と
は
上
座
部
系
の
諸
律
に
お
い
て
は
腱
度
部
の
第
一
番
目
と
第
二
番
目
と

に
置
か
れ
る
重
要
な
腱
度
で
あ
る
が
、
「
摩
訶
僧
祇
律
』
で
は
こ
の
間
に

雑
多
な
規
則
が
入
り
込
み
、
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
や
平
川
も
「
摩
訶
僧
祇

律
」
跣
渠
法
の
特
異
性
に
関
し
て
は
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
理
由

に
関
し
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
佐
々
木
は
こ
の
謎
解
き
を

始
め
る
が
、
ま
ず
詳
細
な
文
献
学
的
考
察
か
ら
『
摩
訶
僧
祇
律
』
改
変
の

目
的
が
掲
磨
の
体
系
化
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
、
そ
の
状
況
を
次
の
よ

う
に
分
析
す
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
佐
々
木
の
流
麗
な
謎
解
き
の
一
部

を
こ
こ
で
味
わ
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
原
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

改
変
者
は
掲
磨
を
集
中
的
に
解
説
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
改

変
に
取
り
か
か
る
。
腱
度
部
の
冒
頭
に
は
受
戒
規
則
が
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
僧
団
が
行
う
白
三
掲
磨
の
中
で
も
重
要
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
こ
の
ま
ま
の
形
で
置
い
て
お
く
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
受
戒
規
則
に
付
随
し
て
「
和
尚
等
の
行
動
に
つ
い
て
の
規
定
」

「
沙
弥
に
関
す
る
規
定
」
と
い
う
長
い
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
掲

磨
に
関
係
し
な
い
邪
魔
者
だ
か
ら
取
り
除
く
こ
と
に
す
る
。
さ
て
そ

の
後
に
は
「
布
薩
法
」
「
安
居
法
」
「
自
窓
法
」
と
い
っ
た
章
が
続
い

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
掲
磨
と
は
関
係
の
な
い
記
述
で
あ
る
。
掲
磨

に
関
係
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
章
よ
り
ず
っ
と
あ
と
に
来
る

。
ご
日
胃
ご
煙
‐
唇
四
目
冨
冨
、
【
○
②
四
日
言
‐
与
目
号
凹
冨
な
ど
の
懲
罰

掲
磨
を
主
題
と
す
る
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
掲
磨
関
係
の
章
を

抜
き
出
し
て
「
布
薩
法
」
の
前
に
挿
入
す
る
。
そ
の
際
、
掲
磨
の
一

般
則
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
章
を
再
構
成
す
る
。
こ
れ

で
鍵
度
部
の
冒
頭
部
分
に
掲
磨
関
係
の
解
説
が
集
中
し
て
置
か
れ
た

こ
と
に
な
る
。
（
中
略
）
残
る
問
題
は
、
先
ほ
ど
受
戒
腱
度
部
か
ら

抜
き
出
し
た
「
和
尚
、
阿
闇
梨
」
や
「
沙
弥
」
に
関
す
る
二
つ
の
規

則
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
一
応
主
要
な
章
が
終
わ
っ

て
、
そ
れ
か
ら
あ
と
は
雑
多
な
規
則
が
始
ま
る
と
い
う
、
そ
の
切
れ

目
に
置
く
の
が
適
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
薬
法
」
が
終
わ
っ
て
「
鉢

法
」
が
始
ま
る
、
そ
の
隙
間
に
挿
入
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
佐
々
木
は
改
変
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
大
衆
部
が

掲
磨
即
ち
僧
団
行
事
の
執
行
を
集
中
的
に
解
説
す
る
た
め
に
「
摩
訶
僧
祇

律
』
腱
度
部
を
大
幅
に
改
変
し
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
そ
の
改
変
部
分

の
要
と
な
る
箇
所
に
ｍ
両
と
対
応
す
る
記
述
が
き
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

破
僧
概
念
が
。
ｇ
か
ら
患
ｇ
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
は
ま
さ
に
ア
シ
ョ
ー

カ
時
代
の
事
件
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
シ

ョ
ー
カ
時
代
に
起
こ
っ
た
何
ら
か
の
○
ｇ
の
事
件
が
そ
の
後
の
仏
教
僧
団

に
。
ｇ
と
い
う
破
僧
定
義
を
放
棄
さ
せ
、
新
た
に
困
喜
と
い
う
別
の
破

僧
定
義
を
導
入
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
し
く
採
用

さ
れ
た
愚
与
の
定
義
は
「
布
薩
な
ど
の
溺
磨
を
一
緒
に
行
う
こ
と
が
和
合
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さ
て
本
書
の
結
論
は
第
六
章
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
到
る
ま
で
に
は
も
う

一
つ
の
論
証
、
即
ち
和
合
布
薩
（
悶
日
侭
四
眉
○
の
里
冨
）
と
破
僧
の
関
係

が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
第
五
章
に
あ
た
る
。
布

薩
に
関
す
る
諸
規
定
は
布
薩
腱
度
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
通
常
布

薩
は
半
月
に
一
回
の
定
期
的
な
開
催
日
以
外
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
僧
団
和
合
の
た
め
の
場
合
だ
け
は
例
外
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
僧
団
和
合
の
た
め
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
布
薩
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
和
合
布
薩
な
る
も
の
が
い
か
な
る
布
薩
な
の

か
は
広
律
文
献
の
布
薩
權
度
で
は
具
体
的
に
説
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ

で
あ
り
、
別
個
に
行
う
こ
と
が
破
僧
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
掲
磨
と
は

何
か
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
摩
訶

僧
祇
律
」
の
編
纂
者
は
腱
度
部
を
大
改
造
し
て
掲
磨
の
概
念
を
明
確
に
し

た
と
佐
々
木
は
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
一
摩
訶
僧
祇

律
』
の
破
僧
定
義
が
一
貫
し
て
【
ｇ
で
あ
る
の
に
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑

文
と
対
応
す
る
箇
所
に
○
罫
と
し
て
の
破
僧
事
件
が
説
か
れ
る
理
由
も

解
消
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
『
摩
訶
僧
祇
律
』
は
本
来
上
座
部

系
の
諸
律
と
同
じ
構
造
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
改
変
の
理
由
が
破
僧
定
義
の

転
換
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
『
摩
訶
僧
祇
律
』
が
一
貫
し
て
【
ｇ
を
採
用

し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
第
三
章
で
提
示
さ
れ
た
三
つ
の
可
能
性
の
う

ち
、
側
の
可
能
性
、
即
ち
『
摩
訶
僧
祇
律
』
も
本
来
は
。
ｇ
を
採
用
し

て
い
た
が
、
上
座
部
系
の
諸
律
に
比
べ
て
徹
底
し
た
改
変
を
行
っ
た
結
果
、

。
ｇ
の
痕
跡
が
一
掃
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

6

こ
れ
で
仮
説
を
提
示
す
る
条
件
は
総
て
出
揃
っ
た
。
こ
の
結
果
を
踏
ま

え
て
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
時
代
の
部
派
の
状
況
を
佐
々
木
は
次
の
よ
う
に
分
析

す
る
。
時
代
的
に
先
行
す
る
。
ｇ
が
唯
一
の
破
僧
定
義
で
あ
っ
た
時
点

で
は
、
教
義
を
異
に
す
る
者
同
士
は
互
い
に
相
手
と
共
住
し
な
い
ば
か
り

か
相
手
の
存
在
を
否
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
敵
対
す
る
グ
ル
ー

プ
が
和
解
す
る
た
め
に
は
和
合
布
薩
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
分
裂
状
態
は
解
消
さ
れ
る
が
、
し
か
し
和
合
布
薩
そ
の
も
の

は
教
義
の
一
本
化
ま
で
も
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
和
合
布

の
布
薩
は
本
来
布
薩
の
規
定
事
項
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
和
合
布
薩
を

も
含
め
た
僧
団
再
和
合
の
手
続
き
を
規
定
し
た
カ
ウ
シ
ャ
ン
バ
カ
燵
度
に

お
い
て
具
体
的
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
カ
ウ
シ
ャ
ン
バ
カ
燵
度
お

よ
び
そ
こ
で
説
か
れ
る
和
合
布
薩
の
成
立
は
布
薩
腱
度
よ
り
も
遅
い
と

佐
々
木
は
推
定
す
る
。
も
し
も
布
薩
腱
度
が
作
ら
れ
た
時
期
に
和
合
布
薩

が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
和
合
布
薩
は
布
薩
權
度
に
お
い
て

詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
和

合
布
薩
は
破
僧
定
義
の
変
更
と
は
関
わ
り
な
く
、
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
和
合
の
条
件
で
あ
る
が
、
破
僧
定
義
転
換
後
も
、
破
僧
解
消
の
条
件

と
し
て
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
破
僧
の
開
始
条
件
と

解
消
条
件
と
に
一
貫
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
破
僧
定
義
変

更
の
原
因
は
こ
の
条
件
の
一
致
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
教
義
の
違
う
者
が

そ
の
違
い
を
認
め
つ
つ
和
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
何
ら
か
の
歴
史

的
事
件
で
あ
る
と
佐
々
木
は
推
定
す
る
。

7
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薩
に
よ
っ
て
和
合
し
た
と
し
て
も
各
グ
ル
ー
プ
の
異
な
る
主
張
は
そ
の
ま

ま
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
破
僧
の
状
況
に
立
ち

戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
和
合
布
薩
に
よ
っ
て
和
合
し
た
各
部
派
が

各
自
の
教
義
を
保
持
し
な
が
ら
も
破
僧
状
態
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め

に
は
「
教
義
の
違
う
者
が
共
住
し
て
も
破
僧
に
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
認

め
る
、
新
た
な
破
僧
の
定
義
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
敵
対
す
る
者
同
士

は
和
合
布
薩
を
通
し
て
和
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
対
応
し
て
布

薩
儀
式
を
一
緒
に
行
わ
な
い
こ
と
を
破
僧
で
あ
る
と
定
義
す
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
破
僧
定
義
を
○
ｇ
か
ら
【
ｇ
に
変
更
す
る
こ
と

に
よ
り
、
和
合
布
薩
後
も
教
義
の
異
な
る
者
同
士
が
共
住
し
、
な
お
か
つ

僧
伽
和
合
の
状
態
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
佐
々
木

は
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
破
僧
定
義
の
変
換
と
い
う
視
点
か
ら
各
部
派
を

見
た
場
合
、
こ
の
動
き
に
も
っ
と
も
積
極
的
だ
っ
た
の
は
大
衆
部
で
あ
り
、

和
合
の
動
き
を
支
援
し
た
ア
シ
ョ
ー
カ
側
に
立
っ
た
。
後
に
南
方
分
別
説

部
、
法
蔵
部
、
化
地
部
も
こ
れ
に
従
っ
た
が
、
説
一
切
有
部
だ
け
が
ア
シ

ョ
ー
カ
に
敵
対
す
る
立
場
を
取
っ
た
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
の
で

あ
る
。佐

々
木
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
の
論
証
は
根
本
分
裂
や
枝

末
分
裂
に
関
し
て
は
何
の
情
報
も
提
供
し
な
い
が
、
し
か
し
ア
シ
ョ
ー
カ

王
時
代
の
仏
教
界
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
か
な
り
具
体
的
な
状
況
を
提
示

す
る
。
つ
ま
り
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
に
は
す
で
に
大
衆
部
、
南
方
分

別
説
部
、
法
蔵
部
、
化
地
部
、
そ
し
て
説
一
切
有
部
の
少
な
く
と
も
五
派

が
併
存
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
い
た
優
婆
塞
の
ア
シ
ョ
ー
カ

は
仏
教
僧
団
統
一
に
力
を
貸
し
た
。
そ
の
結
果
、
説
一
切
有
部
を
除
い
た

各
部
派
は
破
僧
定
義
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
形
式
上
僧
伽
を
和
合
さ
せ
る

こ
と
に
は
成
功
し
た
が
、
こ
れ
は
同
時
に
異
な
る
教
義
の
並
立
を
認
め
る

結
果
に
も
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
説
一
切
有
部
の
具
体
的

な
動
向
は
不
詳
で
あ
る
が
、
当
初
孤
立
し
て
い
た
説
一
切
有
部
も
後
に
は

困
喜
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
和
合
僧
団
の
仲
間
に
入
っ
た

こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
い
う
。

本
書
の
核
は
第
六
章
（
仮
説
の
提
示
）
で
あ
る
が
、
佐
々
木
自
身
、
仮

説
が
提
示
さ
れ
る
ま
で
は
決
し
て
用
い
な
い
と
決
め
た
資
料
が
、
第
七
章

（
胃
冨
く
四
月
四
）
と
第
八
章
（
「
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
と
「
舎
利
弗

問
経
』
）
と
で
改
め
て
考
察
の
俎
上
に
上
る
。
つ
ま
り
部
派
の
正
統
性
を

色
濃
く
反
映
し
た
資
料
を
、
客
観
的
な
論
証
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
第
六

章
の
仮
説
と
照
合
さ
せ
る
こ
と
で
仮
説
と
の
相
違
点
が
見
い
だ
せ
る
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
部
派
の
正
統
性
を
、
王
張
す
る
た
め
に
改
霞
さ
れ
た
部

分
と
し
て
認
識
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
改
霞
部
分
が
そ
の
部
派
の
正
統
性
を

裏
付
け
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
六
章
で
得
ら
れ

た
仮
説
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
可
能
性
を
高
め
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
章
は
別
の
角
度
か
ら
第
六
章
の
仮
説
を
強

化
す
る
目
的
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
二
章
で
扱
わ
れ
る
資
料
は
個
人
の
意
見
を
反
映
し
て
い
る
資

料
で
は
な
く
、
部
派
を
代
表
す
る
意
見
と
し
て
表
さ
れ
た
資
料
が
望
ま
し

い
が
、
ま
ず
第
七
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
胃
冒
ぐ
四
巳
困
は
南
方
分
別
説

部
の
視
点
か
ら
著
さ
れ
た
年
代
記
で
あ
り
、
し
か
も
同
様
の
歴
史
書
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ご
画
冨
ぐ
四
日
“
“
や
駛
日
自
国
目
の
画
９
百
の
序
文
等
に
比
べ
て
そ
の
成
立
が

一
番
古
い
と
い
う
理
由
で
選
ば
れ
て
い
る
。
詳
細
な
論
証
は
本
書
に
譲
る

が
、
い
ず
れ
の
章
に
お
い
て
も
佐
々
木
は
第
六
章
で
想
定
し
た
事
件
が
実

際
に
起
こ
っ
た
と
し
て
、
で
は
各
部
派
は
そ
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
正
当
化
し
て
い
っ
た
か
を
あ
ら
か
じ
め
予
想
し
た
上
で
各
資
料
の
解
読

に
入
る
。
ま
ず
佐
々
木
は
第
七
章
で
冒
冒
ぐ
陣
昌
の
四
に
説
か
れ
た
ア
シ

ョ
ー
カ
時
代
の
僧
団
分
裂
に
関
す
る
部
分
の
訳
を
挙
げ
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト

の
剛
蹄
等
に
注
目
し
な
が
ら
幾
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
問

題
点
が
第
六
章
の
仮
説
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
解
釈

で
き
る
か
を
提
示
す
る
。
そ
の
結
果
、
南
方
分
別
説
部
は
本
来
は
破
僧
の

定
義
変
更
に
反
対
し
て
お
り
、
外
的
圧
力
に
屈
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
た

後
も
自
分
達
の
教
義
を
厳
格
に
守
っ
て
い
こ
う
と
努
力
し
た
結
果
、

患
里
冨
く
昌
冒
を
作
成
し
、
第
三
結
集
を
開
催
し
た
の
で
は
な
い
か
と
結

論
づ
け
る
。

ま
た
第
八
章
で
は
ま
ず
説
一
切
有
部
を
代
表
す
る
諭
書
「
大
毘
婆
沙

論
』
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
資
料
を
取
り
上
げ
た
理
由
と
し
て
は
、
帥
所

属
部
派
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
、
③
有
部
系
資
料
の
中
で
最
古
と
想
定
で

き
る
こ
と
、
③
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
直
接
反
映
し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
三
点
を
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
有
部
の

立
場
を
正
当
化
す
る
視
点
か
ら
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
の
事
件
を
語
る
と
す

れ
ば
、
「
外
道
の
グ
ル
ー
プ
が
ア
シ
ョ
ー
カ
と
手
を
組
ん
で
何
ら
か
の
悪

説
を
主
張
し
、
正
統
仏
教
僧
団
で
あ
る
自
分
た
ち
を
迫
害
し
た
が
、
自
分

た
ち
は
そ
れ
に
屈
す
る
こ
と
な
く
仏
教
を
守
っ
た
」
と
い
う
筋
に
な
る
は

ず
で
あ
る
と
想
定
し
、
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
根
本
分
裂
の
記
述
を
見
る
と
、

さ
て
以
上
で
本
論
の
す
べ
て
を
紹
介
し
た
の
で
、
最
後
に
全
体
の
構
成

を
纒
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
章
は
本
書
の
脩
臓
図
的
役
割
を
果
た
す
。

第
二
章
と
第
三
章
と
は
個
別
の
論
証
と
な
る
が
、
こ
の
二
つ
が
第
四
章
に

よ
っ
て
結
合
し
、
ま
た
第
五
章
の
助
け
を
借
り
て
第
六
章
の
仮
説
へ
と
導

か
れ
る
。
つ
ま
り
第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
第
六
章
の
仮
説
を
積
み
上

大
天
の
記
述
に
関
し
て
は
若
干
の
問
題
が
残
る
も
の
の
、
こ
の
想
定
と
極

め
て
類
似
し
た
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
大
毘
婆
沙
論
』
の

改
変
部
分
か
ら
も
第
六
章
の
仮
説
が
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
『
舎
利
弗
問
経
』
で
あ
る
が
、
佐
々
木
は
こ
の
資
料
を
大
衆
部

の
基
本
史
書
と
し
て
の
資
料
価
値
は
疑
問
視
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は

こ
れ
に
代
わ
る
資
料
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
一
応
大
衆
部
の
文
献
と
し

て
こ
の
資
料
を
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
と
同
様
に
佐
々
木

は
大
衆
部
の
立
場
を
「
何
ら
か
の
事
件
が
起
こ
り
、
大
衆
部
は
ア
シ
ョ
ー

カ
の
支
援
を
受
け
て
正
統
な
る
仏
教
の
立
場
を
守
っ
た
。
こ
の
時
、
南
方

分
別
説
部
な
ど
の
多
く
の
上
座
部
も
大
衆
部
側
に
つ
き
、
そ
の
結
果
仏
教

は
一
つ
の
宗
教
世
界
と
し
て
統
一
さ
れ
た
。
こ
の
動
き
に
反
対
し
た
一
部

の
者
（
有
部
）
は
仏
教
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
た
」
と
想
定
し
て
資
料
の
検

討
に
当
た
る
が
、
『
舎
利
弗
問
経
」
の
場
合
、
そ
の
内
容
に
上
座
部
系
の

伝
承
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
前
の
二
資
料
と
は
違
っ
て
、
必

ず
し
も
佐
々
木
の
想
定
し
た
筋
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
『
舎
利
弗
問
経
』

が
大
衆
部
の
資
料
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
な
い
現
状
で
は
こ
の
よ
う

な
結
果
も
仕
方
な
い
と
い
え
よ
う
。
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げ
式
で
論
証
し
て
い
く
と
い
う
帰
納
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

第
七
章
と
第
八
章
と
は
そ
の
第
六
章
の
仮
説
に
基
づ
き
、
部
派
の
正
統
性

を
色
濃
く
反
映
し
た
資
料
が
部
派
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
ど
の
よ

う
な
話
を
作
り
上
げ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
、
実
際
の
資
料
で
そ
の

想
定
を
確
認
す
る
と
い
う
演
鐸
的
な
手
法
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
想
定

が
当
た
っ
て
い
る
場
合
に
は
ま
た
そ
れ
が
帰
納
的
に
第
六
章
の
仮
説
を
補

強
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
佐
々
木
は
本
書
を
仕
上
げ
る
に
当

た
っ
て
、
総
て
の
情
報
を
最
終
的
に
一
つ
の
学
説
に
収
束
さ
せ
る
平
川
の

研
究
を
手
本
に
し
、
そ
の
平
川
の
手
法
を
「
エ
レ
ガ
ン
ト
」
で
あ
る
と
評

し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
本
書
の
構
成
も
平
川
に
負
け
ず
劣
ら
ず
「
エ

レ
ガ
ン
ト
」
で
あ
る
。

さ
て
本
書
に
は
二
つ
の
附
論
が
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
ノ
ー
マ
ン
へ
の

再
反
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
仏
教
研
究
」
に
佐
々
木
が
初
め
て
載
せ
た
論

文
（
本
書
の
第
二
章
に
相
当
）
に
対
し
て
ノ
ー
マ
ン
が
反
論
を
提
出
し
、

そ
れ
に
再
び
佐
々
木
が
反
論
し
た
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ノ
ー
マ
ン
が

布
薩
に
関
し
て
誤
解
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
誤
解
が
８
く
の
『
旨
但
ｇ
‐

§
の
読
み
を
誤
ら
せ
て
い
る
こ
と
、
『
摩
訶
僻
祇
律
』
の
矛
盾
し
た
読
み

を
無
理
に
会
通
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
論
理
的
論
証
を

以
て
ノ
ー
マ
ン
か
ら
の
批
判
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
論
駁
し
て
い
る
が
、
何

よ
り
も
問
題
な
の
は
佐
々
木
が
第
二
・
第
三
の
論
文
を
発
表
し
て
い
た
後

に
も
か
か
わ
ら
ず
（
し
か
も
英
文
で
）
、
ノ
ー
マ
ン
は
そ
れ
に
目
を
通
さ

ず
、
第
一
論
文
の
み
を
対
象
に
反
論
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
彼
の
態
度
は

極
め
て
不
誠
実
で
あ
る
。
詳
細
は
本
書
に
譲
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
私
見

を
述
べ
て
お
く
。
本
書
は
ノ
ー
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
研
究
者
か
ら

本
研
究
に
寄
せ
ら
れ
た
反
論
に
佐
々
木
は
研
究
者
と
し
て
常
に
誠
実
に
答

え
て
い
る
。
た
と
え
ば
破
僧
に
関
す
る
佐
々
木
の
研
究
に
反
論
し
た
ベ
ッ

ヒ
ェ
ル
ト
の
弟
子
ヒ
ュ
ス
ヶ
ン
に
対
し
て
も
、
第
三
章
注
⑬
に
お
い
て
再

反
論
を
試
み
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
ヒ
ュ
ス
ケ
ン
の
反
論
は
師
匠
の
ベ
ヒ

ェ
ル
ト
擁
護
を
前
提
と
す
る
反
論
で
、
し
か
も
ノ
ー
マ
ン
同
様
、
佐
々
木

の
後
続
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
論
文
の
み

を
相
手
に
反
論
し
た
結
果
、
彼
女
の
批
判
も
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
佐
々
木
は
「
同
じ
律
研
究
の
輩
と
し
て
、

今
後
で
き
る
だ
け
風
通
し
の
よ
い
協
調
関
係
が
保
て
る
こ
と
を
心
よ
り
望

ん
で
い
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

佐
々
木
が
研
究
で
目
指
す
も
の
は
あ
く
ま
で
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
自

己
の
権
威
づ
け
で
あ
っ
た
り
、
師
匠
の
擁
護
で
は
決
し
て
な
い
。
つ
ま
り

二
人
と
も
佐
々
木
と
同
じ
土
俵
で
議
論
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て

も
し
も
仮
に
佐
々
木
と
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
彼
の
仮
説
に
論
理
的
に
異
を

唱
え
、
そ
れ
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
佐
々
木
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に

時
路
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
佐
々
木
の
研
究
者
と
し
て
の
真
理
に
対

す
る
謙
虚
な
態
度
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。
議
論
は
喧
嘩
で
も
自
己
弁
護
の

手
段
で
も
な
く
、
ま
さ
に
歴
史
的
事
実
発
掘
に
際
し
て
の
建
設
的
な
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
本
耆
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。
同
じ
土
俵
に
立
っ
た
開
か
れ
た
議
論
こ
そ
が
真
理
到
達
の
一
番
の
近

道
と
い
う
こ
と
を
本
書
は
暗
示
し
て
い
る
（
第
二
章
注
田
や
第
六
章
注
⑤

な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。

ま
た
二
つ
目
の
附
論
は
、
大
乗
仏
教
の
興
起
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
平

川
説
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
本
書
の
仮
説
が
平
川
説
に
代
わ
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っ
て
新
た
に
大
乗
仏
教
の
興
起
に
関
す
る
問
題
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と

を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
佐
々
木
は
平
川
説
を
支
え
る
四
つ
の
根

拠
を
挙
げ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
極
め
て
あ
や
ふ
や
な
論
証
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
見
せ
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
本
書
と
関
連
す
る
第
四
の

根
拠
に
絞
っ
て
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
平
川
に
よ
れ
ば
、
「
教
義
を
異
に

す
る
者
同
士
が
同
一
僧
団
内
に
共
住
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

小
乗
僧
団
の
中
か
ら
大
乗
が
発
生
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
ど
と

い
う
理
由
か
ら
、
大
乗
仏
教
は
仏
塔
を
中
心
に
生
活
し
て
い
た
在
家
者
の

集
団
か
ら
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
結
論
を
導
く
の
で
あ
る
が
、
す

で
に
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
破
僧
定
義
の
変
更
に
よ
っ
て

異
な
る
教
義
を
有
す
る
者
同
士
で
も
僧
団
行
事
（
掲
磨
）
を
一
緒
に
行
な

っ
て
い
る
限
り
、
破
僧
に
は
な
ら
な
ど
と
破
僧
定
義
が
ア
シ
ョ
ー
カ
王

時
代
に
変
更
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
平
川
の
根
拠
は
脆
く
も
崩
れ
去
っ

て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
佐
々
木
の
確
立
し
た
仮
説
は
大
乗
仏
教
の
興
起
と

い
う
問
題
に
新
た
な
光
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
本
書
を
読
み
終
わ
っ
た
時
点
で
痛
感
し
た
の
は
、
本
書
の
全
体
を

通
底
し
て
い
る
「
論
理
的
明
断
さ
」
で
あ
る
。
本
書
の
章
立
て
自
体
が
論

理
的
に
明
快
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
そ
の
他
に
も
図
示
が

多
用
さ
れ
（
私
の
計
算
で
は
十
四
）
、
複
雑
な
論
理
構
造
が
図
で
示
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
異
な
っ
た
説
が

紹
介
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
の
両
者
の
共
通
点
や
相
違
点
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
鮮
明
に
き
れ
て
い
る
点
な
ど
は
読
者
に
と
っ
て
有
り
難
い
。
ま
た
最
初

10

に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
何
を
問
題
と
し
、
ま
た
い
か
な
る
方
法
で
そ
の

問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
か
、
つ
ま
り
問
題
発
見
か
ら
問
題
解
決
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
が
自
ら
の
体
験
に
即
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
特
に
若
い

研
究
者
必
読
の
書
と
し
て
推
薦
し
た
い
・

佐
々
木
の
研
究
は
ノ
ー
マ
ン
の
質
問
に
端
を
発
し
、
仏
教
が
多
様
化
し

た
要
因
を
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
起
き
た
あ
る
特
定
の
歴
史
的
事
件
に

求
め
る
に
到
っ
た
。
つ
ま
り
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
は
す
で
に
僧
団
は
分

裂
状
態
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
憂
い
た
優
婆
塞
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
大
衆

部
と
力
を
合
わ
せ
、
破
僧
定
義
を
。
ｇ
か
ら
録
与
に
変
換
す
る
こ
と
に

よ
り
、
僧
団
和
合
を
実
現
し
た
。
こ
の
経
緯
が
の
両
と
「
摩
訶
僧
祇
律
』

と
の
対
応
部
分
に
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
教
義
の
異
な
る

者
同
士
で
あ
っ
て
も
、
僧
団
行
事
（
謁
磨
）
を
一
緒
に
行
な
っ
て
い
る
限

り
、
破
僧
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
【
ｇ
の
破
僧
の
定
義
を
導
入
し
た

時
点
で
、
形
式
的
な
僧
団
の
和
合
に
は
成
功
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
異
な

る
教
義
の
併
存
を
承
認
す
る
形
と
な
り
、
事
態
は
不
可
逆
的
に
多
様
化
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
書
の
論
旨
で
あ
る

こ
れ
に
よ
り
、
抽
象
的
な
議
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
仏
教
多
様
化
の
問
題
を
、
純
粋
に
歴
史
的
な
側
面
か
ら
考
察

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
道
を
佐
々
木
は
本
書
で
提
示
し
た
。
結

語
で
「
仏
教
と
は
い
か
な
る
宗
教
か
」
と
い
う
問
い
に
い
つ
か
は
答
え
て

み
た
い
と
将
来
の
抱
負
を
語
っ
て
い
る
が
、
佐
々
木
は
こ
の
新
た
な
謎
解

き
に
向
か
っ
て
も
う
始
動
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
○
○
○
年
十
一
月
一
○
日
、
大
蔵
出
版
、
四
一
八
頁
、
定
価
本

体
八
○
○
○
円
）
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