
佛
教
に
お
け
る
出
家
道
と
在
家
道
と
は
↑
佛
教
の
歴
史
が
物
語
る
よ
う
に
、
釈
尊
の
正
法
を
維
持
し
伝
承
す
る
た
め
に
、
い
つ
の
時
代

に
も
、
つ
ね
に
両
者
の
か
か
わ
り
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
内
省
的
な
少
数
者
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
「
大
き
な
伝
統
」

（
昏
①
①
儲
の
算
す
且
言
っ
。
）
と
、
非
内
省
的
な
多
数
の
民
衆
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
小
さ
な
伝
統
」
（
昔
の
冒
詐
］
の
茸
乱
昌
○
口
）
と
い
う
、

文
明
に
関
す
る
二
つ
の
異
な
っ
た
伝
統
の
か
か
わ
り
を
佛
教
に
も
適
用
し
て
、
上
座
部
佛
教
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に
把
握
し
よ
う
と
こ
こ

（
１
）

ろ
み
た
『
一
ニ
ー
ク
な
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
小
而
は
、
こ
の
時
点
で
「
釈
尊
の
教
団
」
の
根
本
の
あ
り
か
た
を
問
い
な
お
し
、
佛

教
に
お
け
る
僧
伽
の
理
念
と
本
質
と
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

原
初
の
佛
教
に
お
い
て
、
出
家
と
在
家
と
が
い
か
に
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
つ
ぎ
の
『
如
是
語
経
』
の
文
が
も
っ
と
も
よ
く
示

し
て
い
る
。

家
あ
る
と
無
き
は
、
互
に
支
持
し
合
ひ
、
こ
よ
な
く
安
け
き
正
法
を
さ
と
る
な
り
。

家
あ
る
者
よ
り
、
衣
と
資
具
と
住
み
家
と
危
害
〔
よ
り
〕
の
避
難
を
、
家
無
き
者
は
受
く
。

た
の

又
、
家
あ
る
者
・
在
家
者
は
、
善
逝
を
瀝
み
、
阿
羅
漢
を
信
じ
て
、
聖
慧
も
て
三
昧
に
入
り
、

佛
教
に
お
け
る
僧
伽
の
基
本
的

理
念
に
つ
い
て

佐
々
木
教
悟

の励

乙色



（
２
）

こ
こ
に
善
趣
へ
の
道
な
る
法
を
ば
修
め
天
界
を
楽
し
み
、
望
み
を
懐
き
自
ら
悦
ぶ
な
り
。

こ
こ
に
説
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
在
家
と
出
家
の
両
者
は
相
依
り
相
扶
け
あ
っ
て
無
上
安
穏
の
正
法
を
さ
と
る
た
め
に
、
道
を
聞
き
道

を
修
め
る
生
活
を
な
す
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
僧
伽
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
比
丘
と
呼
ば
る
べ
き

資
格
を
も
っ
た
出
家
者
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
は
い
う
も
の
の
、
在
家
の
信
者
な
く
し
て
は
↑
出
家
者
の
集
ま
り
で
あ
る
比
丘
僧
伽
は

存
立
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
比
丘
僧
伽
と
は
本
質
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
３
）

律
蔵
の
「
大
品
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
の
成
道
後
、
五
比
丘
の
帰
依
が
あ
っ
て
、
初
め
て
佛
教
の
僧
伽
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
の
ち
カ
ッ
サ
パ
兄
弟
を
は
じ
め
と
す
る
千
人
の
比
丘
が
で
き
て
か
ら
、
ま
も
な
く
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
、
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
が
釈
尊
に
帰
依

し
て
、
有
力
な
佛
弟
子
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
原
始
経
典
の
古
層
に
お
い
て
は
、
在
俗
の
信
者
の
こ
と
を
、
「
教
え
を
聞
く
人
」

（
４
）

（
畠
ぐ
ゅ
富
、
野
習
己
畠
Ｉ
声
聞
・
弟
子
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
そ
の
”
９
『
巴
畠
は
、
教
え
を
専
門
に
聞
く
人

の
呼
称
と
な
り
、
そ
の
人
た
ち
の
集
ま
り
が
因
ぐ
農
騨
‐
の
煙
侭
冨
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
と
モ

ッ
ガ
ラ
ー
ナ
は
、
も
と
も
と
サ
ン
ジ
ャ
ャ
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
＄
釈
尊
の
も
と
で
出
家
す
る
に
あ
た
っ
て
、
か
れ
ら
は

つ
ぎ
の
ご
と
く
請
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

師
よ
、
願
く
ぱ
世
尊
の
許
に
て
出
家
を
得
、
受
具
を
得
ん
こ
と
を
。

と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
ね
が
い
で
て
い
る
。
す
る
と
釈
尊
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、

来
れ
、
比
丘
よ
、
法
は
よ
く
説
か
れ
た
り
、
正
し
く
苦
を
減
せ
ん
が
た
め
に
梵
行
を
修
習
せ
よ
。

と
答
え
て
、
こ
れ
を
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佛
教
に
お
け
る
最
初
の
比
丘
で
あ
る
五
比
丘
の
と
き
か
ら
同
じ
で
、
す

こ
し
も
か
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
き
わ
め
て
短
い
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
、
出
家
君
三
国
言
を
得
る
と
い
う
こ
と
と
、
受
具
巨
冨
の
色
目
冨
目
を
得

で
あ
ろ
う
。

律
蔵
の
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る
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
こ
と
が
請
わ
れ
て
あ
り
＄
そ
れ
が
共
に
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
出
家
を
得
る
と
は
、

在
家
の
生
活
を
離
れ
て
道
を
修
め
る
生
活
、
す
な
わ
ち
世
尊
の
言
葉
で
い
え
ば
、
梵
行
修
習
の
生
活
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

さ
ら
に
受
具
を
得
ん
こ
と
を
、
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
口
冨
留
日
ｇ
３
な
る
語
は
、
近
づ
く
こ
と
、
入
る
こ
と
、

得
る
こ
と
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
有
し
、
そ
の
訳
語
と
し
て
は
‐
受
具
、
進
具
、
近
円
、
円
具
、
受
戒
、
得
戒
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
語
に
は
、
近
づ
く
こ
と
、
進
む
こ
と
と
い
う
よ
う
な
意
味
か
ら
、
請
う
方
の
側
か
ら
い
え
ば
、
釈
尊
に
近
づ
く
こ
と
、

進
ん
で
佛
弟
子
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
請
わ
れ
る
方
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
、
戒
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
＄
佛
教
の
僧
伽
成
立
後
に
あ
っ
て
は
、
釈
尊
の
僧
伽
に
入
る
こ
と
意
味
し
、
戒
律
が
制
定
さ

れ
て
か
ら
は
具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
の
受
具
と
は
、
言
葉
ど
お
り
に
受
具

足
戒
を
指
し
、
そ
の
具
は
具
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
比
丘
と
し
て
、
あ
る
い
は
比
丘
尼
と
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
か
ら

は
比
丘
尼
と
し
て
、
受
く
響
へ
き
戒
を
充
足
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
に
い
た
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
た
ん
に
出
家
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
係
な
し
に
出
家
生
活
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
受
具
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
＄
さ
ら
に
進
ん
で
一
つ
の
具
体
的
な
資
格
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
最
初
の
こ
ろ
は
、
年

齢
的
な
こ
と
は
あ
ま
り
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
が
、
本
格
的
な
梵
行
修
習
の
生
活
に
は
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
お
の
づ
か
ら
年
齢
的
な
制
限
が
加
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
比
丘
や
比
丘
尼

に
な
る
た
め
の
年
齢
的
区
切
り
と
し
て
満
二
十
歳
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
成
人
と
い
う
こ
と
に
関
す
る

一
つ
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
に
し
て
、
学
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
成
道
後
約
二
十

年
経
過
し
て
か
ら
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
他
の
条
件
と
も
い
う
鐙
へ
き
も
の
、
例
え
ば
両
親
が
許
し
た
か
ど
う
か
と
か
、
伝

染
性
の
病
気
保
持
者
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
実
際
に
あ
た
っ
て
不
都
合
な
こ
と
が
発
生
し
た
際
に
、
そ
の
事
件

の
発
生
ご
と
に
、
受
具
の
際
の
条
件
と
し
て
加
え
ら
れ
て
ゆ
き
、
現
在
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
十
な
い
し
二
十
の
障
碍
法
倭
巨
冨
昌
琶
冨
‐
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さ
て
、
か
の
世
尊
の
言
葉
の
中
の
「
法
は
善
く
説
か
れ
た
り
印
ぐ
製
自
昇
○
昌
畠
目
白
○
」
と
あ
る
の
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
か
と
い
う
に
、
出
家
で
あ
っ
て
も
在
家
で
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
佛
教
徒
た
る
も
の
は
、
三
帰
依
と
い
う
こ
と
が
不
欠
の
信
怖
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
三
帰
依
を
内
容
的
に
具
体
化
し
た
も
の
は
三
随
念
で
あ
る
。
こ
の
三
随
念
は
、
増
支
部
経
典
の
「
応
請

（
１
）

口
凹
を
は
じ
め
と
し
て
阿
含
経
典
の
各
処
に
説
か
れ
て
い
て
、
後
世
の
佛
教
徒
が
読
諒
用
の
経
文
の
一
つ
に
必
ず
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
と
は
阿
羅
漢
（
応
供
）
、
等
正
覚
者
、
明
行
足
、
善
逝
、
世
間
解
、
無
上
士
、
調
御
丈
夫
、
天
人
師
、

佛
、
世
尊
と
い
う
十
号
に
よ
っ
て
そ
の
徳
が
あ
ら
わ
し
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
は
世
尊
に
よ
っ
て
善
く
説
か
れ
た
る
も
の
で

あ
り
、
自
ら
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
時
間
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
り
↑
来
り
見
よ
と
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
涯
桑
に
導
く
も
の
て

あ
り
、
諸
知
識
人
が
各
自
に
知
る
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
世
尊
の
弟
子
で
あ
る
集
ま
り
は
、
善
く
行
道
し
、
正
し
く

行
道
し
、
真
理
に
向
っ
て
行
道
し
、
正
当
に
行
道
し
、
供
養
せ
ら
る
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
り
、
供
奉
せ
ら
る
拳
へ
き
も
の
で
あ
り
、
奉
施
せ
ら
る

Ｑ
冨
冒
昌
騨
と
な
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
受
具
に
よ
っ
て
本
人
は
僧
伽
の
一
員
と
し
て
の
比
丘
の
資
格
を
得
る
と
同
時
に
、
戒
体
を
発
得
す
る
も
の
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
石
井
米
雄
「
タ
イ
佛
教
の
構
造
」
（
『
ア
ジ
ア
経
済
』
一
二
の
一
二
）
。
且
．
滝
①
旨
の
Ｅ
・
戸
》
ご
〕
①
層
筐
①
Ｓ
Ｅ
目
巨
昌
ご
僻
巨
砲
。
農
震
貝

野
）
Ｃ
Ｅ
ｓ
討
曽
己
○
巳
庁
Ｅ
ｏ
Ｃ
〉
弓
○
一
貝
匡
〕
自
己
や
》
○
言
。
酔
匹
Ｃ
痔
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
２
〕
〉
自
営
Ｃ
ｃ
Ｅ
く
①
夙
拝
昌
呉
（
】
〕
旨
騨
喚
）
吋
吋
⑦
鵲
》
邑
急
》
亭
吟
Ｃ
ｌ
．

（
２
）
冒
‐
》
“
三
国
圃
唱
皇
匡
ｌ
］
届
訳
文
は
と
く
に
記
す
以
外
は
南
伝
大
蔵
経
に
よ
る
。

、
〆
斗
汁
。

（
Ｑ
こ
》
、
牌
口
騨
》
『
沙
‐
も
拝
勲
〆
魚
》
】
・
戸
魚
｝
〕
脚
ご
騨
函
四
四
》
や
］
い
Ｉ
。

（
４
）
中
村
元
「
原
始
佛
教
の
成
立
』
（
中
村
元
選
集
第
一
二
巻
）
二
二
七
頁
〕

二
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べ
き
も
の
で
あ
り
、
合
掌
せ
ら
る
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
以
上
の
三
宝
に
対
し
て
聖
弟
子
が
随
念
す
る
四
三
扉
の
四
国
首

な
ら
ば
、
そ
の
と
き
は
か
れ
の
心
は
負
、
腹
、
療
に
纒
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
心
は
質
直
の
も
の
と
な
り
三
巨
盟
冨
、
心
の
質
直
な

る
聖
弟
子
は
義
に
つ
い
て
よ
ろ
こ
び
冒
日
且
冒
を
得
、
法
に
つ
い
て
よ
ろ
こ
び
を
得
、
法
所
引
の
よ
ろ
こ
び
を
得
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
よ
ろ
こ
べ
る
も
の
は
喜
宮
陣
を
生
じ
、
喜
意
あ
る
も
の
の
身
は
軽
安
冒
印
３
８
園
と
な
る
。
身
軽
安
な
る
も
の
は
楽
の
巳
Ｓ
ｍ

を
受
け
、
楽
し
め
る
も
の
の
心
は
定
留
日
豊
宮
を
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。

上
述
の
中
の
法
の
下
の
、
法
は
世
尊
に
よ
っ
て
善
く
説
か
れ
た
る
も
の
、
と
い
う
の
が
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
善
説
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
具
体
的
内
容
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
先
ず
そ
の
、
善
く
、
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
れ
は
初
め
も
中
も
終
り
も
善
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
義
も
あ
り
文
も
あ
る
と
い
う
意
味
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
注
意
さ
れ
る
。
律
蔵
の
「
大
品
」
に
は
＄
世
尊
が
六
十
名
の
弟
子
た
ち
を
伝
道
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
と
き
に
告
げ
ら
れ
た
言
葉
、

す
な
わ
ち
伝
道
の
宣
言
と
い
わ
れ
る
も
の
が
記
さ
れ
て
あ
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
遍
脈
せ
よ
、
衆
人
の
利
益
の
た
め
、
衆
人
の
安
楽
の
た
め
、
世
間
に
対
す
る
哀
れ
み
の
た
め
に
、
神
々
と
人
間
の
福

祉
・
利
益
・
安
楽
の
た
め
に
、
一
つ
の
道
に
よ
っ
て
二
人
し
て
行
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。

比
丘
た
ち
よ
、
初
め
も
善
く
、
中
も
善
く
、
終
り
も
善
く
、
内
容
も
あ
り
、
文
句
も
備
わ
っ
た
教
法
を
説
き
示
せ
、
完
全
円
満
で
清

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
偶
頌
や
経
典
の
上
で
い
え
ば
、
世
尊
の
教
法
が
四
句
の
偶
で
説
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
か
ん
が
え
る

と
、
第
一
句
が
初
善
で
あ
り
、
第
二
句
と
第
三
句
と
が
中
善
で
あ
り
、
第
四
句
が
後
善
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
を
経
典
の
形
式

の
上
で
い
う
な
ら
ば
、
序
文
（
因
縁
分
）
と
正
宗
分
と
流
通
分
と
が
順
次
に
初
中
後
の
善
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
連
結
経
の

場
合
で
あ
る
が
、
多
連
結
経
の
場
合
は
、
第
一
連
結
が
初
善
、
最
後
連
結
が
後
善
、
余
が
中
善
に
配
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
な
形
式
的
な
配
当
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
よ
り
も
、
全
教
法
を
道
と
道
果
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
五
蓋
の
鎮
伏
に
関
連
せ
し
め

比
丘
た
ち
よ
、
初
め
も
善
く
、

（
２
）

ら
か
な
修
行
を
知
ら
し
め
よ
。

、八

うひ



つ
ぎ
に
内
容
も
あ
り
文
句
も
伽
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
有
義
有
文
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
義
成
就
、
文
成
就
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
略
説
・
説
明
・
開
顕
・
分
別
・
閏
明
・
施
設
さ
れ
た
る
教
法
は
、
そ
の
義
と
句
と
が
合
致
す
る
が
故
に
有
義
で
あ
り
、
教
法
は
そ

の
字
句
・
文
・
文
相
・
詞
・
解
釈
が
成
就
せ
る
が
故
に
有
文
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
教
法
は
甚
深
の
意
味
の
故
に
有
義
で
あ
り
、

顕
Ⅲ
な
る
句
の
故
に
有
文
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
、
賢
者
に
よ
り
て
知
ら
る
帯
へ
き
が
故
に
、
専
門
家
を
よ
る
こ
ぱ
し
む
る
が
故
に
有
義
で
あ
り
、

（
５
）

信
ぜ
ら
る
蕊
へ
き
が
故
に
、
世
間
の
人
を
ょ
ろ
こ
ば
し
む
る
が
故
に
有
文
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
＄
こ
の

言
葉
は
、
甚
深
な
る
教
法
が
義
の
ヰ
富
と
法
号
塑
日
日
“
と
詞
昌
冒
昌
と
弁
も
呉
弓
目
己
塑
な
る
四
無
磯
解
に
よ
っ
て
、
出
家
も
在
家

も
と
も
に
、
教
法
の
真
意
が
領
解
し
う
る
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
お
し
え
が
釈
尊
の
説
か
れ
た
教
法
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

（
６
）

世
に
如
来
、
応
供
、
正
等
覚
者
あ
り
、
義
を
知
り
、
法
を
知
り
、
量
を
知
り
、
時
を
知
り
、
衆
を
知
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
と
く
に
如
来
十
号
の
一
つ
で
あ
る
善
逝
普
盟
冨
に
関
し
て

（
７
）

善
逝
と
は
善
浄
に
行
く
が
故
に
、
善
妙
な
る
処
に
行
け
る
が
故
に
、
正
し
く
行
け
る
が
故
に
、
正
し
く
語
る
が
故
に
善
逝
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
し
く
語
る
が
故
に
函
昌
働
蜜
〔
言
斥
画
善
逝
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
善
逝
な
る
世
尊
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

る
法
は
、
善
説
の
法
で
あ
っ
た
と
領
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

（
３
）

て
善
説
と
い
う
こ
と
の
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
佛
に
善
覚
性
あ
る
が
故
に
、
法
に
善

法
性
あ
る
が
故
に
、
僧
に
善
行
道
性
あ
る
が
故
に
初
中
後
善
で
あ
り
、
聖
弟
子
が
こ
の
よ
う
な
三
宝
に
お
い
て
証
浄
騨
ぐ
①
Ｃ
ｓ
弓
騨
閏
烏

を
成
就
す
る
な
ら
ば
、
増
上
心
Ｐ
（
冒
凰
茸
騨
の
現
法
楽
住
を
証
し
、
不
清
浄
の
心
が
清
浄
と
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
随
念
の
対
象
と
な
る
三
宝
に
関
連
し
た
こ
の
三
増
上
心
に
＄
聖
所
愛
の
不
破
な
い
し
智
者
所
讃
の
戒
の
成
就
よ
り
す
る

第
四
の
増
上
心
を
加
え
て
四
の
増
上
心
と
な
し
、
こ
れ
ら
四
の
増
上
心
の
現
法
楽
住
が
、
五
学
処
に
て
擁
護
さ
れ
る
在
家
の
人
に
得
ら
れ

（
４
）

る
む
ね
が
説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る

27



と
説
か
れ
て
、
か
の
伝
道
の
宣
言
と
関
係
せ
し
め
ら
れ
た
法
の
宣
説
が
、
正
し
く
語
る
人
す
な
わ
ち
善
逝
の
律
で
も
っ
て
示
さ
れ
た
点
が

と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

曼1：
r『』．

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
戸
Ｏ
）

（
６
）

（
７
）

（
８
） 比

丘
衆
よ
、
或
は
善
逝
、
或
は
善
逝
の
律
が
世
に
住
す
る
時
は
、
群
衆
の
益
の
た
め
、
群
衆
の
楽
の
た
め
、
世
間
の
哀
感
の
た
め
、

天
と
人
の
利
の
た
め
、
益
の
た
め
楽
の
た
め
と
な
る
。

比
丘
衆
よ
、
又
善
逝
と
は
何
か
。

比
丘
衆
よ
、
世
に
如
来
・
応
供
・
正
自
覚
・
明
行
具
足
。
善
逝
・
世
間
解
・
無
上
・
応
調
丈
夫
・
天
人
師
・
覚
者
・
世
尊
は
生
ま
る
、

比
丘
衆
よ
、
又
善
逝
と
は
何
座

比
丘
衆
よ
、
世
に
如
来
・
応
恥

比
丘
衆
よ
、
此
は
善
逝
な
り
。

又
、
比
丘
衆
よ
、
善
逝
の
律
、

彼
は
法
を
宣
説
し
、
初
善
、
坐

（
、
Ｃ
）

〃
、

律
な
伽
ソ
。

陰
塑
．
ｐ
蜀
鈩
冒
旨
①
望
望
秒
‐
ぐ
四
ｍ
四
四
．
勺
麗
凹

ご
旨
四
第
一
白
ゞ
や
巴
訳
文
は
前
田
恵
学
「
釈
尊
』
四
一
’
二
頁
に
よ
る
。

４

与
司
尉
口
巳
二
言
旨
ご
騨
噸
、
⑳
〕
忌
喘
〕
・
唾
］
唖
１
画
胃
吟

シ
ｚ
，
目
》
〔
言
勝
己
胸
騨
‐
昇
代
握
蛎
》
》
軍
国
屋
．

望
ｚ
・
蜀
己
窓
画

シ
ｚ
・
目
〉
己
君
）
勝
己
畠
‐
昇
瓠
虎
顕
Ｐ
ゞ

蜀
勗
再
己
（
冒
旨
戸
口
ぬ
い
四
や
画
届
．

シ
ｚ
・
員
目
、
河
且
色
ご
品
ぬ
ゅ
〕
冒
匡
、

シ
ｚ
・
巨
々
百
（
旨
。
ご
宙
く
“
・
ぬ
四
一
］
胃
〕
．
］
亀

善
逝
の
律
と
は
何
か
。

、
初
善
、
中
善
、
後
善
、

有
義
、
有
文
、
純
一
円
満
、
清
浄
梵
行
を
開
示
し
た
ま
ふ
、
比
丘
衆
よ
、
此
は
善
逝
の
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つ
ぎ
に
「
梵
行
を
修
習
せ
よ
・
命
一
尾
二
二
・
畠
〕
冒
秒
８
国
富
且
と
あ
る
梵
行
と
は
何
を
指
す
の
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
釈
尊
の
成
道
と
直
接

に
関
係
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
釈
尊
が
、
五
比
丘
に
対
し
て
、
最
初
に
法
を
説
か
れ
た
と
き
、
「
生
已
に
尽
き
、
梵

（
１
）

行
已
に
立
ち
、
所
作
己
に
弁
じ
、
更
に
か
か
る
状
態
に
還
る
こ
と
な
し
」
と
説
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て

い
る
梵
行
と
は
、
清
浄
な
る
行
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
清
浄
な
る
行
と
は
、
一
切
の
垢
の
除
か
れ
た
る
究
寛
清
浄
の
浬
藥
に
趣
く
べ
き
道

（
２
）

に
お
い
て
行
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
イ
ン
ド
的
な
理
念
の
上
で
い
え
ば
↑
絶
対
的
な
禁
欲
を
指
す
の
で
あ
る
。
か
の
「
経
集
」

に
は
、
ダ
ン
ミ
ヵ
を
中
心
と
す
る
在
俗
信
者
に
対
し
て
八
つ
の
戒
律
を
守
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
梵
行
に
あ
ら

ざ
る
行
為
を
い
ま
し
め
る
項
目
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
の
在
家
者
の
戒
と
い
わ
れ
て
い
る
五
戒
の
中
の
不
邪
婬
（
厨
日
の
ｍ
ｐ
ｇ
旨
ｏ
ｇ
ｏ
劉
国

ぐ
の
国
日
四
日
）
と
は
異
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
離
非
梵
行
は
、
も
ち
ろ
ん
出
家
者
の
戒
で
あ
る
十
戒
の
中
に
も
、
さ
ら
に
ま
た
、
二
百
二

十
七
戒
な
ど
、
と
い
わ
れ
る
具
足
戒
の
中
に
も
、
最
重
要
な
項
目
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は

い
わ
ゆ
る
梵
行
者
言
昌
目
勤
ｏ
胄
旨
と
呼
ば
れ
る
清
浄
な
修
行
者
が
～
道
を
求
め
る
人
た
ち
の
あ
い
だ
に
お
け
る
理
想
像
に
し
て
、
釈
尊

は
梵
行
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釈
尊
は
世
間
に
お
い
て
一
般
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
梵
天
の
弟
子
と
い
う
意

味
で
の
梵
行
者
と
い
わ
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
堀
尽
智
に
達
し
て
、
負
順
擬
を
全
く
捨
て
離
れ
た
人
と
い
う
意
味
で
、
世
間
の
善

逝
者
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
が
世
尊
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
在
俗
の
生
活
の
中
か
ら
も
そ
う
い
う
理
想
像
に
接
近
し
う
る
精
一
杯
の
限
度
と
し

て
八
戒
が
あ
げ
ら
れ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
梵
行
と
は
、
直
接
的
に
は
諸
欲
の
元
に
な
る
婬
行
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ひ
ろ
く
身
体

的
行
為
な
い
し
精
神
的
行
為
を
も
指
す
よ
う
に
な
り
、
清
浄
な
る
浬
藥
に
趣
く
と
こ
ろ
の
行
為
を
指
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
と
き
に
は

善
行
を
意
味
し
、
あ
る
い
は
戒
行
を
意
味
し
、
さ
ら
に
は
智
慧
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的

三
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な
も
の
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
机
応
部
経
典
の
所
説
で
あ
ろ
う
。

諸
比
丘
よ
、
我
＄
汝
等
に
梵
行
と
梵
行
果
と
を
説
か
ん
、
聴
け
。

諸
比
丘
よ
、
云
何
な
る
を
か
梵
行
と
為
す
や
。
即
ち
八
支
聖
道
な
り
。
謂
く
、
正
見
・
〔
正
思
惟
・
正
語
・
正
業
・
正
命
・
正
精
進

こ
こ
に
、
梵
行
胃
昏
目
騨
ｃ
少
口
樹
と
、
梵
行
果
胃
農
目
騨
ｏ
煙
凰
冒
‐
冒
騨
医
と
梵
行
義
胃
昌
目
色
８
己
冨
茸
冨
と
が
明
示
せ
ら
れ
て
い

（
４
）

る
。
そ
し
て
こ
の
梵
行
義
が
梵
行
義
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
，
梵
行
の
究
尽
宮
島
日
蝕
８
口
怠
‐
ｇ
昌
冒
の
倒
口
四
を
体
現
せ
る

人
が
善
逝
な
る
世
尊
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
梵
行
已
に
立
ち
宮
島
冒
騨
８
国
制
昌
冨
冨
目
」
云
々
と
の
↑
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
立
場
か
ら
、
世
尊
は
い
つ
の
場
合
で
も
、
弟
子
を
受
入
れ
る
に
際
し
て
「
梵
行
を
修
習
せ
よ
」
と
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
が
ま
た
僧
伽
の
基
本
的
な
指
針
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
川
家
者
が
衣
服
、
食
物
、
坐
臥
具
、
医
薬
の
四
資
具
の
布

施
を
在
家
者
か
ら
受
け
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
受
川
の
目
的
を
示
す
に
、
こ
の
身
体
を
存
統
し
維
持
せ
ん
が
た
め
に
と
い
う
こ
と
の
ほ

（
５
）

か
に
、
梵
行
を
摂
益
せ
ん
が
た
め
に
罫
目
白
秒
。
自
骨
一
首
長
醤
冒
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
梵
行
を
摂
益
せ
ん
が
た
め
に
と
い
う
の
は
、

全
教
梵
行
訴
皇
魚
一
言
函
索
一
二
雪
ご
蟄
言
づ
恥
一
尾
二
・
昌
一
《
と
道
梵
行
ョ
年
一
詣
皇
〕
】
ぷ
一
言
〕
畠
ｂ
胃
〕
富
と
の
摂
益
を
意
味
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
か

〆
，

ら
、
清
浄
道
の
実
践
と
し
て
の
初
歩
位
か
ら
（
初
梵
行
）
三
学
所
摂
の
諸
教
全
体
の
実
践
を
指
す
と
い
う
広
範
囲
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い

る
C

諸
比
丘
よ
、

・
正
念
・
〕

柵
比
丘
よ
、
此
を
名
づ
け
て
梵
行
と
為
す
。

諸
比
丘
よ
、
云
何
な
る
を
か
梵
行
果
と
為
す
や
。

諸
比
丘
よ
、
此
を
名
づ
け
て
梵
行
果
と
為
す
。
・

渚
比
丘
よ
、
云
何
な
る
を
か
梵
行
義
と
為
す
や
。

諸
比
丘
よ
、
云
何
な
る
を
か
封

（
３
）

を
名
づ
け
て
梵
行
義
と
為
す
。

正
定
な
り
。

諸
比
丘
よ
、
負
欲
の
滅
尽
、
順
志
の
滅
尽
、
愚
療
の
滅
尽
を
ば
、
諸
比
丘
よ
、
此

諸
比
丘
よ
、
預
流
果
・
一
来
果
・
不
還
果
・
阿
羅
漢
果
な
り
。
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と
こ
ろ
で
、
い
ま
問
迦
と
す
る
の
は
、
そ
の
「
昔
を
減
せ
ん
が
た
め
に
」
と
あ
る
言
葉
に
「
正
し
く
ｍ
Ｐ
昌
冒
且
と
い
う
語
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
を
は
じ
め
と
す
る
外
迫
に
お
い
て
も
、
解
脱
を
求
め
て
、
そ
れ
に
到
達
す
る

こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
佛
教
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
佛
教
が
か
れ
ら
の
教
え
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
快

楽
主
義
と
苦
行
主
義
と
を
離
れ
て
、
中
道
・
八
正
道
に
よ
っ
て
解
脱
・
浬
桑
に
向
う
こ
と
を
明
確
に
お
し
え
た
点
で
あ
る
。
そ
の
八
正
道

に
は
、
い
づ
れ
の
項
目
に
も
留
日
昌
幽
な
る
語
が
つ
い
て
お
り
、
「
正
し
く
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
さ
き
に
佛
教
に
お
け
る
梵
行
と
は
八
正
道
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
の
、
へ
た
が
、
こ
こ
に
「
正
し
く
」
と
い

と
説
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
「
梵
行
を
修
習
せ
よ
」
と
あ
る
言
葉
に
は
、
そ
の
前
に
「
正
し
く
昔
を
減
せ
ん
が
た
め
に
留
日
口
働
目
鳫
冒
膀
曾
筐
〕
冨
匡
風
冒
冒
」

と
い
う
言
葉
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
苦
の
滅
尽
に
お
い
て
佛
陀
と
し
て
の
釈
尊
の
出
現
が
あ
り
、
釈
尊
の

教
法
は
苦
の
滅
尽
を
説
く
も
の
と
し
て
聞
か
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
が
菩
提
樹
下
に
お
い
て
成
道
さ
れ

た
と
き
に
、
縁
起
の
法
を
川
観
し
逆
槻
さ
れ
た
こ
と
が
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
苦
の
わ
だ
か
ま
り
が
滅
尽
す
る

註（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

ご
旨
ご
畠
・
弓
巨
）
己
ｚ
，
目
》
』
）
．
］
弓
〕
畠
ｚ
，
胃
》
や
腱
（
）
“
ｚ
・
目
』
や
届
Ｐ
尽
画
砂
ｚ
，
胃
旨
》
や
勝
》
腿
④
①
甘

の
口
．
○
口
｝
ハ
ジ
『
騨
沁
ぬ
ぃ
や
「
Ｐ
鰐
Ｃ
Ｐ
隈
。
』

印
ｚ
，
ぐ
．
層
．
獣
‐
曽
雑
阿
含
経
巻
二
十
九
、
大
正
二
、
二
○
五
下
。

印
ｚ
・
く
．
壱
“
｝
昌
冒
〕
Ｃ
鳥
↑
ご
］
煙
も
国
境
Ｐ
昌
冒
》
ロ
湯
．

ご
臆
宮
（
ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｂ
屡
距
、
色
目
〕
ｐ
い
い

四

q－1
JL



梵
行
）
と
い
わ
る
今
へ
き
性
質
の
も
の
、

い
た
川
世
間
法
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
〔

以
上
の
ゞ
へ
た
よ
う
な
意
味
を
有
す
《

わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
梵
行
と
し
て
の
八
正
道
に
関
係
す
る
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
教
梵
行
の
観
点
よ
り
す

れ
ば
、
甚
深
と
顕
明
と
円
満
と
無
過
と
を
内
容
と
す
る
教
法
は
、
有
義
有
文
に
し
て
へ
全
く
円
満
で
遍
浄
な
る
梵
行
（
純
一
円
満
、
清
浄

梵
行
）
と
い
わ
る
尋
へ
き
性
質
の
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
教
法
は
、
浬
渠
に
随
適
す
る
行
道
と
行
道
に
随
適
す
る
渥
藥
と
を
説

以
上
の
ゞ
へ
た
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
言
葉
を
も
っ
て
世
尊
が
出
家
希
望
者
を
迎
え
入
れ
ら
れ
、
か
く
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
比
丘
は
、

世
尊
の
弟
子
と
し
て
お
お
や
け
に
僧
伽
の
一
員
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
出
家
す
る
と
い
う
一
つ
の
厳
粛
な
事
実
は
、
比
丘
と
し
て
の

生
活
に
随
い
適
う
と
こ
ろ
の
、
円
拙
遍
浄
な
行
道
を
実
践
す
る
方
向
に
、
も
っ
ぱ
ら
向
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

川
家
は
、
た
ん
に
形
だ
け
の
川
家
に
終
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
、
出
家
と
受
具
の
二
弧
が
請
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
必

川
家
は
、
た
ん
に
形
だ
け
〈

然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
善
逝
の
律
に
よ
っ
て
行
道
実
践
の
生
活
に
入
っ
た
比
丘
は
、
し
だ
い
に
進
入
二
宮
”
っ
ョ
宮
目
し
て
ゆ
き
、
前
述

の
四
向
四
果
の
聖
弟
子
の
つ
ど
い
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
つ
ど
い
は

〔
聖
者
と
し
て
の
道
に
入
っ
た
〕
四
人
が
い
る
。
ま
た
〔
聖
者
と
し
て
の
〕
結
果
に
安
住
し
て
い
る
四
人
が
い
る
。
こ
の
僧
伽
は
真

（
１
）

正
で
、
智
慧
あ
り
、
戒
あ
り
、
定
に
入
っ
て
い
る
。

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
人
た
ち
は
明
か
に
正
行
道
を
実
践
し
つ
つ
あ
る
人
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
る
に

諸
比
丘
よ
、
我
は
在
家
出
家
両
者
の
正
行
道
を
称
讃
す
。

（
２
）

諸
比
丘
よ
、
在
家
者
も
出
家
者
も
正
し
く
行
道
す
る
も
の
は
、
正
行
道
を
主
と
す
る
に
よ
り
て
正
理
・
善
法
を
成
就
す
。

と
説
か
れ
て
い
て
、
在
家
者
に
も
正
道
実
践
の
可
能
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
正
行
・
正
道
と
は
、
邪
行
・
邪
道
に
対

（
３
）

す
る
も
の
で
、
『
相
応
部
経
典
』
の
「
道
相
応
」
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
八
正
道
を
指
し
、
そ
れ
が
正
理
・
善
法
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

（
４
）

あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
在
家
者
と
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
に
、
か
の
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
は
、
ま
さ
し
く
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さ
て
、
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
在
家
者
は
出
家
者
に
及
ば
な
い
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
教
え
を
聞
く
と
い
う
上
か
ら
は
同
じ
で
あ
り
、

在
家
の
信
者
も
「
教
え
を
聞
く
人
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
は
、
最
初
に
あ
げ
た
『
如
日
蛋
叩
経
』
の
文
に
あ
る
ご
と
く
、

出
家
者
に
対
し
て
四
資
具
の
布
施
を
も
っ
て
支
援
す
る
立
場
に
あ
り
、
ウ
パ
ー
サ
カ
（
二
冨
閏
］
畠
優
婆
塞
Ｉ
仕
え
る
人
、
女
性
は
皀
冨
‐

里
冨
慶
婆
夷
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
在
俗
の
信
者
た
ち
も
、
正
し
く
行
道
を
実
践
す
る
な
ら
ば
、
正
理
・
善
法
を
成
就
す
る
と
説

こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
の
《
へ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
出
家
す
る
こ
と
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
功
徳
が
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
出
家
者
は
少
欲
知
足
を
む
ね
と
す
る
か
ら
、
極
め
て
簡
素
な
生
活
に
満
足
し
、
よ
ろ
こ
び
を
も
ち
、
世
俗
に
交
わ
ら
ず
、
喧
騒
の

巷
か
ら
離
れ
、
熱
心
に
修
行
に
は
げ
み
、
戒
め
を
完
全
に
守
り
、
煩
悩
の
滅
尽
に
つ
と
め
る
修
行
者
で
あ
り
、
頭
陀
行
の
実
践
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
出
家
者
は
な
に
事
で
あ
っ
て
も
、
な
す
べ
き
こ
と
を
す
、
へ
て
速
か
に
な
し
と
げ
、
長
時
間
に
わ
た

ら
な
い
と
の
べ
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
比
丘
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
答
え
は
、
だ
れ
し
も
み
と
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
世
俗
社
会
の
煩
ら
わ
し
さ
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
た
者
の
特
権
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
家
者
で
あ
っ
て
も
在
家
者
で
あ

っ
て
も
、
正
し
く
実
践
す
る
か
し
な
い
か
、
正
し
い
実
践
に
伴
う
困
難
を
克
服
す
る
か
し
な
い
か
、
そ
れ
が
一
番
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。
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（
１
）

か
れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
ら
も
証
果
を
得
る
と
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
『
相
応
部
経
典
』
の
「
預
流
相
応
」
に
は
、
三
帰
に
よ
っ

て
優
婆
塞
と
な
り
、
五
戒
を
具
足
し
、
如
来
の
菩
提
を
信
じ
、
樫
倍
の
垢
稔
を
離
れ
た
心
で
常
に
布
施
を
な
し
て
捨
を
具
足
し
、
酉
諦
の

（
２
）

法
を
知
る
と
い
う
慧
を
具
足
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
む
ね
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
『
中
阿
含
経
』
に
は
、
五
戒
を
守
り
、
四
不
壊
浄
に

（
３
）

よ
っ
て
預
流
果
を
得
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
、
『
雑
阿
含
経
』
に
は
、
三
帰
に
よ
っ
て
優
婆
塞
と
な
り
、
身
・
戒
・
疑
の

三
結
断
に
て
優
婆
塞
預
流
↑
三
結
断
と
負
・
眼
・
凝
の
薄
に
よ
っ
て
優
婆
塞
一
来
、
五
下
分
結
断
に
て
優
婆
塞
不
還
に
入
る
と
い
う
よ
う

に
、
そ
の
進
修
過
程
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
出
家
者
と
余
り
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
「
預
流
に
入

る
方
法
に
、
出
家
的
な
も
の
（
智
）
と
在
家
的
な
も
の
（
信
）
と
の
二
つ
が
あ
る
」
と
し
て
、
見
道
的
な
預
流
説
と
在
家
的
な
預
流
説
と

（
４
）

の
別
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
証
果
に
つ
い
て
も
、
優
婆
塞
の
場
合
は
不
還
果
の
証
得
ま
で
が
説

か
れ
て
い
る
の
み
で
、
阿
羅
洩
果
に
は
到
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
み
え
、

（
５
）

か
の
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
の
中
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
在
家
者
で
は
阿
羅
漢
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

（
６
）

い
の
で
は
な
い
。
た
だ
在
家
者
の
特
相
（
』
農
戸
冒
箇
特
徴
）
が
阿
羅
漢
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
く
、
そ
の
特
相
の
微
力
と
い

う
こ
と
か
ら
、
阿
羅
漢
の
位
に
達
し
た
在
家
者
は
、
そ
の
日
に
出
家
す
る
か
、
あ
る
い
は
般
浬
梁
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
道
を
と
る
こ
と

に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
『
《
、
、
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
の
中
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
趣
旨
の
も
の
が
、
『
法
句
経
』
の
註
釈

（
７
）

に
も
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
在
家
者
に
し
て
阿
羅
漢
果
を
得
、
そ
の
日
に
般
混
桑
し
た
人
の
事
例
と
し
て
、
ダ
ー
ル
チ
ー
リ
ャ
ロ
習
盧
‐

（
８
）
（
９
）

。
国
司
や
サ
ン
タ
テ
ィ
、
四
目
冨
丘
の
場
合
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
実
際
上
、
現
に
上
座
部
佛
教
徒
の
あ
い
だ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

在
俗
の
信
者
で
聞
法
に
つ
と
め
、
求
道
心
が
い
よ
い
よ
熾
烈
な
も
の
と
な
れ
ば
、
上
位
に
進
修
す
る
ま
で
に
出
家
生
活
に
入
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
》
フ
に
し
て
、

特
相
の
相
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
出
家
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
在
家
者
も
究
極
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
浬
藥
で
あ
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糸
人
み
ゴ
ー
ク
マ
あ
た
か
も

卿
塵
曇
、
怡
、
恒
河
は
大
海
に
向
ひ
、
大
海
に
趣
き
、
大
海
に
傾
き
、
大
海
に
触
れ
て
安
住
す
る
が
如
く
、
是
の
如
く
此
の
卿
震

と
も
な

（
、
）

曇
の
在
家
出
家
を
倶
ふ
衆
会
は
、
浬
桑
に
向
ひ
、
浬
渠
に
趣
き
、
浬
梁
に
傾
き
、
浬
藥
に
触
れ
て
安
住
す
。

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
僧
伽
の
核
心
を
な
す
も
の
は
、
あ
く
ま
で
出
家
の
受
具
者
な
る
比
丘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

比
丘
衆
の
周
辺
に
あ
る
在
俗
の
信
者
な
く
し
て
は
、
存
続
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
僧
伽
は
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷

の
四
衆
よ
り
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
こ
の
四
衆
に
満
二
十
歳
ま
で
の
出
家
者
な
る
沙
弥
、

沙
弥
尼
、
式
舎
摩
那
（
学
法
女
）
が
加
え
ら
れ
て
七
衆
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
衆
は
、
比
丘
、
比
丘
尼
に

な
る
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
見
習
期
に
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
か
ら
、
比
丘
、
比
丘
尼
に
そ
れ
ぞ
れ
従
属
す
る
も
の
と
か
ん
が
え
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
、
僧
伽
と
し
て
は
四
衆
を
榊
成
要
員
と
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
上
来
述
ゞ
へ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

釈
尊
の
教
法
の
性
質
・
内
容
の
而
か
ら
も
充
分
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
か
の
増
支
部
経
典
に
は

戒
背
更
た
此
庇
と
藍
た
多
叫
鱒
比
丘
尼
ら
も
信
ぁ
閣
僧
婆
塞
と
僑
過
溺
燦
婆
夷
ら
も
Ｉ
か
れ
ら
ば
実
に
僧
伽
を
縦
厳
す
る
。

（
Ⅲ
）

け
だ
し
か
れ
ら
は
偕
伽
の
荘
厳
な
り
。

と
こ
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
四
衆
が
僧
伽
の
荘
厳
⑳
営
哩
〕
座
“
ｃ
ｇ
騨
目
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
荘
厳
は
そ

の
原
語
の
意
味
か
ら
い
っ
て
も
清
浄
な
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
と
り
あ
げ
た
と

こ
う
っ
の
、
梵
行
修
習
の
す
が
た
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
家
は
出
家
と
し
て
の
、
在
家
は
在
家
と
し
て
の
、
そ
し
て
両
者
が
た
が
い
に

（
勉
）

支
持
し
合
っ
て
の
正
法
実
践
の
す
が
た
、
そ
れ
が
僧
伽
を
荘
厳
す
る
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

る
か
ら

（
１
）
の
ｚ
・
ぐ
〉
や
窓
国
ン
ｚ
・
嵩
ご
〕
路
戸
隠
蛍

（
２
）
中
阿
含
経
三
一
八
経
、
大
正
一
、
六
一
六
中
〕
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（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

へ
７
）

〆
、

、
〆

（
８
）

へ
９
－

〆
、

、
〈
Ⅲ
〉
〆

〆
二
，
入
』

（
、
）

「
２
）

〆
１
Ｊ
、

彦
屋
屋
ロ
・
騨
己
餌
或
ぽ
ゅ
や
唾
・
口

赤
沼
智
善
『
原
始
佛
教
之
研
究
」
一
六
八
頁
。

思
想
と
文
化
」
一
二
六
○
頁
）
参
照
。

己
彦
四
日
日
名
目
鼻
昏
包
穴
四
三
罰
再
ご
》
や
＄
．

『
ゴ
ー
ユ
．
，
胃
Ｈ
己
．
函
Ｃ
Ｐ

言
ｚ
，
農
固
邉
解

シ
Ｚ
．
ｐ
》
固
路
ｐ
》
９
．
戸
ｚ
・
胃
》
面
固
隠
？
閨
②
、

小
論
に
と
り
あ
げ
た
梵
行
に
関
す
る
教
え
は
、
無
量
寿
経
の
重
誓
偶
に
「
離
欲
深
正
念
、

の
序
品
に
「
号
日
月
燈
明
如
来
。
応
供
。
正
一
湿
知
明
行
足
。
善
逝
。
世
間
解
。
無
上
土
“

善
。
中
善
。
後
善
。
其
義
深
遠
。
其
語
巧
妙
。
純
一
無
雑
。
具
足
清
白
．
梵
行
之
相
・
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

舟
橋
一
哉
『
原
始
佛
教
用

ニ
ヨ
ニ
コ
ユ
聾
ｄ
國
或
ぽ
ゅ
己
．
い
つ
函

め
宴
量
固
謬
切
雑
阿
含
経
巻
三
十
三
、
大
正
、
二
、
一
三
九
、
上

舟
橋
一
哉
『
原
始
佛
教
思
想
の
研
究
』
一
九
三
頁
。

Ｈ
ず
』
・
・
》
胃
飼
も
，
唾
Ｃ
空

目
ウ
ー
ニ
．
〕
目
高
目
〕
勺
．
司
函

三
ｚ
，
澤
己
．
乞
い

中
村
元
「
在
家
信
者
は
一
一
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
達
し
得
る
か
？
」
（
「
惠
谷
先
生
古
稀
記
念
浄
土
教
の

浄
慧
修
梵
行
」
（
康
僧
鎧
訳
）
と
説
か
れ
、
法
華
経

調
御
丈
夫
。
天
人
師
。
佛
。
世
尊
。
演
説
正
法
。
初

（
羅
什
訳
）
な
ど
と
説
か
れ
て
、
大
乗
経
典
に
も
明
示
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