
律
蔵
に
は
。
〈
－
リ
の
律
蔵
、
漢
訳
の
律
蔵
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
律
蔵
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
の
、
い
わ
ゆ
る
佛
伝
と
称
せ
ら
れ

る
一
連
の
記
事
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
が
伝
持
し
た
。
〈
－
リ
律
で
は
、
そ
の
旨
凹
冒
ぐ
晶
盟
の
冨
昌
蔦
冨
且
冒
冒

の
最
初
の
と
こ
ろ
に
、
か
の
佛
伝
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
漢
訳
の
も
の
で
い
え
ば
、
化
地
部
の
伝
持
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
五
分
律
で
は
、
そ
の
受
戒
法
巻
一
五
か
ら
巻
一
七
前
半
に
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
か
の
佛
伝
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
法
蔵
部

の
伝
持
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
四
分
律
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
受
戒
腱
度
巻
三
一
か
ら
巻
三
三
の
な
か
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
、
か
の
佛
伝
に

関
す
る
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
大
衆
部
の
律
で
あ
る
摩
訶
僧
祇
律
、
な
ら
び
に
有
部
の
律
で
あ
る
十
調
律
に
は
、
佛
伝
は
存
し
な
い
・
根

本
有
部
の
律
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
出
家
事
に
佛
伝
が
あ
る
が
、
梵
蔵
漢
三
本
と
も
に
他
律
の
佛
伝
と
は
関
係
の
な
い
曹
司
且
倒
］
国
が
多

く
収
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
の
佛
伝
は
湧
く
且
冒
四
と
し
て
の
佛
伝
と
い
う
特
色
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
。
〈
－
リ
律
の
佛
伝
は
、
佛
陀
の
菩
提
樹
下
、
成
道
か
ら
始
め
ら
れ
、
舎
利
弗
、
目
連
の
帰
依
の
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
る
。

律
蔵
に
あ
ら
わ
れ
た
る
佛
伝
の
宗
教
性
に
つ
い
て

佐
々
水
教
悟
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そ
の
終
り
の
と
こ
ろ
は
漢
訳
の
律
も
同
様
で
あ
る
が
、
開
始
の
と
こ
ろ
は
相
異
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
分
律
は
佛
陀
の
成
道
か
ら
始

め
な
い
で
釈
迦
族
の
系
譜
か
ら
始
め
て
お
り
、
と
く
に
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
の
出
家
の
際
の
描
写
が
詳
細
で
あ
る
。
四
分
律
の
そ
れ

は
、
五
分
律
と
同
じ
く
釈
迦
族
の
系
譜
か
ら
始
め
る
が
、
そ
の
系
譜
は
五
分
律
の
も
の
と
は
相
異
し
て
お
り
、
全
体
の
叙
述
は
五
分
律
の

そ
れ
よ
り
一
層
煩
墳
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
く
に
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
を
菩
薩
と
し
て
あ
つ
か
い
、
こ
の
世

に
降
誕
し
た
菩
薩
の
超
人
間
性
を
強
調
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
学
者
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
リ
律
の
佛
伝
が
も
っ
と
も
古
い
か
た
ち
の
も
の
で
～
つ
ぎ
に
五
分
律
に
お
け
る
も

の
、
そ
の
つ
ぎ
に
四
分
律
に
お
け
る
も
の
と
い
う
よ
う
に
次
第
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
平
川
彰
著
「
律
蔵
の
研
究
」
五
四
○
頁
）
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
は
い
わ
れ
て
も
、
佛
伝
中
の
諸
事
件
を
つ
た
え
る
個
女
の
資
料
を
分
析
し
て
み
る
と
、
あ
た
ら
し
い
か
た
ち
の

も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
な
か
に
も
、
古
い
要
素
を
ふ
く
ん
だ
も
の
が
あ
っ
て
、
一
概
に
は
云
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
律
蔵
に
お
け
る
佛
伝
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
上
記
の
ご
と
き
新
古
の
別
を
立
て
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
律
蔵
に

お
け
る
も
の
以
外
の
佛
伝
文
献
を
も
あ
わ
せ
か
ん
が
え
る
と
き
に
は
、
曾
々
眉
四
ｑ
の
の
四
口
四
ｍ
目
目
（
言
Ｚ
．
ｇ
）
の
ご
と
き
、
き
わ
め
て
写

実
的
で
簡
素
な
記
述
を
有
す
る
も
の
が
旨
四
目
ぐ
凋
鴨
に
お
け
る
も
の
よ
り
も
古
居
に
属
す
る
こ
と
が
か
ん
が
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、

ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゞ
コ
ー
シ
ャ
の
嗣
口
目
９
８
国
園
に
素
材
を
提
供
し
た
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
佛
伝
な
る
大
衆
部
系
説

出
世
部
の
昌
四
目
ぐ
尉
目
な
ら
び
に
有
部
系
の
伊
曾
胃
四
く
尉
冨
目
に
は
、
た
し
か
に
ヴ
ェ
ー
ダ
以
来
の
イ
ン
ド
古
来
の
伝
統
文
化
に
育
く

ま
れ
た
古
い
記
述
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
た
だ
た
ん
に
古
い
と
い
う
の
み
で
な
く
て
信
頼
す
今
へ
き
資
料

的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ー
シ
ェ
は
そ
の
佛
伝
研
究
の
文
献
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
冨
四
園
く
罵
目
と
伊
昌
菌
‐

ぐ
］
の
３
３
と
を
依
用
し
て
い
る
（
シ
、
蜀
○
匡
呂
の
同
Ｆ
四
国
①
自
国
○
口
目
冨
島
息
鼬
制
の
］
①
の
蔚
斡
①
の
典
］
①
の
日
○
画
目
日
①
ロ
尉
号
冒
且
①
）
。

さ
て
目
下
は
、
律
蔵
に
お
け
る
佛
伝
と
い
う
も
の
に
関
心
を
よ
せ
る
立
場
か
ら
、
そ
の
な
か
で
も
古
い
か
た
ち
を
も
っ
と
み
ら
れ
る
。
〈

１
リ
律
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
お
も
う
。
こ
の
。
〈
１
リ
律
の
佛
伝
に
関
し
て
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
点
検
し
て
↑
個
々
の
資
料
の
ソ
ー
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２
解
脱
楽
の
受
用

②
ア
ジ
ヤ
。
〈

ス
を
阿
含
の
経
典
の
な
か
に
探
し
求
め
る
と
い
う
研
究
は
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
（
増
谷
文
雄
著
「
ア
ー
ガ
マ
資
料
に
よ
る
佛
伝
の
研
究
」

第
三
章
二
八
頁
以
下
）
。
ま
た
古
い
型
の
も
の
と
み
ら
れ
る
．
〈
－
リ
律
の
佛
伝
で
も
、
そ
の
偶
頌
の
部
分
と
散
文
の
部
分
と
を
仔
細
に
検

討
す
る
と
き
に
は
、
後
世
の
附
加
、
後
代
の
挿
入
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
も
、
す
で
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
（
中

村
元
著
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
・
釈
尊
伝
」
第
一
編
第
五
章
二
六
頁
以
下
）
。
ま
た
佛
陀
成
道
直
後
の
四
七
日
の
解
脱
楽
の
受
用
と
第
五
週
目
の
説

法
の
跨
路
と
梵
天
の
勧
請
と
い
う
一
連
の
記
述
に
注
目
し
て
↑
大
乗
の
佛
道
体
系
の
内
景
が
そ
の
事
跡
に
み
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
佛
陀

三
昧
の
境
地
を
思
想
史
的
な
立
場
で
解
明
す
る
研
究
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
（
山
口
益
、
横
超
慧
日
、
安
藤
俊
雄
、
舟
橋
一
哉
著
「
佛
教
学
序
説
」

第
四
章
一
○
六
頁
以
下
）
。
と
く
に
か
よ
う
な
点
に
着
眼
し
て
、
わ
が
国
の
知
識
人
や
西
洋
の
学
者
の
あ
い
だ
で
、
や
や
も
す
れ
ば
、
佛
教

が
迷
妄
苦
悩
を
解
脱
し
て
安
穏
な
正
覚
に
到
達
し
た
佛
陀
の
境
地
を
理
想
境
と
し
て
、
た
だ
た
ん
に
そ
れ
の
み
を
目
指
す
と
こ
ろ
の
逃
避

的
隠
遁
主
義
の
宗
教
の
ご
と
く
か
ん
が
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
見
解
が
誤
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
す
る
こ
と
も
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
（
山
口
益
講
述
「
佛
教
学
綱
要
」
京
都
産
業
大
学
宗
教
学
テ
キ
ス
ト
、
第
九
章
四
五
頁
以
下
）
。
と
こ
ろ
で
、
今
は
こ
れ
ら
の
諸
研
究
と

は
別
に
、
そ
の
事
跡
の
記
述
に
対
す
る
解
釈
か
ら
、
事
跡
の
有
す
る
意
味
を
、
さ
ら
に
追
究
し
て
若
干
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ

マ
（
》
○

律
蔵
、
大
品
、
一
、
大
腱

１
菩
提
樹
下
に
お
け
る
成
道

②
初
夜
中
夜
後
夜
に
縁
起
を
順
逆
に
観
ず
る
こ
と

ハ
ー
ラ
・
’
一
グ
ロ
ー
ダ
樹
下
の
静
坐

大
腱
度
（
第
一
章
Ｉ
第
二
四
章
）

二二
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⑩
ヤ
サ
の
友

６
四
方
へ
の
伝
道

５
ヤ
サ
の
出
家

３
説
法
の
跨
踏
と
梵
天
の
勧
請

４
最
初
の
説
法

⑪
伝
道
の
宣
言
、
悪
魔
の
抵
抗
お
よ
び
そ
の
敗
退

⑫
三
帰
依
三
唱
に
よ
る
受
戒
作
法
の
制
定

例
ヤ
サ
の
出
家
と
か
れ
の
父
の
帰
依

一
傲
慢
バ
ラ
モ
ン
に
真
の
バ
ラ
モ
ン
の
意
義
を
知
ら
せ
る
こ
と

⑧
ム
チ
・
ヤ
リ
ン
ダ
樹
下
の
静
坐

ム
チ
ャ
リ
ン
ダ
龍
王
が
佛
陀
を
守
護
す
る
こ
と

②
ラ
ー
ジ
ャ
ー
ヤ
タ
ナ
樹
下
の
静
坐

タ
プ
ッ
サ
、
バ
ッ
リ
ヵ
な
る
二
商
人
の
帰
依

⑧
ヤ
サ
の
母
と
妻
の
帰
依

⑥
ウ
。
〈
力
な
る
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
ヵ
教
徒
と
出
会
う
こ
と

ミ
ガ
ダ
ー
ヤ
に
お
け
る
五
比
丘
と
出
会
う
こ
と

⑨
ヤ
サ
の
友
人
四
名
の
出
家

⑩
ヤ
サ
の
友
人
五
○
名
の
出
家

⑤
ア
ジ
ヤ
。
〈
－
ラ
・
’
一
グ
ロ
ー
ダ
樹
下
に
お
け
る
佛
陀
の
思
惟
と
梵
天
の
勧
請

五
比
丘
に
対
す
る
説
法
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、
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
と
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
の
帰
依

⑳
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
と
モ
ヅ
ガ
ラ
ー
ナ
が
ア
ッ
サ
ジ
に
法
を
聞
く
こ
と

７
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
神
変

９
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
帰
依

⑫
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
帰
依
と
ヴ
ョ
ー
ル
ヴ
ァ
ナ
の
寄
進

ラ
ー
ジ
ャ
ガ
ハ
住
民
の
崇
敬

８
ガ
ヤ
ー
シ
ー
サ
に
お
け
る
説
法

⑬
悪
魔
の
抵
抗
お
よ
び
そ
の
敗
退

⑭
三
○
名
の
青
年
の
受
戒

③
燃
焼
の
説
法

⑮
聖
火
堂
に
お
け
る
毒
蛇
の
退
治

⑯
カ
ッ
サ
・
〈
の
道
場
附
近
に
お
け
る
佛
陀
の
許
へ
四
大
天
王
が
聞
法
に
来
る
こ
と

⑰
神
女
の
主
帝
釈
天
が
佛
陀
の
許
へ
聞
法
に
来
る
こ
と

⑱
世
界
の
主
梵
天
が
佛
陀
の
許
へ
聞
法
に
来
る
こ
と

⑲
カ
ッ
サ
。
〈
の
心
中
を
見
抜
く
こ
と

⑳
帝
釈
天
が
佛
陀
に
奉
仕
す
る
こ
と

ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
・
カ
ッ
サ
。
〈
、
ナ
デ
ィ
ー
・
カ
ッ
サ
。
〈
、
ガ
ャ
ー
ヵ
ッ
サ
・
〈
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
弟
子
行
者
と
と
も
に
佛
陀
の
許

帝
釈
天
の
開
道

ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
・
力

で
出
家
受
戒
す
る
こ
と
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さ
て
上
掲
の
各
項
目
に
関
す
る
記
述
の
な
か
、
と
く
に
⑧
四
七
日
の
思
惟
中
に
お
け
る
出
来
事
に
関
す
る
記
述
⑧
梵
天
の
勧
請
に
関

す
る
記
述
、
⑥
三
カ
ッ
サ
・
〈
教
化
の
神
変
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

⑧
こ
の
成
道
直
後
の
坐
禅
思
惟
の
期
間
は
、
か
な
ら
ず
し
も
諸
伝
一
致
し
て
い
な
い
・
こ
こ
で
は
、
第
一
週
は
菩
提
樹
下
、
第
二
週
は

ど
名
昌
四
‐
昌
唱
○
号
餌
樹
下
、
第
三
週
は
旨
ロ
。
巴
白
目
樹
下
、
第
四
週
は
罰
且
ご
四
国
ロ
四
樹
下
で
過
ご
さ
れ
、
第
五
週
目
に
ふ
た
た
び

ア
ジ
ヤ
・
〈
Ｉ
ラ
・
’
一
グ
ロ
ー
ダ
樹
下
に
戻
ら
れ
、
そ
こ
で
梵
天
の
勧
請
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
七
日
ご
と
に
坐
を
か
え
ら
れ
た
と
い
う
、
そ
の
七
日
と
い
う
日
数
が
何
を
根
拠
と
し
て
で
て
く
る
か
と
い
う
に
、
Ｆ
巴
詳
‐

ゆ
く
厨
３
国
〆
〆
弓
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
王
は
冠
を
戴
い
た
場
所
に
七
日
間
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
覚
れ
る

も
の
は
菩
提
の
座
に
七
日
間
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
英
雄
は
最
後
の
一
人
ま
で
倒
し
た
敵
の
軍
勢
を
眺
め
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
じ
く
覚
れ
る
も
の
は
菩
提
の
座
に
あ
っ
て
自
己
の
減
し
た
悪
し
き
煩
悩
を
眺
め
る
と
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
出
身
の
一
王
子
が
自
己
の
煩
悩
の
賊
に

う
ち
克
っ
て
、
覚
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
最
上
の
戦
勝
者
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
と
こ

ろ
の
、
か
の
己
冒
目
日
騨
冒
目
の
第
一
○
三
偶
、
お
よ
び
成
道
偶
と
よ
ば
れ
る
同
第
一
五
三
、
一
五
四
偶
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

（
９
＄
閨
○
ｍ
四
ヶ
凹
朋
②
日
、
四
ぽ
凹
め
①
ロ
Ｐ
⑱
四
口
噌
日
①
目
自
昌
の
①
君
冒
①
》
の
雰
日
・
臼
』
①
昌
昌
四
曾
詐
自
国
冒
留
ぐ
①
臣
巨
璃
目
皇
匡
茸
騨
昌
○
．

“
二
五
○
名
の
サ
ン
ジ
ヤ
ヤ
の
弟
子
行
者
が
帰
佛
す
る
こ
と

サ
ー
リ
プ
ッ
タ
、
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
、
二
五
○
名
の
遍
歴
行
者
が
佛
陀
の
許
で
出
家
受
戒
す
る
こ
と

ラ
ー
ジ
ャ
ガ
〈
住
民
の
不
安
と
、
そ
の
不
安
の
解
消

（
備
考
）
上
の
数
字
は
主
要
事
跡
の
区
分
、
下
の
括
弧
内
の
数
字
は
章
別
を
示
す
。

三
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戦
場
に
お
い
て
百
万
の
〔
敵
〕
に
勝
つ
よ
り
も
、
己
れ
一
人
に
う
ち
克
っ
も
の
こ
そ
、
実
に
最
上
の
戦
勝
者
で
あ
る
。

（
勗
巴
シ
ロ
①
丙
旦
課
厨
ｐ
日
の
目
四
目
の
②
ロ
ロ
ロ
ロ
く
尉
印
四
日
Ｐ
ｐ
ご
巨
切
色
目
、
四
彦
四
戸
口
Ｈ
己
肉
色
日
噸
四
ぐ
①
の
曽
鼻
○
》
。
ｐ
国
内
毎
口
首
武
己
ｐ
ｐ
Ｐ
宅
己
昌
〕
四
日
．

色
ｍ
ｅ
○
Ｐ
ぽ
ゅ
穴
四
吋
巴
六
四
一
日
ぼ
ぽ
○
』
巴
、
己
ロ
ロ
四
ｍ
①
ロ
色
昌
己
四
｝
門
画
ぽ
い
巴
〕
の
色
ず
ず
創
意
も
ロ
脚
⑳
巳
ハ
勤
ず
ぽ
Ｐ
ｍ
ｍ
Ｐ
函
湧
ぽ
ゅ
斥
口
計
Ｐ
冒
ご
厨
四
国
屋
〕
芹
四
目
）

ぐ
厨
凹
働
丙
ゴ
倒
吋
色
、
四
汁
ｐ
Ｈ
ご
○
洋
詐
凹
禺
ご
》
含
四
国
ロ
回
国
②
再
］
］
汽
琶
ゆ
く
ｐ
Ｈ
ロ
昌
一
丘
口
頤
国

家
屋
の
造
り
手
を
求
め
て
、
こ
れ
を
見
い
だ
さ
ず
、
多
生
の
流
転
を
経
た
が
、
苦
の
生
存
を
重
ね
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
家
屋
の
造

た
る
き

む
な
ぎ

り
手
よ
、
今
や
汝
は
見
い
だ
さ
れ
た
。
汝
は
ふ
た
た
び
家
屋
を
造
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
汝
の
垂
木
は
す
べ
て
折
れ
、
棟
木
は

と
ぽ穀

た
れ
た
。
心
は
万
物
か
ら
離
れ
、
愛
欲
を
滅
尽
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
勝
利
が
菩
提
樹
す
な
わ
ち
骸
ぐ
餌
芹
目
樹
の
樹
下
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
留
意

す
。
へ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
院
ぐ
胃
昏
餌
樹
下
と
い
う
の
は
不
死
を
観
察
す
る
場
所
（
陣
厨
司
四
ぐ
の
８
』
ぐ
躁
昌
爵
）
で
あ

っ
た
か
ら
、
イ
ン
ド
的
な
理
念
か
ら
い
っ
て
、
佛
陀
が
し
き
胃
昏
騨
樹
下
で
冥
想
に
入
ら
れ
た
と
し
る
し
て
い
る
こ
と
は
、
う
た
が
い

も
な
く
佛
陀
は
不
死
・
甘
露
の
道
（
四
目
四
国
‐
冒
目
）
を
見
い
だ
し
た
人
で
あ
る
こ
と
を
云
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
樹
下
に
お
い
て
覚
者
が
出
現
す
る
の
で
あ
り
，
巖
ぐ
ゅ
詐
冒
樹
は
国
＆
旨
の
樹
と
名
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
か
っ
た
の
で
あ

る
。
佛
陀
の
見
い
だ
し
た
道
が
四
日
日
四
‐
冨
目
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
佛
伝
に
お
い
て
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
な
す
と
こ
ろ
と
お
も

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
述
ゞ
へ
る
梵
天
の
勧
請
と
も
関
係
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
考
察
す
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
佛
陀
が
ア
ジ
ヤ
・
〈
－
ラ
・
’
一
グ
ロ
ー
ダ
、
樹
下
に
お
ら
れ
た
と
き
の
出
来
事
と
し
て
、
一
人
の
傲
慢
な
バ
ラ
モ
ン
に
対
し
て
真

の
ゞ
〈
ラ
モ
ン
の
意
義
を
知
ら
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
己
冨
目
日
名
四
目
の
第
二
六
章
に
寺
〈
ラ
モ
ン
と

名
づ
け
る
章
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
と
同
一
の
も
の
で
、
そ
れ
は
ま
た
直
前
の
菩
提
樹
下
に
お
け
る
縁
起
の
観
察
の
と

こ
ろ
に
か
か
げ
る
偶
頌
（
且
習
曾
農
Ｐ
ｌ
ｅ
の
内
容
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
古
代
の
バ
ラ
モ
ン
を
中
心
と

す
る
社
会
に
お
い
て
佛
陀
の
立
場
を
明
確
な
ら
し
め
て
お
く
と
い
う
編
纂
者
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
の
偶
頌
（
ロ
蜀
昌

うう
全と



胃
、
ｅ
は
他
の
諸
本
と
一
致
し
な
い
か
ら
、
後
代
の
挿
入
と
み
る
説
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ビ
ル
マ
の
佛
伝
に
よ
れ
ば
、
か
の
西
域
記

巻
八
に
し
る
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
か
ん
に
佛
陀
の
往
返
経
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
証
跡
が
現
在
の
蓮
華
を
か

た
ど
っ
た
経
行
石
で
あ
る
（
呼
号
‐
⑦
騨
薗
根
本
大
塔
西
側
に
一
列
に
な
ら
、
へ
て
あ
る
）
。

つ
ぎ
に
ム
チ
ャ
リ
ン
ダ
樹
下
の
出
来
事
と
し
て
、
と
き
な
ら
ぬ
大
雲
が
わ
き
お
こ
り
、
七
日
間
寒
風
が
吹
き
す
さ
び
雲
が
と
ざ
し
た
が
、

そ
の
際
ム
チ
ャ
リ
ン
ダ
龍
王
が
あ
ら
わ
れ
て
世
尊
の
頭
上
に
覆
い
を
つ
く
っ
て
そ
の
体
を
守
護
し
た
こ
と
、
そ
し
て
天
候
が
回
復
す
る
や
、

龍
王
は
自
己
の
本
体
を
す
て
て
童
子
の
姿
と
な
り
、
世
尊
に
合
掌
帰
命
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
し
る
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

〈
世
尊
に
寒
さ
が
な
い
よ
う
に
、
世
尊
に
暑
さ
も
な
い
よ
う
に
、
世
尊
に
虻
、
蚊
、
風
、
熱
，
蛇
の
触
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
思
っ

て
〉
と
い
う
記
述
は
、
の
ち
に
比
丘
の
四
資
具
受
用
の
際
の
園
ｇ
ゆ
く
①
唇
四
目
の
文
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
こ

れ
は
増
一
阿
含
の
観
察
自
督
文
と
も
よ
ば
れ
る
が
旨
Ｚ
．
］
』
Ｓ
に
類
文
が
あ
る
）
。
龍
王
が
童
子
に
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
帝
釈
天
の
化
作

と
し
て
童
子
の
姿
を
と
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
同
巧
異
曲
の
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
イ
ン

ド
の
民
間
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
民
俗
信
仰
の
一
種
で
あ
る
ナ
ー
ガ
崇
拝
に
関
係
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
佛
陀
の
定
法
が
龍
定
で
あ
っ
た

こ
と
（
目
胃
目
＆
鼠
３
Ｊ
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

⑧
こ
こ
で
は
佛
陀
が
説
法
を
し
な
い
方
に
こ
こ
ろ
が
傾
い
た
と
き
に
、
梵
天
が
あ
ら
わ
れ
て
説
法
さ
れ
る
よ
う
に
と
請
う
た
と
い
う
の

で
あ
る
が
、
そ
の
か
ん
の
模
様
は
世
尊
と
梵
天
と
の
対
話
の
か
た
ち
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
文
学
的
な
作
品
と
し
て
も
ひ
じ
よ
う

に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
美
し
い
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
梵
天
は
即
自
自
画
蟹
冒
昌
冨
曾
の
こ
と
で
、
娑
婆
世
界
の
主
と
さ
れ
て

い
る
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
梵
天
は
神
友
の
師
で
あ
り
、
神
女
は
困
窮
せ
る
場
合
に
は
梵
天
に
伺
い

を
立
て
る
が
、
梵
天
は
そ
れ
に
対
し
て
二
教
示
助
言
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
梵
天
は
諸
種

の
国
尉
呂
目
眉
四
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
叙
事
詩
時
代
に
広
く
信
仰
さ
れ
た
神
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ゞ
〈
ラ
モ
ン
は
こ
の
梵
天
の
親
族
で
あ

る
と
も
称
せ
ら
れ
た
が
、
当
時
の
社
会
の
上
層
で
あ
り
知
識
層
で
あ
る
寺
〈
ラ
モ
ン
た
ち
の
要
請
を
う
け
て
佛
陀
の
説
法
が
開
始
さ
れ
る
こ

へつ

空｡



と
に
な
っ
た
。
説
法
の
要
請
は
当
時
の
世
論
で
あ
り
、
そ
の
世
論
を
代
表
さ
せ
て
梵
天
の
勧
請
脚
冒
ｏ
ｐ
ｐ
四
日
と
し
た
も
の
＄
と
な
す
の
は

常
識
的
な
見
解
で
あ
り
，
き
わ
め
て
合
理
的
に
し
て
、
か
つ
妥
当
な
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
処
に
対
し
て
は
も
う
す
こ
し
内
面

的
宗
教
的
な
解
釈
を
な
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
学
者
の
な
か
に
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
心
の
中
で
、
梵
天
の
幻
聴
が

実
際
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
人
も
あ
る
が
（
中
村
教
授
前
同
著
二
一
○
頁
）
、
ヨ
ー
ガ
の
実
修
者
に
は
、
凡
人
の
思
議
の
及
ば
な
い

不
思
議
な
世
界
が
開
か
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
佛
教
文
献
と
し
て
資
料
的
価
値
の
高
い
「
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
」
の
中
に
、
梵
天
の

勧
請
と
佛
陀
の
説
法
の
決
意
に
関
す
る
問
答
が
あ
る
が
、
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
長
老
は
、
そ
れ
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

そ
の
当
時
の
苦
行
者
、
遊
行
者
、
沙
門
、
婆
羅
門
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
人
女
は
、
梵
天
を
神
と
し
、
梵
天
の
崇
拝
者
で
あ
り
；
梵
天
を
究

．
極
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
如
来
た
ち
は
〈
こ
の
有
力
な
名
高
い
、
知
名
な
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
最
上
者
が
真
理
の
教
え

に
帰
依
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
神
女
お
よ
び
人
女
も
真
理
の
教
え
に
帰
依
し
信
順
し
信
仰
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
〉
と
か
ん
が
え
た
、
そ

れ
故
に
梵
天
に
勧
め
ら
れ
た
佛
陀
は
真
理
の
教
え
を
説
き
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
世
間
は
尊
敬
さ
れ
た
も
の
を
尊
敬
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
中
村
元
・
早
島
鏡
正
訳
・
東
洋
文
庫
坊
二
六
五
頁
Ｉ
）

こ
の
答
え
に
よ
れ
ば
、
梵
天
の
勧
請
は
、
同
時
に
梵
天
自
身
が
真
理
の
教
え
に
帰
依
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
大
品
の
そ
の
一
段
に
お
い
て
、
〈
甘
露
の
門
を
ば
開
き
、
汚
れ
の
な
い
人
に
よ
っ
て
さ
と
ら
れ
た

教
法
を
ば
お
聞
か
せ
下
さ
い
〉
と
の
梵
天
の
請
い
に
対
し
て
、
〈
耳
あ
る
者
に
甘
露
の
諸
門
は
開
か
れ
た
。
〔
自
己
の
誤
ま
れ
る
〕
信
仰

を
棄
て
よ
〉
と
答
え
ら
れ
る
記
述
で
あ
る
。
そ
の
請
答
往
返
は
、
い
づ
れ
も
偶
頌
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
偶
頌
は
相
応
部

経
典
の
偶
頌
命
ｚ
息
も
．
］
雪
ｌ
届
夢
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
長
部
（
ご
ｚ
・
旨
ゞ
ロ
窓
）
や
中
部
（
宮
ｚ
，
揖
茂
と
＄
）
に

も
相
当
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
少
目
鼻
色
匙
ぐ
胃
鯵
も
し
く
は
少
目
鼻
儲
閨
身
胃
○
を
開
く
云
女
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
前
に
世
尊
が
独
坐
思
惟
さ
れ
て
い
た
と
き
に
、
甘
露
の
法
を
楽
し
ま
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
前
提
と
し

て
用
い
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
説
法
の
決
意
を
か
た
め
ら
れ
た
の
ち
に
、
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
ヵ
教
徒
の
ウ
・
〈
ヵ
に
対
し
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て
く
盲
闇
の
こ
の
世
界
に
お
い
て
不
死
の
鼓
（
四
日
騨
国
‐
含
且
号
匡
）
を
打
と
う
と
す
る
の
だ
〉
と
し
る
さ
れ
る
心
境
と
つ
な
が
っ
て
い

る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
雑
阿
含
経
四
四
に
し
た
が
え
ば
、
甘
露
の
法
を
楽
し
む
と
は
四
念
処
を
楽
し
む
こ
と
で
あ
り
、
甘
露
の
法

を
楽
し
め
ば
、
生
老
病
死
憂
悲
苦
悩
を
解
脱
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
四
念
処
こ
そ
一
乗
道
①
冨
薗
冒
四
目
色
臘
四
と

い
わ
れ
て
、
能
く
衆
生
を
浄
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
る
に
四
日
目
四
』
“
日
日
色
と
い
う
語
は
佛
教
で
は
重
要
な
言

葉
で
な
く
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
神
話
で
培
養
さ
れ
た
神
話
的
所
産
で
、
佛
教
に
は
密
教
の
展
開
と
と
も
に
ヒ
ン
ド
ゥ
教
か
ら
採
り
入
れ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
な
し
て
、
佛
教
本
来
の
立
場
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
を
重
視
し
な
い
説
も
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
不
老
不
死
な
ど
と
い
わ
れ
る
言
葉
の
既
成
概
念
を
離
れ
て
、
イ
ン
ド
の
初
期
の
佛
教
に
お
い
て
、
こ

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
再
考
し
て

み
る
必
要
が
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
か
の
ロ
ロ
色
目
白
煙
息
§
（
巴
ｇ
に
は
、
鈩
喝
四
目
且
○
四
日
Ｐ
３
冒
目
曰
く
不
放
逸
は
不
死
の

道
で
あ
る
〉
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
不
放
逸
と
い
う
こ
と
が
一
乗
道
に
乗
じ
て
流
を
度
り
、
生
死
を
窮
め
し
め
る
こ
と
に
な
る
か

道
で
あ
る
〉

ら
で
あ
る
。

⑨
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
神
変
は
、
佛
陀
が
六
○
名
の
弟
子
を
各
地
に
つ
か
わ
さ
れ
る
と
い
う
本
格
的
な
伝
道
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
間
も

な
い
時
期
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
。
ご
目
く
①
国
、
ｚ
騨
昌
〉
①
島
画
な
る
三
人
の
厨
鯉
の
ぬ
い
園
（
三
迦
葉
）
は
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
弟
子
を

擁
し
た
有
力
な
結
髪
琴
〈
ラ
モ
ン
の
行
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
カ
ッ
サ
。
〈
た
ち
に
対
し
て
、
佛
陀
が
種
女
の
神
変
を
あ
ら
わ
し
て
、
つ
い
に

か
れ
ら
を
佛
教
に
帰
依
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
事
跡
は
、
あ
ま
り
学
者
の
注
意
を
ひ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
南
方
の
佛
教
徒
は
、

と
く
に
そ
の
禅
定
を
重
ん
ず
る
立
場
か
ら
、
こ
の
出
来
事
を
通
し
て
佛
陀
に
近
づ
こ
う
と
す
る
態
度
を
み
せ
る
こ
と
が
多
い
。

神
変
（
昼
巳
』
弓
己
目
）
あ
る
い
は
神
通
（
号
目
目
白
）
に
関
し
て
は
、
か
の
量
、
二
且
冒
日
幽
麗
湧
の
第
一
二
章
神
変
の
解
釈
の
と
こ

ろ
に
〈
定
の
修
習
に
は
神
通
の
功
徳
あ
り
〉
と
説
か
れ
て
お
り
、
禅
定
に
よ
っ
て
得
る
と
こ
ろ
の
内
面
生
活
、
す
な
わ
ち
精
神
生
活
の
自

由
を
具
体
的
に
行
動
的
に
表
現
し
た
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
経
典
の
中
に
も
〈
か
れ
は
か
く
の
ご
と
く
心
が
等
持
し
、
遍
浄
・
浄
白

同 戸
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佛
伝
の
中
に
お
け
る
佛
陀
の
神
変
示
現
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
教
化
の
事
跡
は
、
〈
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た

神
変
の
数
は
、
三
千
五
百
で
あ
っ
た
〉
と
い
う
よ
う
に
、
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
有
力
な
三
人
の
カ
ッ
サ
。
〈
行
者
が
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
弟

子
を
ひ
き
つ
れ
て
、
世
尊
の
許
で
と
も
に
出
家
受
戒
し
た
こ
と
は
、
そ
の
当
時
の
社
会
情
況
か
ら
判
断
し
て
、
通
常
の
か
ん
が
え
で
は
信

じ
が
た
い
事
件
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
は
、
か
れ
ら
が
世
尊
の
許
で
出
家
受
戒
し
た
と
い
う
事
実
の
み
が
し
る
さ
れ

に
し
て
、
微
な
く
随
煩
悩
を
離
れ
、
柔
軟
と
な
り
、
適
業
に
し
て
住
止
し
、
不
動
に
達
し
た
る
と
き
、
神
変
に
心
を
導
引
趣
向
せ
し
め
る
。

〔
か
く
し
て
〕
か
れ
は
種
女
の
神
変
を
体
得
す
る
〉
（
］
昌
自
も
．
弓
）
と
説
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
段
の
描
写
に
つ
い
て
云
え
ば
、
ま
ず
聖
火
堂
が
で
て
き
て
、
つ
ぎ
に
そ
れ
を
中
心
に
毒
蛇
の
退
治
か
ら
始
ま
っ
て
、

四
天
王
↑
帝
釈
天
、
梵
天
等
を
し
て
世
尊
の
許
へ
聞
法
に
き
た
ら
し
め
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
カ
ッ
サ
。
〈
行
者
に
見
せ
し
め
ら
れ
る
・
行
者

は
目
の
あ
た
り
に
そ
れ
を
見
て
も
、
な
お
も
自
己
の
高
慢
を
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
佛
陀
は
神
足
通
そ
の
他
の
神
変
を
現

わ
し
て
、
つ
い
に
か
れ
ら
を
帰
依
せ
し
め
ら
れ
た
と
な
す
の
で
あ
る
。
佛
陀
の
場
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
外
道
の
行
者
を
導
引
趣
向

せ
し
め
る
た
め
の
神
変
示
現
に
し
て
、
そ
れ
以
外
の
他
の
目
的
、
他
の
は
か
ら
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
宗
教
者
は
高
度
の

心
境
に
到
達
し
て
い
て
、
そ
の
感
応
道
交
の
面
で
も
、
ま
た
そ
の
生
活
行
為
の
面
で
も
、
通
常
凡
庸
の
人
間
と
は
ち
が
っ
た
特
別
の
能
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
「
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
」
の
中
に
は
、
神
通
力
を
讃
え
る
理
由
に
つ
い
て
の
問
答
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で

は
、
四
神
足
（
四
如
意
足
○
四
床
目
。
己
目
５
画
目
）
、
す
な
わ
ち
欲
願
。
ｇ
且
騨
、
努
力
ぐ
冒
冒
、
意
志
ｏ
貸
四
、
観
察
ぐ
目
目
印
画
の

力
に
よ
っ
て
生
じ
た
心
統
一
を
根
拠
と
し
て
種
次
の
超
人
間
的
な
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
そ
れ
が
神
通
で
あ
る
と
の
、
へ
て
い
る

（
「
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
」
２
東
文
庫
巧
七
○
頁
以
下
）
。
こ
の
よ
う
に
神
通
は
ひ
じ
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
は
た
ら
き
で
あ
り
、
讃
え
ら
る
等
へ
き
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
他
を
驚
か
し
迷
わ
せ
、
恐
怖
に
お
と
し
入
れ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
危
険
な
過
失
に
陥
り
や
す
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
佛
陀
自
身
は
く
わ
れ
、
こ
の
神
通
神
変
に
お
け
る
過
患
を
見
て
、
神
通
神
変
を
厭
い
、
恥
じ
嫌
う
〉
ｅ
ｚ
自
己
＆
畠
）
と
さ

え
の
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る

へ〆
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