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－
原
漢
文
は
著
者
が
書
き
下
し
た
が
、
そ
の
際
『
真
宗
聖
典
』
等
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
漢
字
は
一
部
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

・
〔
註
〕
に
お
け
る
表
記
に
つ
い
て
は
、
『
真
宗
聖
教
全
書
」
を
「
真
聖
全
』
、
「
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
を
『
法
然
上
人
全
集
』
と
し
た
。

！
ー
は
じ
め
に
i
（

真
宗
の
特
色
に
は
、
仏
教
に
と
っ
て
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
戒
律
に
対
す
る
独
自
の
姿
勢
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
真
宗
以
外

の
各
宗
派
は
戒
律
を
尊
重
し
、
例
え
ば
、
授
戒
な
ど
を
出
家
・
在
家
問
わ
ず
し
て
厳
粛
に
行
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
出
家
た
る
僧
侶
に

対
し
て
は
在
家
以
上
に
、
よ
り
厳
格
な
姿
勢
で
授
戒
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
持
戒
持
律
の
精
神

の
も
と
、
仏
教
者
と
し
て
の
自
覚
を
受
戒
者
に
与
え
、
そ
れ
に
よ
り
自
力
的
修
行
の
基
盤
と
し
て
、
ま
た
宗
教
的
道
徳
心
の
根
幹
と
し

（

l
）
 

て
、
戒
律
概
念
の
絶
対
的
な
必
要
性
を
説
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
真
宗
に
お
い
て
「
無
用
の
法
則
」
と
極
論
付
け
さ
れ
る
戒
と
は
一
体
何
な
の
か
。
た
し
か
に
戒
律
と
い
う
概
念
は
、
親
鷺
の



行
状
か
ら
し
て
相
容
れ
な
い
要
素
を
持
ち
、
真
宗
に
と
っ
て
遠
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
仏
教
に
お
け

る
戒
律
の
重
要
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
亘
穴
宗
が
仏
道
で
あ
る
以
上
、
戒
は
決
し
て
軽
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
親
驚
が
戒
律
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
視
点
か
ら
戒
律
を
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親

鷺
は
「
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
お
い
て

『
末
法
灯
明
記
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
末
法
灯
明
記
』
に
は
、
持
戒
持
律
の
概
念

に
つ
い
て
、

そ
れ
を
実
践
す
る
者
の
問
題

つ
ま
り
、
機
の
問
題
が
、
末
法
と
い
う
時
の
問
題
と
リ
ン
ク
す
る
形
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
親
鷺
が
、
末
法
と
い
う
時
に
お
け
る
機
の
問
題
を
鋭
く
問
う
『
末
法
灯
明
記
』
に
ど
の
よ
う
な
感
情
を
持
ち
、
『
教
行
信
証
』

お
よ
び
、
末
法
と
い
う
時
の
受
け
止
め
に
お
い
て
、
『
末
法
灯
明
記
』
は
極
力
注
目
す
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
親
鷺
の
戒
法
観
と
末
法
と
い
う
時
の
受
け
止
め
が
、
「
末
法
灯
明
記
』
引
用
に
お
い
て

に
引
用
し
た
の
か
。
親
鷺
自
身
の
戒
法
観
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
「
末
法
灯
明
記
』

の
撰
述
者
と
言
わ
れ
る
最
澄
、

お
よ
び
、
親
鷺
の
仏
道
了
解
に
直

接
影
響
を
与
え
た
法
然
を
通
し
て
考
察
し
、
「
末
法
灯
明
記
』
に
語
ら
れ
る
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の

な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章

最
澄
の
戒
法
観
概
略

戒
と
律
は
古
来
よ
り
混
同
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
的
に
は
戒
が
（
印
己
山
）
で
行
為
・
習
慣
・
道
徳
な
ど
に
相
当
し
、
律
が

（
〈
宮
山
富
）
で
規
則
に
相
当
す
る
。
具
体
的
に
は
戒
が
自
律
的
、
律
が
他
律
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
は
戒
と
律
は
別
の
概

念
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
戒
に
お
い
て
も
、
小
乗
戒
と
大
乗
戒
の
性
質
の
違
い
が
あ
る
が
、
親
鷺
に
お
い
て
は
戒
律
そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
、
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
が
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
『
末
法
灯
明
記
』
の
内
容

ゃ
、
最
澄
が
重
視
し
た
の
が
大
乗
戒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ま
ず
、
最
澄
が
明
ら
か
に
し
た
大
乗
戒
の
性
質
に
つ
い
て
を
見
て
い
き
た
い
。
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「
末
法
灯
明
記
』
は
伝
教
大
師
最
澄
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
、
親
鷺
や
法
然
な
ど
の
鎌
倉
仏
教
の
各
祖
師
も
最
澄
の
撰
述
と
し
て
受
け

止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
「
末
法
灯
明
記
』
を
最
澄
の
撰
述
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
戒
の
否
定
の
思
想
と
、
「
山
家
学
生
式
」

「
顕
戒
論
』
に
見
ら
れ
る
戒
を
重
ん
じ
る
最
澄
の
思
想
と
で
は
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
。
『
山
家
学
生
式
』
『
顕
戒
論
』
に
お
い
て
最
澄

が
大
乗
戒
壇
を
比
叡
山
に
設
け
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
根
底
に
は
、
小
乗
戒
の
否
定
、
円
頓
戒
を
頂
点
と
す
る
大
乗
戒
の
宣
揚
が
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
乗
戒
は
厳
格
な
他
律
的
性
質
を
持
つ
小
乗
戒
に
対
し
て
自
律
的
な
性
質
を
有
し
、
受
戒
後
は

「
一
得
永
不
失
」
の
特
徴
を
持
つ
な
ど
、
小
乗
戒
と
は
性
質
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
大
乗
仏
教
の
精
神
た
る
白
利
利
他
に

深
く
関
係
し
た
、
戒
法
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
。
最
澄
は
「
山
家
学
生
式
」
（
「
四
条
式
」
）
に
お
い
て
、

今
天
台
の
年
分
学
生
、
並
び
に
回
心
向
大
の
初
修
業
の
者
に
は
、
諸
説
の
大
乗
戒
を
授
け
て
、
将
に
大
僧
と
為
さ
ん

と
し
て
、
大
乗
戒
の
重
要
性
を
表
す
一
方
、
小
乗
戒
に
対
し
て
は
、

今
天
台
の
年
分
学
生
、
並
び
に
回
心
向
大
の
初
修
業
の
者
に
は
、
此
の
戒
を
受
く
る
こ
と
を
許
さ
ず

と
し
て
、
形
式
的
、
あ
る
い
は
強
制
的
と
も
い
う
べ
き
要
素
を
有
す
る
小
乗
戒
に
対
す
る
、
否
定
的
姿
勢
と
い
う
も
の
を
厳
格
に
表
明

し
て
い
る
。
ま
た
、
小
乗
戒
、
大
乗
戒
問
わ
ず
、
仏
教
に
お
い
て
は
授
戒
を
重
視
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
最
澄
は
こ
の
授
戒
に
お

け
る
最
も
重
要
な
役
割
を
担
う
伝
戒
師
に
つ
い
て
、

現
前
の
一
人
の
惇
戒
の
師
を
請
し
、
以
て
現
前
師
と
属
す
。
若
し
博
戒
の
師
無
く
ん
ば
千
里
の
内
に
請
す
。
若
し
千
里
の
内
に
能

者
無
く
ん
ば
、
至
心
に
憤
悔
し
て
必
ず
好
相
を
得
、
悌
像
の
前
に
於
て
白
誓
授
戒
せ
よ

を
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
さ
ら
に
、
そ
の
伝
戒
師
自
身
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
「
顕
戒

く
戒
を
授
く
る

と
し
て
、
厳
密
に
授
戒
の
師
（
伝
戒
師
）

論
巴
に
お
い
て
、

（け）

但
だ
伝
戒
の
凡
師
は
是
れ
能
伝
に
し
て
而
も
能
授
に
あ
ら
ず

（ロ）

と
し
て
、
伝
戒
師
を
必
ず
し
も
持
戒
堅
同
の
師
と
す
る
こ
と
に
拘
ら
な
い
と
い
う
、
極
力
現
実
に
即
し
た
形
で
解
釈
を
し
て
い
る
。
で



は
伝
戒
師
か
ら
し
て
そ
の
よ
う
な
存
在
た
る
大
乗
の
戒
と
は
、
仏
道
に
生
き
る
衆
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
最
も

如
実
に
表
し
て
い
る
の
が

其
の
戒
広
大
に
し
て
真
俗
一
貫
す

と
い
う
最
澄
の
教
説
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
最
澄
は
、
宜
〈
の
戒
（
大
乗
戒
）
が
、
出
家
・
在
家
に
囚
わ
れ
な
い
、
「
真
俗
一
貫
し

た
」
性
質
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
自
利
・
利
他
の
大
乗
仏
教
の
戒
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、

最
澄
の
戒
法
観
は
決
し
て
強
制
概
念
を
伴
う
よ
う
な
形
式
主
義
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
戒
は
現
実
的
に
、

ど
こ
ま
で
も
精

神
的
な
部
分
で
重
視
し
て
い
く
べ
き
、

つ
ま
り
、

よ
り
自
律
的
な
も
の
と
し
て
尊
重
す
べ
き
と
い
う
主
張
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

最
澄
の
大
乗
戒
重
視
の
戒
法
観
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
形
式
的
側
面
よ
り
も
精
神
的
側
面
に
重
視
す
べ
き
戒
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ

り

一
般
的
に
持
戒
持
律
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
形
式
的
な
側
面
で
の
限
界
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、

そ
の
存
在
意

義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
持
戒
、
破
戒
、
伝
戒
、
受
戒
、

そ
の
全
て
の
主
体
は
人
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
出
家
・

在
家
の
区
別
の
な
い
人
間
存
在
の
あ
り
方
と
戒
と
の
関
係
を
、
強
制
的
、
形
式
的
な
一
面
の
み
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
自
利
利
他
の

精
神
に
基
づ
く
（
ど
こ
ま
で
も
自
己
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
を
も
重
ん
じ
る
）
大
乗
仏
教
の
概
念
に
お
い
て
戒
を
受
容
し
た

の
が
最
澄
で
あ
り
、
彼
の
戒
法
観
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
最
澄
の
戒
法
観
は
、
法
然
の
よ
う
に
授
戒
を
問
題
と
せ
ず
と
い
う
思
想

に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
は
当
時
の
仏
教
教
団
が
国
家
と
密
接
な
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
だ
ろ
う
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
に
せ
よ
、
最
澄
の
仏
道
了
解
の
特
色
と
し
て
、
「
真
俗
一
貫
」

の
性
質
を
大
乗
戒
に

見
て
い
く
こ
と
は
き
わ
め
て
革
新
的
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
無
戒
を
述
べ
る
『
末
法
灯
明
記
』
に
は
、
在
俗
の
者
と
な
ん
ら
変
わ
ら
ぬ

無
戒
名
字
の
比
丘
の
姿
が
あ
る
。
そ
れ
は
出
家
在
家
共
通
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
衆
生
の
姿
で
も
あ
る
。

で
は
、
「
真
俗
一
貫
」
の
性
質

を
有
す
る
大
乗
戒
は
、
末
法
を
根
拠
に
戒
の
存
在
を
否
定
す
る
「
末
法
灯
明
記
』
に
お
い
て
は
、

そ
の
精
神
性
さ
え
も
存
在
す
る
余
地

親
驚
の
無
戒
思
想
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は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
末
法
灯
明
記
」
、
特
に
「
無
戒
名
字
の
比
丘
L

の
存
在
に
、
大
乗
戒
の
精
神
性
を
見
出
せ
る
な
ら
ば
、
親
鷺
の
、

「
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
お
け
る
「
末
法
灯
明
記
』
引
用
の
意
味
に
お
い
て
も
、
戒
の
概
念
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
澄
に
お
い
て
、
形
式
的
な
も
の
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
の
、
戒
の
意
義
変
換
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
無
戒
論
を

展
開
す
る
「
末
法
灯
明
記
」
に
お
い
て
も
大
乗
戒
存
在
の
可
能
性
を
探
る
視
点
を
持
つ
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
親
驚

が
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
を
受
容
す
る
に
お
い
て
、
そ
こ
に
戒
存
在
の
可
能
性
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
法
然
の
戒
法
観
を
参
考
に
、
親
鷺
に
お
け
る
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
に
つ
い
て
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

第
二
章

無
戒
名
字
の
比
丘
へ
の
手
が
か
り

「
末
法
灯
明
記
」
に
説
か
れ
る
、
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
は
、
親
鷺
の
戒
法
観
を
考
察
す
る
に
お
い
て
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

る
が
、
無
戒
名
字
の
比
丘
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
末
法
灯
明
記
」
は
、
末
法
に
お
け
る
戒
の
存
在
に
つ
い
て
、

然
れ
ば
則
ち
末
法
の
中
に
於
い
て
は
、
但
、
一
三
一
口
教
の
み
あ
り
、
而
し
て
行
証
な
け
む
。
も
し
、
我
が
法
有
ら
ば
破
戒
あ
る
べ
し
。

既
に
戒
法
な
し
、
何
の
戒
を
破
せ
む
に
由
り
て
か
破
戒
有
ら
む
や
。
破
戒
な
お
無
し
。

集
』
に
云
く
、
悌
浬
繋
の
後
、
無
戒
洲
に
満
た
む
と

い
か
に
況
ん
や
持
戒
を
や
。
故
に
「
大

と
し
て
、
「
言
教
の
み
あ
っ
て
行
証
が
な
い
」
ゆ
え
に
破
戒
も
な
く
、

ま
し
て
持
戒
が
あ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
「
無
戒

洲
に
満
た
む
」
の
が
末
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
行
証
」
に
つ
い
て
、
「
教
行
信
証
』
後
序
に
お
け
る
、

（日）

絹
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
り
な
り

の
教
説
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
戒
法
は
行
証
に
含
ま
れ
、
既
に
「
久
し
く
廃
れ
」
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、



（日）

但
し
、
今
論
ず
る
所
の
末
法
に
は
、
唯
名
字
の
比
丘
有
ら
む
。
こ
の
名
字
を
世
の
員
賓
と
為
せ
む
。
福
田
な
ら
む
や

と
し
て
、
そ
の
無
戒
の
満
ち
る
末
法
に
お
い
て
は
、
世
の
真
宝
で
あ
り
福
田
た
る
無
戒
名
字
の
比
丘
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

若
し
檀
越
、
将
来
末
世
に
法
乗
謹
き
ん
と
欲
せ
む
に
、
正
し
く
妻
を
蓄
へ
、
子
を
侠
ば
さ
ま
し
め
む
、
四
人
以
上
の
名
字
僧
衆
、

（行）

嘗
に
瞳
敬
せ
む
こ
と
舎
利
弗
・
大
日
蓮
等
の
如
く
す
べ
し
と

と
し
て
、
末
法
で
は
妻
帯
の
比
丘
た
ち
は
礼
拝
し
、
尊
敬
す
べ
き
存
在
で
あ
り
、
そ
の
尊
さ
は
舎
利
弗
や
日
蓮
に
も
匹
敵
す
る
と
し
て

（問）

い
る
。
親
驚
は
こ
の
教
説
に
則
し
た
和
讃
を
残
し
、
共
鳴
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
戒
を
守
れ
な
い
者
だ
か
ら
こ
そ
」
真
宝
で

あ
り
、
福
田
で
あ
り
、
舎
利
弗
や
目
連
に
等
し
い
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
、
戒
を
守

れ
な
い
者
が
な
ぜ
に
真
宝
た
り
う
る
の
か
を
正
確
に
把
握
し
な
い
限
り
、
親
鷺
の
受
け
止
め
の
本
意
を
読
み
き
れ
ず
、
先
に
指
摘
し
た

と
お
り
の
危
険
な
開
き
直
り
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
末
法
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
持
戒
な
ど
の
必
要
性
は
皆
無
で
あ
る
と

す
る
、
戒
そ
の
も
の
の
完
全
否
定
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
末
法
灯
明
記
」
は
、
末
法
に
お
け
る
持
戒
の
非
現
実
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
誓
え
を
使
っ
て
こ
れ
を
表
し
て
い
る
。

（刊）

設
ひ
末
法
の
中
に
持
戒
有
ら
ば
、
す
で
に
是
れ
怪
異
な
り
、
市
に
虎
有
ら
む
が
如
し
、
此
れ
誰
か
信
ず
べ
き
や

持
戒
を
「
市
の
虎
」
に
警
え
る
こ
の
教
説
は
、
末
法
に
お
け
る
持
戒
の
存
在
が
い
か
に
現
実
に
は
則
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
如
実
に

表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
市
の
虎
」

の
警
え
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
末
法
灯
明
記
』
に
一
貫
す
る
、
戒

こ
と
が
少
な
い
こ
と
、
肉
食
妻
帯
を
実
践
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
『
末
法
灯
明
記
』

に
対
す
る
姿
勢
は
き
わ
め
て
否
定
的
で
あ
る
。
親
鷺
が
「
末
法
灯
明
記
』
を
引
用
し
た
意
図
も
、
親
鷺
自
身
が
戒
に
関
し
て
直
接
語
る

の
戒
に
対
す
る
否
定
的
見
解
に
呼
応
し
た
も
の
と

す
る
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
親
鷺
が
否
定
し
た
戒
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
広
い
視
点
か
ら
の
検
討
が
必

要
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
親
鷺
と
は
異
な
り
、
戒
に
関
す
る
教
説
を
多
く
残
し
て
い
る
法
然
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
。

法
然
は
『
逆
修
説
法
』
「
十
二
問
答
」
に
お
い
て
『
末
法
灯
明
記
』
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

親
鷺
の
無
戒
思
想

四
九



親
鷺
の
無
戒
思
想

五
0 

停
教
大
師
の
『
末
法
灯
明
記
』
に
云
く
。
「
も
し
末
法
の
中
に
持
戒
の
者
有
ら
ば
、
既
に
こ
れ
怪
異
な
り
、
市
に
虎
有
る
が
如
し
、

既
に
戒
法
な
し
、
何
の
戒
を
破
す
る
に
由
て
か
、

こ
れ
誰
が
信
ず
べ
け
ん
。
」
又
云
わ
く
。
「
末
法
の
中
に
於
て
は
但
言
教
有
り
て
行
証
な
し
。
も
し
戒
法
有
ら
ば
破
戒
有
る
べ
し
。

い
か
に
況
ん
や
持
戒
を
や
。
」

な
お
破
戒
有
ら
ん
。
破
戒
な
お
無
し
、

「
末
法
の
中
に
は
持
戒
も
な
く
、
破
戒
も
な
し
、
無
戒
も
な
し
、

た
ま
名
字
の
比
丘
ば
か
り
あ
り
」
と
惇
教
大
師
の
『
末
法
灯
明

記
」
に
か
き
た
ま
へ
る
う
へ
は
、

な
に
と
持
戒
・
破
戒
の
さ
た
は
す
べ
き
ぞ
。

い
そ
ぎ
名
号
を
栴
す
べ
し
と

か
〉
る
ひ
ら
凡
夫
の
た
め
に
お
こ
し
た
ま
へ
る
本

願
な
れ
ば
と
て

と
い
う
教
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
を
見
る
限
り
、
法
然
は
『
末
法
灯
明
記
』

の
戒
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

法
然
は
戒
の
位
置
付
け
を
、
「
選
択
集
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

こ
の
外
ま
た
布
施
・
持
戒
等
の
無
量
の
行
あ
り
。
皆
雑
行
の
言
に
掻
壷
す
べ
し

即
ち
い
ま
前
の
布
施
・
持
戒
な
い
し
孝
養
父
母
等
の
諸
行
を
選
び
捨
て
て
、
専
栴
例
措
肌
を
選
び
取
る
。
故
に
選
択
と
云
う
な
り

こ
こ
で
持
戒
が
「
雑
行
」

で
あ
り
「
選
捨
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、

さ
ら
に
持
戒
持
律
が
本
願
で
な
い
理
由
を
語
る
教
説

に
お
い
て

も
し
持
戒
持
律
を
も
っ
て
本
願
な
し
た
ま
わ
ば
、
破
戒
無
戒
の
人
は
定
ん
で
往
生
の
望
を
減
た
ん
。
し
か
る
に
持
戒
の
者
は
少
な

く
、
破
戒
の
者
は
甚
だ
多
し

と
し
て
、
「
破
戒
の
者
甚
だ
多
」

い
現
実
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
法
然
に
お
い
て
は
一
見
、
自
己
に
お
け
る
戒
に
対
す
る
解
決
が
完

遂
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
実
、
戒
の
問
題
は
実
に
重
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
本
願
の
行
に
あ
ら
ざ
る
」
持
戒

に
拘
ら
な
い
、
時
機
相
応
の
仏
道
・
浄
土
宗
の
開
顕
に
内
在
す
る
、
戒
了
解
の
課
題
で
も
あ
る
。
そ
の
課
題
の
困
難
さ
を
表
し
て
い
る

の
が
、
「
選
択
集
』

で
持
戒
を
雑
行
と
し
て
退
け
な
が
ら
も

持
戒
の
行
は
、
併
の
本
願
に
あ
ら
ぬ
行
な
れ
ば
、



（お）

た
へ
た
ら
ん
に
し
た
が
ひ
て
た
も
た
せ
給
べ
く
候

（お）

故
に
知
り
ぬ
、
如
実
に
念
仏
せ
ば
、
必
ず
し
も
持
戒
等
を
具
す
べ
か
ら
ず

と
い
う
よ
う
に
、
持
戒
の
必
要
性
を
完
全
に
は
否
定
し
な
い
教
説
。

戒
は
こ
れ
仏
法
の
大
地
な
り

ま
た
、

「
七
箇
条
起
請
文
』

で
の

と
い
う
教
説
な
ど
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
が
窺
え
る
が
、
法
然
自
身
の
持
戒
生
活
や
円
頓
戒
の
相
承
、
九
条
兼
実
ら
に
対
す

る
授
戒
な
ど
か
ら
も
、
法
然
の
、
戒
に
対
す
る
根
深
い
問
題
性
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
法
然
が
仏
教
に
お
け
る
戒
の

重
み
を
十
二
分
に
理
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
生
ず
る
根
深
き
で
あ
る
。
親
鷺
は
、
こ
の
よ
う
な
持
戒
の
聖
僧
・
法
然
を
、

源
空
智
行
の
至
徳
に
は

聖
道
諸
宗
の
師
主
も

一み
心な
金も
剛ろ
のと
戒も
師に
と（掃
すぎせ

し
め
て

と
、
称
讃
す
る
が
、
こ
れ
は
法
然
が
戒
の
重
み
を
理
解
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
は
持
戒
に
生
き
な
が
ら
も
、
同
時
に
自
己
の
能
力
・
存

在
の
本
質
を
凝
視
し
、
そ
こ
に
痛
烈
な
機
の
自
覚
を
兼
ね
備
え
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
、
親
鷺
の
感
嘆
の
気
持
ち
で
あ
る
。
持
戒
の
聖

僧
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
を
「
烏
帽
子
も
き
ざ
る
お
と
こ
」
「
十
悪
の
法
然
房
」
「
愚
療
の
法
然
一
房
」
と
し
、

わ
が
こ
の
身
は
、
戒
行
に
お
い
て
一
戒
を
も
た
も
た
ず
、
禅
定
に
お
い
て
は
一
も
こ
れ
を
え
ず
、
智
慧
に
お
い
て
断
惑
讃
果
の
正

智
を
え
ず

と
し
て
、
「
十
悪
」
「
愚
痴
」
た
る
自
己
に
お
け
る
持
戒
の
限
界
性
を
見
、

（幻）

こ
こ
に
予
が
ご
と
き
は
す
で
に
戒
定
慧
三
撃
の
器
に
あ
ら
ず

と
し
て
、
己
を
「
三
学
非
器
」
と
位
置
づ
け
る
ほ
ど
に
、
自
己
存
在
に
対
し
て
鋭
い
洞
察
を
す
る
末
法
の
仏
者
・
法
然
に
対
す
る
親
驚

親
驚
の
無
戒
思
想

五



親
驚
の
無
戒
思
想

五

の
感
嘆
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
然
の
言
葉
は
、
法
然
自
身
の
戒
に
対
す
る
自
己
総
括
と
、
痛
烈
な
自
己
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま

さ
し
く
親
鷺
が
、

故
法
然
聖
人
は
「
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
と
候
し

と
述
懐
し
た
、
法
然
の
「
還
愚
」

の
自
覚
で
あ
り
、
親
鷺
の
「
愚
禿
」

極
中
の
極
愚
。
狂
中
の
極
狂
。
塵
禿
の
有
情
。
底
下
の
最
澄
。

の
名
告
り
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
わ
れ
る
、

と
い
う
、
最
澄
の
表
白
に
相
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
最
澄
の
自
己
認
識
、
法
然
の
機
の
自
覚
（
還
愚
の
思
想
）

の
中
に
存

在
し
う
る
共
通
な
戒
の
可
能
性
を
見
る
な
ら
ば
、
形
式
的
な
戒
と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
、
精
神
面
で
の
存
在
、

つ
ま
り
、
大
乗
戒
の

精
神
性
そ
の
も
の
と
し
て
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
法
然
の
戒
の
精
神
性
を
重
視
す
る
そ
の
姿
勢
こ
そ
、
末
法
に
生
き
る
念
仏
者

の
姿
だ
と
い
う
こ
と
が

現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
。
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
く
ぱ
、

な
に
な
り
と
も
よ
ろ
づ
を
い

と
い
す
て
〉
、
こ
れ
を
と
ゾ
む
べ
し
。

い
は
く
、

ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば
、

め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
。
妻
を
ま
う
け
て
申
さ
れ

しさず
ば

ひ
じ
り
に
て
申
す
べ
し
。
住
所
に
て
申
さ
れ
ず
ば
、
流
行
し
て
申
す
べ
し
。
流
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
家
に
ゐ
て
申
す
べ

と
す
る
、
こ
の
有
名
な
教
説
の
中
に
生
き
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
法
然
が
「
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
べ
し
」
と
説
く

対
象
は
僧
俗
の
分
け
隔
て
の
な
い
、
衆
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
末
法
灯
明
記
』
に
お
け
る
、
僧
で
あ
り
な
が
ら
末
法
ゆ
え
に

俗
と
同
様
の
生
き
方
を
す
る
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
法
然
の
、
形
式
か
ら
精
神
へ
と
い
う
戒
法
観
の
視
点
の

転
換
を
如
実
に
表
す
教
説
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
法
然
の
戒
に
対
す
る
宵
定
的
、
否
定
的
、

双
方
相
反
す
る
教
説
の
中
に
戒
を
見
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
自
利
利
他
に
基
づ
く
大
乗
戒
の
精
神
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
た
る
末
法
に
生
き
る
仏
者
の
中
に

根
付
く
戒
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
最
澄
か
ら
法
然
に
至
る
大
乗
戒
の
精
神
性
尊
重
の
伝
承
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
法
然
の



教
説
の
ま
ま
に
生
き
た
親
鷺
に
お
い
て
も
、
形
式
的
な
面
に
お
い
て
戒
を
問
題
と
せ
ず
と
も
、

そ
の
根
底
に
は
大
乗
戒
の
精
神
が
脈
々

と
受
け
継
が
れ
、
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章

機
の
自
覚
に
込
め
ら
れ
た
戒

法
然
の
痛
烈
な
機
の
自
覚
、
末
法
観
を
元
に
、
時
機
相
応
の
教
え
と
し
て
成
り
立
つ
浄
土
宗
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
親
鷺
で
あ
る
が
、

法
然
同
様
、
深
刻
な
時
機
観
を
持
っ
た
親
鷺
が
「
末
法
灯
明
記
』
に
い
か
な
る
も
の
を
見
出
し
た
か
。
こ
れ
は
真
宗
に
お
い
て
戒
が
本

当
に
「
無
用
の
法
則
」
な
の
か
と
い
う
視
点
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
法
然
の
機
の
自
覚
は
親
鷺
に
お
い
て
は
さ

ら
に
根
源
化
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
唯
信
紗
文
意
』
に
お
け
る
、
「
旦
（
縛
の
凡
夫
、
屠
泊
の
下
類
」
に
表
さ
れ
る
よ
う
な

自
己
認
識
で
あ
る
。

具
縛
と
い
ふ
は
、

よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
。
（
中
略
）

か
ゃ
う
の
あ
き
び
と
、
蝋
師
、

さ
ま
六
＼
の
も

み
な
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。
（
中
略
）
如
来
の
本
願
を
信
ず
れ
ば
、

（幻）

の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
を
、
こ
が
ね
に
か
へ
な
さ
し
む
と
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り

の
は
、

か
は
ら
・
つ
ぶ
て

親
鷺
が
自
己
も
含
め
て
、
「
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
」
、
「
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
」
か
わ
れ
ら
。
と
定
義
づ

け
る
衆
生
の
姿
は
、
出
家
も
在
家
も
関
係
な
い
、
末
法
の
世
に
生
き
る
全
て
の
者
の
姿
、

具
体
相
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
無
戒
名
字
の
比

丘
」
と
、
末
法
に
生
き
る
現
実
の
衆
生
の
姿
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仏
教
が
従
来
説
い
て
き
た
、

戒
の
重
視
を
廃
悪
修
善
の
原
則
で
み
た
場
合
の
、
限
界
の
表
れ
で
あ
り
、
末
法
に
お
け
る
現
実
で
あ
る
。
親
鷺
は
こ
の
持
戒
に
代
表
さ

れ
る
廃
悪
修
善
の
限
界
を
見
極
め
、
行
（
持
戒
な
ど
、
念
仏
以
外
の
善
行
）

か
ら
信
へ
の
転
換
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、

い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
を
、
如
来
の
撮
取
の
ひ
か
り
に
お
さ
め
と
り
た
ま
ふ
て
す
て
た
ま
は
ず
、
こ
れ
ひ
と
へ

親
鷺
の
無
戒
思
想

五
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五
四

（お）

に
ま
こ
と
の
信
心
の
ゆ
へ
な
れ
ば
な
り
と
し
る
べ
し

と
し
て
、
如
来
の
回
向
し
た
ま
う
信
心
の
内
に
生
き
る
者
が
救
済
さ
れ
る
仏
道
、
浄
土
真
宗
の
開
顕
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
き
わ

め
て
痛
烈
な
機
の
自
覚
と
非
常
に
強
い
末
法
の
自
覚
が
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
鷺
の
末
法
観
と

「
末
法
灯
明
記
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
親
鷺
は
、
「
賢
劫
経
』

の
よ
う
に
末
法
自
体
を
採
り
上
げ
て

い
な
い
、
『
浬
繋
経
』
の
よ
う
に
末
法
に
絶
望
性
を
持
た
せ
な
い
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
、
『
末
法
灯
明
記
』
の
末
法
観
を
そ
の
ま
ま

（

mm）
 

受
容
し
て
い
る
。
そ
れ
は
親
驚
の
末
法
観
が
き
わ
め
て
深
刻
、
か
っ
、
悲
観
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
末
法
灯
明
記
」
の
末
法
観
白

体
は
、
末
法
に
生
き
る
僧
尼
の
堕
落
し
た
様
子
を
語
る
こ
と
で
、
末
法
の
問
題
が
い
か
に
深
刻
な
も
の
か
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

親
鷺
の
末
法
観
は
『
末
法
灯
明
記
』

の
末
法
観
以
上
に
厳
し
い
認
識
を
も
っ
て
こ
れ
を
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

末
法
観
の
受
容
そ
の
も
の
は
親
鷺
の
み
が
突
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
然
に
し
て
も
時
機
相
応
の
教
と
し
て
称
名
念
仏
を
主
と

日
蓮
、
道
元
ら
も
ま
た
「
末
法
灯
明
記
』
、
末

す
る
教
説
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
『
末
法
灯
明
記
』

へ
の
注
目
も
然
り
で
あ
る
。
栄
西
、

法
に
注
目
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
親
鷺
の
み
の
独
自
性
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
唯
一
、
在
俗
生
活
を
送
っ
た
親
驚
の
場
合
、

こ
の
末
法
と
い
う
自
覚
が
よ
り
深
刻
か
っ
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
親
驚
に
お
い
て
末
法
が
い
か
に
重
要
な
問
題
で
あ

の
存
在
と
、
「
教
行
信
証
」
で
の

っ
た
か
は
、
多
く
の
『
正
像
末
和
讃
』

「
末
法
灯
明
記
』
引
用
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
末
法
灯
明

記
』
は
末
法
に
お
け
る
僧
尼
の
姿
を
き
わ
め
て
具
体
的
・
現
実
的
に
表
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
親
鷺
が
共
感
を
得
た
こ
と
は
事
実
で
あ

ろ
う
。
そ
の
共
感
は
、
『
末
法
灯
明
記
』

の
衝
撃
的
内
容
が
ま
さ
に
親
鷺
の
生
き
た
時
代
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
驚
博
に
相
当
す
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
末
法
灯
明
記
』
に
語
ら
れ
る
末
法
の
僧
の
姿
。
こ
れ
は
己
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
親
驚
は
知
ら
さ
れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
教
行
信
証
」
信
巻
に
お
け
る
悲
嘆
述
慨
は
、
自
身
の
罪
悪
性
を
認
識
し
た
う
え
で
の
、
末
法
の
仏
者
を
代
表
し

た
親
驚
の
述
懐
で
あ
る
。
そ
の
痛
烈
な
機
の
自
覚
に
は
戒
を
守
れ
ぬ
末
法
の
仏
者
と
し
て
の
自
覚
が
あ
る
。
し
か
し
、
戒
を
守
れ
ぬ
苦

痛
か
ら
生
じ
る
そ
の
自
覚
は
、
戒
の
重
み
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
先
学
が
「
無
戒
の
戒
」
と
称
し



た
親
管
の
戒
法
観
が
成
り
立
つ
根
源
が
あ
る
の
で
あ
る
。

親
鷺
が
「
末
法
灯
明
記
」
を
引
用
し
、
そ
の
意
図
と
し
て
、
末
法
に
生
き
る
、
持
戒
・
持
律
の
困
難
な
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
に
己
の

行
状
を
照
ら
し
合
わ
せ
、

ま
さ
し
く
自
分
こ
そ
が
そ
の
無
戒
名
字
の
比
丘
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
確
信
に
至
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。爾

れ
ば
、
既
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
、
是
の
故
に
禿
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す

と
す
る
「
非
僧
非
俗
」
「
愚
禿
」
の
名
告
り
は
、
ま
さ
に
持
戒
も
な
く
破
戒
も
な
い
、
無
戒
に
生
き
る
末
法
の
仏
者
と
し
て
の
名
告
り

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
従
来
の
鎮
護
国
家
仏
教
に
属
す
る
僧
と
し
て
の
立
場
を
超
え
た
、
個
と
し
て
の
仏
道
の
歩
み
に
生
き
る
と
い
う
意

味
も
含
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
、
個
と
し
て
の
仏
道
の
歩
み
の
内
実
は
自
利
利
他
の
大
乗
仏
教
と
し
て
の
生
き
方
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
無

戒
」
の
生
き
方
を
見
る
な
ら
ば
、
大
乗
戒
の
精
神
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
親
驚
の
『
末
法
灯

明
記
』
引
用
に
お
い
て
も
、
戒
を
否
定
概
念
の
み
で
捉
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
持
つ
の
か
を
さ
ら
に
吟
味
し
て
考
え

る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

l
l終
わ
り
に

l
l

末
法
に
お
け
る
持
戒
持
律
の
限
界
を
具
体
的
に
説
く
『
末
法
灯
明
記
』

か
ら
は
大
乗
戒
を
も
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る

の
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鷺
自
身
の
「
愚
禿
悲
嘆
述
懐
」
に
込
め
ら
れ
た
痛
烈
な
ま
で
の
機
の
自
覚
が
、

仏
教
に
お
け
る
非
常
に
強
い
戒
の
重
み
の
認
識
を
根
底
に
す
る
も
の
な
ら
ば
、
大
乗
戒
に
込
め
ら
れ
た
精
神
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
こ

そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
大
乗
戒
の
本
質
を
認
識
し
、
そ
の
上
で
、
持
戒
持
律
と
い
う
形
式
面
で
の
限
界
を

と
は
困
難
と
言
え
よ
う
。

痛
感
し
、

そ
こ
か
ら
精
神
的
な
部
分
、

つ
ま
り
、
真
の
意
味
で
の
大
乗
戒
重
視
に
移
行
す
る
と
い
う
流
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

親
驚
の
無
戒
思
想

五
五
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は
持
戒
持
律
の
限
界
性
を
末
法
と
い
う
時
代
を
通
じ
て
自
己
の
能
力
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
こ
れ
を
痛
感
し
、
そ
れ
が
形
式
の
重

視
か
ら
精
神
の
重
視
へ
、
戒
の
意
味
が
移
行
す
る
も
と
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
自
己
と
は
、
決
し
て
親
鷺
一
人
で

は
な
い
。
末
法
に
生
き
る
仏
者
（
出
家
・
在
家
問
わ
ず
）
全
て
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
末
法
に
生
き
る
仏
者
の
具
体
相
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
具
体
相
の
意
味
を
正
確
に
認
識
し
て
い
る
者
は
こ
れ
ら
仏
者
と
て
き
わ
め
て
少
な
い
。

信
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、

に
請
け
る
な
り

ま
っ
た
く
像
・
末
・
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
失
し
機

し
か
れ
ば
横
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
聾
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量
せ
よ

親
鷺
が
こ
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
の
は
、
時
機
に
応
じ
た
戒
・
大
乗
戒
に
つ
い
て
、
ひ
た
す
ら
限
界
の
あ
る
持
戒
持
律
の
形
式
的
な

部
分
の
み
に
拘
り
続
け
、
そ
れ
が
結
局
、
自
力
執
心
に
陥
る
こ
と
で
大
乗
戒
の
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
繋
が
る
盲
点
に
気
が
つ
い
て
い

な
い
多
く
の
仏
者
に
対
す
る
悲
嘆
で
あ
ろ
う
。
そ
の
悲
嘆
こ
そ
が
「
末
法
灯
明
記
」
の
化
身
土
巻
引
用
の
一
端
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
親
鷺
は
、

浄
土
真
宗
は
在
世
・
正
法
・
像
・
末
・
法
滅
・
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
を
や

と
し
て
浄
土
真
宗
こ
そ
が
時
を
越
え
た
真
の
仏
道
と
す
る
。
そ
れ
は

選
択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り
（
中
略
）
浄
土
真
宗
は
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り

と
し
て
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
利
利
他
の
大
乗
の
中
に
お
い
て
も
「
至
極
」
た
る
真
宗
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
「
善
人
は

善
人
な
が
ら
念
備
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
併
せ
よ
」
と
い
う
法
然
の
教
説
を
受
け
継
ぎ
、
『
末
法
灯
明
記
』
の
「
無
戒
名
字
の
比

丘
」
さ
な
が
ら
に
生
き
た
親
鷺
の
中
に
、
大
乗
の
精
神
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
戒
の
精
神
も
ま
た
受
け
継
が
れ
て
い

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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）
真
聖
全
二
・
六
六
五
頁

（M
）
『
願
文
』
惇
教
大
師
全
集
巻
一
二
頁
原
漢
文

（
お
）
「
禅
勝
房
伝
説
の
詞
』
真
聖
全
四
・
六
八
三
頁

（
お
）
「
真
宗
大
辞
典
』

I

一
二
三

1
二
三
二
頁

（
幻
）
真
聖
全
二
・
六
二
八

1
六
二
九
頁

（
持
）
同
右
・
六
二
九
頁

（
却
）
親
鷺
は
、
『
末
法
灯
明
記
』
が
「
彼
に
よ
ら
ず
」
「
上
位
に
拠
る
が
ゆ
え
に
ま
た
用
い
ず
」
と
し
て
退
け
て
い
る
教
説
を
そ
の
ま
ま
引

用
し
て
い
る
。

（
羽
）
「
誠
知
悲
哉
愚
禿
鷲
：
：
：
」
『
定
本
教
行
信
証
」

（
叫
）
石
田
瑞
麿
「
法
然
と
親
驚
」
一
二
四
頁

（
必
）
『
定
本
教
行
信
証
」
三
八
一
頁
原
漢
文

（

必

）

同

右

三

O
九
1
一
O
頁

原

漢

文

（
付
）
同
右
三
一
二
一
頁
原
漢
文

（
布
）
同
右
一
三

O
頁

原

漢

文

（
必
）
「
末
燈
紗
』
真
聖
全
二
・
六
五
八
頁

一
五
三
頁


