
具

足

戒

の

効

用

に

つ

い

て

佐

r
藤

密

雄

.
-
　　

律
藏
小
品
の
第

一'腱
度

が
羯
磨
腱
度

で
あ
る
が
き丶
此
中
に
は
七
種
の
羯
磨
が
記
し
て
あ
つ
て
、
其
七
種
は
い
つ
れ
も
、
僣
伽
が
比
丘

.'の
非
行
を
彊
制
的
に
懲
罰
し
處
分
す
る
手
績
で
あ
る
。
僣
伽
に
は
既
に
二
百
有
餘
の
戒
條
を
有
す
る
具
足
戒
が
あ
り
、
罪
を
犯
し
た
も

の
は
、
極
重
罪

の
波
羅
夷
は
追
放
、
其
他
の
僭
殘
法
以
下
は
別
佳

・
應
悔
等
と
、
罪
の
輕
重
に
從
て
服
罪
出
罪
の
仕
方
迄
定
ま
つ
て
居

る
筈
で
あ
る
し
、
然
も
夫
は
、
具
足
戒
と
言
は
れ

る
程
に
完
杢
せ
る
も
0
と
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
其
の
外
に
更
に
七
種

の
懲
罰
的
羯
磨
が
制
定
さ
れ
、
然
も
其
の
七
種

の
大
部
分
が
適
用
の
樹
象
を
具
足
戒
と
重
複
し
て
居
り
、
且
つ
具
足
戒
に
彊
制
力
を
補

ふ
も
の
と
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
此
處
に
私
共
は
、
具
足
戒
に
は
、
此
を
比
丘
に
強
ぴ
る
彊
制
力
が
缺
け
て
居
り
、
此
を
補

ふ
も
の

と
し
て
、
七
種
の
羯
磨
が
登
上
制
定
を
見
る
に
至
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
d

勿
論
具
足
戒
は
比
丘
を
し
て
比
丘
た
ら
し
め
る
も
の
で
、
具
足
戒
を
授
か
る
こ
と
に
依
つ
て
、
聖
職
者
比
丘
と
な
る
の
で
あ
る
し
.

叉
孚
月
牛
月

の
布
薩
式
は
具
足
戒
の
波
羅
提
木
叉
が
讀
誦
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
は
其
式
辭
の
示
す
如
く
、
比

丘
が
具
足
戒
に
つ
い

て
清
淨
で
あ
る
こ
と
、
印
ち
比
丘
と
し
て
缺
く
る
な
き
こ
と
を
反
省
自
覺
す
る
式
で
あ
る
。
師
ち
、
具
足
戒
の
受
持
を
誓

つ
て
比
丘
ど

具
足
戒
の
効
用
に
つ
い
て

(佐
藤
密
雄
)
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な
り
、
牛
月
毎
に
其
の
受
持
に
缺
く
る
な
き
や
を
反
省
す
る
の
で
あ
る
が
、
其
樣
な
嚴
重
な
尊
重
に
も
か

玉
は
ら
す
、
そ
の
尊
重
の
強

化
は
か

へ
つ
て
、
戒
學
的
觀
念
的
な
意
味
を
強
か
ら
し
め
、
儀
典
化
し
、
律
制
と
し
て
の
實
力
を
弱
め
た
も
の
と
も
考

へ
ら
れ
る
。

七
種
羯
磨

の
中
に
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
が
あ
る
。
其
の
制
定

の
因
縁
談
に
依
る
と
、
佛
陀
が
僑
賞
彌
國
の
瞿
師
羅

園
に
佳
せ
ら
れ
た
時

で
あ
つ
た
が
、
長
老
比
丘
の
闡
陀
が
罪
を
犯
し
、
其
罪
を
見
や
う
と
し
な
か
つ
た
の
で
、
少
欲
の
比
丘
逹
は
呟
き
憤
つ
て
此
の
事
を
佛

陀

に
告
げ
、
佛
陀
は
其
を
縁

と
し
て
僭
衆
を
集
め
、
闡
陀

の
不
見
罪
が
事
實
で
あ
る
こ
と
を
確
め
た
上
で
、

「
比
丘
達
よ
、
僭
伽
は
比

岳

陀
靠

を
見
ざ
る
振

毳

羈

嬖

行
跳

僭
伽
と
不
共
佳
な
ら
し
む
る
べ
し
云
云
」
と
蹇

さ
れ
た
の
で
あ
る
・

此
因
縁
談
に
依
れ
ば
、
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
の
制
度
が
既
に
制
定
さ
れ
て
あ
つ
て
、
此
を
闡
陀
に
遖
用
す
る
樣
に
判
決
が
下
さ
れ
た
樣

に
考

へ
ら
れ
る
が
、
律
藏
で
は
此
闡
陀

の
事
件
を
機
會
に
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
が
始
め
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
其
の
羯
磨
の
仕
方

の
詳
細
を
佛
陀
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
玉
な
つ
て
居
る
。
勿
論
、
實
際

と
し
て
は
、
印
度
の
沙
門
團

の
間
に
既
に

一
般
的
に
行
は
れ
て
居

た
懲
罰
法
を
佛
歡
が
此
機
會

に
採
用
し
た
も
の
と
考

へ
る
べ
き
で
あ
る
。
叉
、
此
の
懲
罰
法
に

「
不
共
佳
な
ぢ
し
む
べ
し
」
と
言

つ
て

居

る
が
、
此
は
彼

の
波
羅
夷
罪
の
斷
頭
罪
的
不
共
佳
で
な
く
、
僭
殘
罪
の
別
佳
の
不
定
期
な
も
の
と
考
え
て
大
體

差
支
の
な
い
内
容
の

も

の
で
あ
る
。

不
見
罪
擧
罪
羯
磨
は
、
實
は
曾
殘
法
の
第
十
二
と
重
複
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
僭
殘
第
十
二
の
服
罪
を
す
べ
き
も
の
が
其
を

な
さ
な
い
場
合
に
、
其
の
服
罪
を
な
す
迄
實
質
的
に
僭
殘
別
住
同
樣
の
罰
に
彊
制
處
分
す
る
方
法
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
此
羯
磨

の
因
縁
談
も
實
は
僣
殘
第
+
二
の
因
縁
談

の
略
抄
で
あ
つ
て
、
前
者
に
簡
略
さ
れ
て
不
明
な
部
分
印
ち
闡
陀
の
不
見
罪
の
態
度
は
後
者

を
讀
む
こ
と
に
依

つ
て
判
明
す
る
。



　二　

律
藏

の
經
分
別
部
第

一
卷
の
僣
殘
法
第
十
二

(
十
誦
律

・
四
分
律

・
有
部
律

・
五
分
律

・
解
脱
戒
本
等
は
第
十

三
な
る
も
今
は
便
宜

巴
利
律
に
從

ふ
)
に
依
る
と
、
闡
陀
が
不
善
行
を
な
し
た
の
で
諸
比
丘
が
も
友
闡
陀
よ
、
是
の
如
き
こ
と
を
な
す
勿
れ
、

こ
れ
は
淨
法

に
非
す
」
と
忠
告
し
た
所
、
闡
陀
は
大
長
老

の
高
慢
さ
を
以
て

「
汝
等
は
何
を
か
我
に
教

へ
得
る
と
考

へ
る
や
、
我

こ
そ
汝
等
に
教
ふ

べ
き
で
あ
る
。
佛
は
我
等

の
も
の
、
法
は
我
等

の
も
の
、
我
等

の
聖
主
が
法
を
得
た
の
で
あ
る
。
譬

へ
ば
大
風
吹

き
て
草
葉
樹
片
の
汚

物
を

一
處
に
擧
ぐ
る
が
如
く
、°
叉
譬

へ
ば
諸
川
が
山
上
の
草
木

の
青
葉
を

一
處
に
擧
ぐ
る
が
如
く
、
其
如
く
に
、
汝
等
は
種
名
、
種

女

の
蛇

蓼

の
養

り
出
家
し
三

處
に
擧
げ
ら
で

な
り
云
云
」
と
罵
言
し
た
の
で
あ
る
。
同
樣
に
し
て
比
丘
達
が
三
憙

告
し
、

闡
陀
は
三
度
罵
言
し
た
の
で
、
僭
殘
法
第
十
二
の
惡
性
違
諫
戒
の
制
定
と
な
つ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
に
は
、
此
説

話
は
既
知

の
も
の
と
し
て
、
此
を
略
抄
し
て
述

べ
て
、
此
時
に
此
羯
磨
の
制
定
が
あ
つ
た
と
し
、
更
に
同
じ
読
話

の
略
抄
を
用
ぴ
て
不

懴
罪
擧
罪
羯
磨
も
此
時
に
制
定
さ
れ
た

こ
と
に
な
し
て
居

る
。

闡
陀
は
釋
迦
族
の
出
身
で
、
佛
陀
が
成
道
後

の
第

一
回
歸
城
の
時
出
家
し
た
長
老
で
あ
つ
た
と
言
は
れ
、
釋
迦
族
出
身
で
あ
る
こ
と

を
誇
り
と
し
て
、
佛
陀
も
法
も
我
等
釋
迦
族
出
身

の
釋
尊
の
成
就
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
我
等
の
も
の
で
あ
る
と
な
し
、
更
に
釋
迦
以
外

の
各
種
族

の
出
身
者
を
、
風
が
吹
き
寄
せ
た
ご
み
や
、
川
の
流
が
山
か
ら
運
ん
だ
草
葉

の
集
り
に
譬

へ
て
輕
侮
し

て
、
此
因
縁
談

の
如

き
場
合
に
立
到
つ
た
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
闡
陀
は
律
藏
中
で
は
所
謂
六
群
比
丘
と
言
は
れ
る
六
人
の
い
た
づ
ら
比
丘
に
數

へ
ら
れ
、

六
人
合
同
で
數
多
い
律
制
の
因
縁
談
を
持

つ
の
で
あ
る
が
、
闡
陀
は
單
獨
で
も
丑
述
の
外
に
僣
殘
法
第
七
、
波
逸
提
第
十
二
、
第
十
九
、

第
五
十
四
、
第

七
十

一
の
諸
戒
制
定
の
因
縁
談

の
主
人
公
に
な
つ
て
居
り
、
更
に
佛
陀
が
入
滅
の
時
に
遺
言
し
て
彼
に
は
梵
壇
法
を
與

具
足
戒
の
効
用
に
つ
い
て

(佐
藤
密
雄
)
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え
僭
伽
を
し
て

「彼
と
話
す
べ
か
ら
す
」
と
さ
れ
た
と
も
言
は
れ
る
人
で
、
律
藏
が
因
縁
談
作
成
に
好
ん
で
用
ぴ

る
比
丘
で
あ
る
。

此
樣
な
主
人
公
を
用
ぴ
た
因
縁
談
で
制
定
さ
れ
た
僭
殘
法
第
十
二
は
次

の
樣
に
読
か
れ
る
。

「
比
丘
が
悪
性
で
あ
つ
て
規
定
さ
れ
た
中
に
含
ま
れ
る
學
處
に
つ
い
て
、
他
の
比
丘
達
か
ら
如
法
に
話
さ
る
＼
時
に
、
話
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
な
さ
し
め
す

『
具
壽
達
よ
、
善
き
事
も
惡
き
こ
と
も
何
事
も
言
ふ
莫
れ
。
私
も
亦
、
具
壽
達
に
つ
い
て
、
善
き
事

も
惡
き
こ
と
脇
言
は
じ
。
具
壽
達
は
私
に
語
る
こ
と
を
罷
め
る
べ
き
で
あ
る
』
と
。
其
比
丘
は
比
丘
逹
か
ら
此
樣
に
言
は
る
べ
き
で

あ
る
。
帥
ち

『
具
壽
よ
、
自
分
の
話
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
話
さ
し
め
ざ
る
樣
に
な
す
莫
れ
、
自
分
の
話
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を

(話
さ
る
製
樣
に
せ
よ
〕
。

具
壽
も
亦
比
丘
達
に
言

へ
。
比
丘
達
も
亦
如
法
に
具
壽
に
語
ら
ん
。
何
と
な
れ
ば
、
か
ぐ
し
て
此
佛
弟

子
衆
は
相
諫
め
、
相
教

へ
て
檜
大
し
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
』
。

若
し
も
其
比
丘
が
比

丘
達
に
斯
く
言
は
れ
て
な
ほ
固
執
せ
ば
、
其
比

丘
は
比
丘
達
か
ら
三
度
迄
諫
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
三
度
諌
め
ら
れ
て
其
れ
を
捨
て
れ
ば
よ
し
、
然
ら
ざ
れ
ば
僣
殘
で
あ
る
」
。

此
の
樣
に
制
定
さ
れ
て
居

る
。
そ
し
て
、
僭
殘
法
を
犯
し
た
も
の
は
、
犯
罪

の
日
に
直
ち
に
服
罪
を
申
出
す
れ
ば
六
夜
の
別
佳

で
、

然

ら
ざ
る
も
の
は
覆
罪
期
間
の
別
佳
を
更

に
加

へ
て
の
別
住
に
服
罪
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
此
は
波
羅
夷

の
放
途
に
次
い
で
の
重

罪

で
あ
る
。
又
其
の
伏
罪
と
出
罪
の
決
定
宣
告
は
共
に
二
十
人
以
上
の
僭
伽
で
、
杢
員
立
會
の
下
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
十
入

僣

伽
で
も
な
し
得
る
授
具
足
戒
よ
り
も
更
に
愼
重
嚴
重
な
取
扱
ぴ
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
叉
別
佳
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、
特
に
腱
度

部
小
口開
第
二
腱
に
、
別
佳
腱
度
が
設
け
ら
れ
て
居
る
程
で
あ
る
か
ら
、
以
て
律
藏
に
於
け
る
其

の
重
大
靦
振
り
は
察
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。



　信

僣
殘
法
第
十
二
は
四
分
律
に
從

へ
ば
第
十
三
の
惡
性
拒
僣
違
諫
戒
の
こ
と
で
あ
る
。
此

の
戒
文
は
上
に
記
し
た
樣
に
、
自
己
の
非
行

を
三
度
迄
諫
め
ら
れ
て
も
な
ほ
そ
の
諫
め
を
拒
絶
す
れ
ば
僣
殘
法
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
と
言
ふ
の
で
あ

る
。
從

つ
て
、
此
は
諫

め
ら
れ
る
比
丘
が
既
に
第

一
衣
に
非
行
を
行
じ
て
居
る
が
、
そ
れ
に
樹
す
る
諌
め
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
依

つ
て
生
じ
た
第
二
次

の
罪
の

罰
罪
を
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
處
で
此
の
樣
に
三
諌
さ
れ
て
も
拒
絶
す
れ
ば
檜
殘
罪
に
な
る
と
規
定
さ
れ

て
居
り
、
比
丘
た
る
限

り

は
具
足
戒
を
受
持
し
て
居
る
の
で
あ
る
し
、
牟
・月
牛
月
に
は
布
薩
読
戒
を
な
し
て
受
持
を
反
省
自
覺
し
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
、
三

諌

を
拒
絶
す
る
と
伺
時
に
、
其
比
丘
が
櫓
殘
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
は
、
自
他
共
に
容
易
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
知
ら

れ
た
か
ら
と
言
つ
て
、
犯
罪
者
が
伏
罪
を
願
出
で
ざ
る
限
り
は
、
直
ち
に
全
僣
伽
を
招
集
し
て
、
吟
味
し
當
人
に
告
白
さ
せ
別
佳
の
罰

を
科
す
る
と
言
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

元
來
制
戒
の
因
縁
談
は
、
制
戒
の
因
縁
に
は
な
つ
て
居
る
が
、
實
際
は
判
決
例

の
役
割
を
な
し
て
居
る
の
で
も
あ
る
。
然
し
其
は
佛

陀
親
裁
の
僣
伽
の
判
決
例

で
あ
る
。
印
ち
制
戒
因
縁
の
形
式
は
、
罪
を
犯
し
た
も
の
が
あ
る
と
佛
陀
に
告
げ
る
も

の
が
あ
り
、
其
に
基

づ

い
て
佛
陀
は
、
罪
を
犯
し
た
當
人
を
呼
出
し
問
糺
し
て
後
、
其
非
行
た
る
所
以
を
教
誠
し
て
、
爾
後
か

玉
る
非

行
者
が
あ
れ
ば
、
例

へ
ば
今
の
如
き
三
練
拒
絶

の
場
合
は
僭
殘
罪

で
あ
る
と
結
戒
さ
.れ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
佛
陀
の
在
世
に
は
結
戒

の
後
も
此
因
縁
に
順

じ

て
、
非
行
比
丘
が
あ
り
、
佛
陀
が
聞
知
さ
れ
、
綾
い
て
教
誠
し
て
罰
罪
の
言
渡
し
が
あ
つ
た
ど
想
像
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
律
藏
の
經
分
別
部
、
特
に
第

一
戒
の
不
淨
行
戒

の
犯
罪
者
が
伏
罪
に
至
る
迄
の
形
式
を
見
る
と
、
先
づ
犯
罪
者
に
悔
心

が
生
じ
て
、

「
世
尊
は
學
處
を
制
し
給

へ
り
、
我
れ
若
し
や
彼
波
羅
夷
を
犯
せ
る
に
非
す
や
」
と
疑
ぴ
、
佛
陀
の
下
に
出
頭
し
て
自
の

具
足
戒
の
効
用
に
つ
い
て

(佐
藤
密
雄
)

、

一
六
三
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所
行
を
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
其
時
に
佛
陀
が

「
汝
は
波
羅
夷
を
犯
ぜ
す
」
と
か
、

「
犯
ぜ
り
」
と
か
、

「
波
羅
夷

を
犯
ぜ
す
檜
殘
を

犯
ぜ
り
」
と
か
言
は
れ
る
こ
と
に
依
つ
て
、
其

の
罪

が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
犯
罪
者
が
自
己
の
行
耿
を
申
出
で

工
自
己
の
罪
欺

を
確
認
決
定
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
佛
陀
の
沒
後
は
、
僣
伽
は
無
教
主
制
と
な
つ
た
か
ら
、
此
の
佛
陀
に
代
る
も

の
は
僣
伽

で
あ
つ
た

と
考

へ
ら
れ
る
。

佛
陀
在
世
時
代
と
雖
も
、
犯
罪
者
の
罪
歌
が
明
に
な
つ
て
も
、
例

へ
ば
、
佛
陀
か
ら

「
汝
は
波
羅
夷
を
犯
ぜ
り
」
と
言
は
れ
た
場
合

に
、
自
ら
退
團
を
僭
伽
に
請
ふ
の
か
.
僭
伽
が
退
團
を
命
す
る
の
か

一
切
定
ま
つ
た
も
の
が
見
ら
れ
な
炉
が
、
他

の
犯
罪

の
例
か
ら
す

れ
ば
、
犯
者
が
除
名
を
請
ふ
の
で
あ
る
。
然
し
叉
比
丘
が
比
丘
で
あ
る
の
は
具
足
戒
を
受
持
し
て
居
る
か
ら
で
、

そ
の
限
り
今
波
羅
夷

を
犯
ぜ
し
こ
と
に
依

つ
て
比
丘
で
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僣
伽
に
居
る
資
格
が
自
然
滄
滅
し
た
の
で
、
そ
れ
だ
け

の
こ
と

玉
し

て
僣
伽
と
し
て
の
彊
制
逍
放
の
方
法
の
確
た
る
も
の
を
有
せ
す
、
必
要
と
も
し
な
か
つ
た
と
も
考

へ
ら
れ
る
。

然
し
僭
殘
法
を
犯
し
た
場
合
は
、
小
品
別
住
腱
度

に
伏
罪
の
仕
方
が
あ
つ
て
、
其
に
依
れ
ば
、
先
づ
僣
伽
に
自
己
の
犯
行
を
告
白
し

て
罰
と
し
て
の
別
佳
を
請
ひ
、
有
能

の
比
丘
が
僣
伽

の
招
集
を
な
し
白
四
羯
磨
に
依

つ
て
別
佳
を
與
え
る
の
で
あ

つ
て
、
出
罪
も
亦
同

樣

で
あ
る
。
そ
し
て
此
處

に
注
意
す
べ
き
は
、
服
罪
も
出
罪
も
犯
罪
者
で
あ
り
服
罰
者
で
あ
る
當
人
の
申
請
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
6
こ

と
で
あ
る
。
從

つ
て
、
例

へ
佛
陀
か
ら

「
汝
の
所
行
は
僣
殘
で
あ
る
」
と
言
は
れ
た
と
し
て
も
、
其
の
犯
罪
比
丘
が
服
罪
を
請
は
な
い

限

り
、
僭
伽
の
方
か
ら
檢
擧
斷
罪
す
る
方
法
も
權
利
も
な
い
の
で
あ
る
。
然
も
服
罪
し
な
い
犯
罪
比
丘
が
居

て
實
害
を
受
け
る
の
は
僭

伽

で
あ
る
。
即
ち
、
僣
伽
の
布
薩
等

の
日
常
行
事
か
ら
、
受
戒
や
出
罪

の
重
大
行
事
に
至
る
迄
、

一
切
の
蓮
營
は
杢
櫓
伽
員
の
完
全
出

席

の
會
合
下
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
中
に
犯
罪
不
淨

の
比
丘
が
あ
つ
た
の
で
は
會
合
が
不
淨
と
な
り
、
不
成
立
と
な
り
、
從

っ
て
僣
伽
と
し
て
の
機
能
が
停
止
さ
れ
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
闡
陀
を
主
人
公
と
す
る
僭
殘
法
第
十
二
と
不
見
罪
擧
罪
羯
磨

の
關



係

は
、
此
樣
な
場
合
の
良
き
例

で
あ
る
。

四　

闇
陀
が
第

一
次
に
犯
し
た
不
善
行
は
何
で
あ
つ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
僣
殘

の
戒
文
か
ら
見
て
具
足
戒
の

一
學
處
を
犯
じ
た
も
の

で
あ
る
。
其
事
に
關
し
て
比
丘
逹
が
彼
に
封
し
て
服
罪
出
罪
し
て
清
淨
と
な
る
べ
き
こ
と
を
諫
言
し
忠
告
し
た
も

の
で
あ
る
。
此
處
に

も
、
具
足
戒
を
犯
し
て
も
當
人
の
伏
罪
請
願
以
外
に
罰
罪
の
仕
方
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
表
現
さ
れ
て
居
る
。
其
處

で
服
罪
せ
し
め

る
第

一
の
方
法
は
、
僣
伽
の
比
丘
達

の
服
罪
の
勸
め
印
ち
見
罪
諌
告
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
此
の
方
法
に
重
大
な
效
果
を
持
た
せ
る

爲

め
に
、
三
諌
拒
絶
は
僭
殘
罪
だ
と
し
た
、の
で
あ
る
。

律
藏
經
分
別
に
依
れ
ば
、
闡
陀
は
僭
殘
第
七
の
制
戒
因
縁

の
主
人
公
で
も
あ
つ
て
、
此
處

で
は
、
自
分
の
房
舍
に
用
ふ
る
爲
に
、

一

般

人
の
奉
祀
す
る
紳
廟

の
神
木
を
伐
ら
せ
る
非
行
を
な
し
、
此
に
つ
い
て
佛
陀
は
僭
殘
第
七
を
制
戒
さ
れ
た
こ
と

に
な

つ
て
居

る
。
今
、

制
戒
因
縁
を
ば
罰
罪
の
判
例
と
見
る
な
ら
ば
、
此
を
假
り
に
闡
陀
の
第

一
次

の
檜
殘
罪
相
當

の
非
行
と
な
せ
ば
、
彼
は
此
を
見
罪
し
服

罪
め
申
請
を
僭
伽

へ
申
出
ざ
る
爲
に
比
丘
達
か
ら
忠
告
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
が
、
此
の
忠
告
を
も
三
諌
拒
絶
し

て
第
二
次
の
僞
殘
罪

に
相
當
す
る
罪
を
重
ね
て
犯
し
た
こ
と
玉
な
る
の
で
あ
る
。
然
も
此
は
自
他
共
に
犯
し
た

こ
と
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
て
居
る
事
件

で
あ

る
が
、
此
の
第
二
次
の
非
行
に
も
か

玉
は
ら
す
、
櫓
伽
へ
服
罪
を
請
は
な
い
と
し
て
も
、
檜
伽
に
は
何
等
此
を
處
置
す
る
方
法
は
な
い

の

で
あ
る
。
た
貸
被
害
を
被
る
の
は
か

玉
る
犯
罪
者
を
有
す
る
爲
に
機
能
を
停
止
さ
れ
て
居
る
僭
伽
で
あ
る
。
其
處

で
此
の
樣
な
不
見

罪

者
か
ら
櫓
伽
を
救
ふ
立
法
と
し
て
案
出
さ
れ
た
も
の
が
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
で
あ
る
。

不
見
罪
擧
罪
羯
磨
は
僭
伽
が
犯
罪
者
を
呼
び
出
し
取
調
べ
て
徴
罪
し
豫
審
調
書
と
む
言
ふ
べ
き
表
白
を
作
成
し

て
、
此
に
基
づ
い
て

具
足
戒
の
効
用
に
つ
い
て

(佐
藤
密
雄
)
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六
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白

四
羯
磨

に
掛
け
て
僣
伽
が
罰
罪
を
決
定
し
服
罪
を
命
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
當
人
は
四
十
三
項
の
停
止
事
項
を
有
す

る
、
不
共
住

と
呼
ば
れ
て
實
際
は
櫓
殘
の
別
佳
に
近
い
謹
愼
生
活
を
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
此
は
、
不
見
罪
を
罰
す
る
の
で
あ
つ
て
、
既
に

犯
し
て
居
る
僭
殘
罪
は
當
人
の
申
告
し
な
い
限
り
、
伏
罪
を
命
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
不
見
罪
擧
罪
羯
磨

は
、
明
ら
か
な
犯
罪

者

で
、
伏
罪
を
申
請
し
な
い
も
の
を
應
急
に
員
數
外
に
佳
せ
し
む
る
處
置
で
あ
る
。
そ
し
て
、
此
は
不
定
期
の
も

の
で
、
當
入
が
羯
磨

の
處
置
に
服
務
し
て
自
己
の
非
を
清
淨
に
し
出
罪
せ
ん
と
す
れ
ば

(律
藏

で
は
明
ら
か
で
な
い
が
恐
ら
く
は
不
見
罪
に
問
は
れ
た
罪
を

見
罪
し
服
罪
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
と
せ
ば
)
擧
罪
羯
磨
は
直
ち
に
解
除
と
な
る
の
で
あ
る
っ
其
處
で
、
僭
伽
が
か
乂
る
不
見
罪
擧
罪

羯
磨
を
な
し
た
の
は
、
第

一
に
は
不
見
罪
の
不
法
を
罰
す
る
に
あ
る
も
、
更
に
重
大
な
の
は
か

玉
る
不
見
罪
者
を

不
共
佳
の
宣
告
に
依

つ
て
僣
伽
の
員
數
外

へ
出
し
、
其
に
依
て
僣
伽
の
機
能
を
防
衞
す
る
に
あ
る
。
從

つ
て
亦
、
A
地
區
の
僣
伽
で
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
を
宣

告

さ
れ
た
比
丘
が
其
宣
告
を
受
け
す
し
て
、
A
地
矗
を
出
て
玉
B
地
區
の
僭
伽
に
至
り
加
つ
て
、
前
非
を
祕
し
て
、
歡
迎
さ
れ
て
生
活

す

る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
此
は
結
局
B
地
區
の
僣
伽
が
不
淨
比
丘
の
被
害
を
受
け
る
こ
と

x
な
る
の
で
あ
る
。
其
處
で
此
を
防
止
す
る

爲

に
此
羯
磨
を
A
地
區
が
宣
し
た
場
合
は
、
A
地
矗
か
ら
各
地
僵
の
僣
伽

へ
も
宣
示
通
逹
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
樣
な
、
具
足
戒
の
僭
殘
第
十
二
と
不
見
罪
擧
罪
羯
磨
に
見
る
關
係
は
、
他
に
も
見
ら
れ
、
例

へ
ば
、
具
足
戒
の
波
逸
提
第
十

九

の
如
き
非
行
と
其
れ
に
樹
す
る
波
逸
提
第
十
二

・
第
五
十
四

・
第
七
十

一
等

の
如
き
輕
侮
異
語
の
行
爲
が
あ

つ
て
、
然
も
服
罪

(波

逸
提
は
應
悔
罪

で
あ
る
)

し
な
い
時
に
は
、

不
懴
罪
擧
罪
羯
磨
が
採
用
さ
れ
、

叉
波
逸
提
第
六
十
八
戒
の
如
き
場
合
に
は
不
捨
惡
見

擧

罪
羯
磨
が
採
用
さ
れ
る
。
叉
僭
殘
法
第
十
三
は
、
比
丘
が
信
者
に
對
し
て
非
行
を
な
し
て
、

一
種
の
土
地
拂

ひ
の
制
裁
印
ち
驅
出
羯

磨
を
宣
せ
ら
れ
、
其
の
宣
告
に
從
ふ
樣
に
三
諫
さ
れ

て
も
從
は
な
い
も
の
は
僭
殘
罪
と
な
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
驅
出
羯
磨
は
七
種

の
懲
罰
羯
磨

の

一
で
あ
る
か
ら
此
は
不
見
罪
等

の
羯
磨
の
場
合
と
は
逆
に
懲
罰
羯
磨

の
實
行
を
僣
殘
法
が
保
證
す

る
形
式
と
な
つ
て
居



る
。
然
し
實
際
は
、
櫓
殘
法
第
十
三
が
制
定
さ
れ
た
時
に
は
、
驅
出
の
語
は
用
ひ
て
居

る
が
驅
出
羯
磨
で
は
な
く
、
單
に
僣
伽
が
非
行

比
丘
に
其
の
土
地
を
去
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
對
し
て
非
行
比
丘
が
肯
じ
な
か
つ
た
も
の
で
あ

る
と
考

へ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
此
の
非
行
比
丘
の
退
去
を
求
め
る
方
法
を
其
の
後
に
彊
制
的
な
も
の
に
合
理
化
す
爲
に
七
種
羯
磨

の

冖
種
と
し
て
の
驅
出
羯

磨

の
成
立
を
見
た
と
考

へ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
然
す
れ
ば
、
此
場
合
も
亦
、
驅
出
羯
磨
は
櫓
殘
法
第
十
三
に
強
制
的
效
果
を
付
與
す
る

も

の
と
老

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　伍

具
足
戒
は
比
丘
を
し
て
比
丘
た
ら
し
め
て
居

る
も
の
と
し
て
は
、
比
丘
た
る
こ
と
の
第

一
の
重
大
法
で
あ
る
が
、
其
に
も
か
又
は
ら

す
佛
數
に
於
け
る
戒
律
に
は
、
宗
歡
的
な
意
味
、
即
ち
、
此
れ
な
く
し
て
は
宗
歡
的
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
と
か
、
或
ぴ
は
タ
ブ
ー
的

な
禁
律
的
意
味
だ
と
か
と
言
つ
た
も
の
が
全
く
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
僭
伽
か
ら
驅
出
羯
磨
や
其

の
他

の
懲
罰
を
受
け
る
と

直

ち
に
還
俗
し
て
其
れ
を
冤
れ
る
こ
と
が
出
來
る
し
、
具
足
戒
第

一
の
不
淨
戒
に
し
て
も
、
そ
の
戒
文
か
ら
言

へ
ば

一
時
的
に
捨
戒
還

俗

し
て
不
淨
を
行
じ
て
、
再
び
受
戒
し
て
比
丘
に
な
れ
ば
何
等
罪
に
は
な
ら
な
い
と
物
語
る
も
の
と
す
ら
言

へ
る
の
で
あ
る
。
叉
驅
出

羯
磨
等

に
は
、
羯
磨
解
除
の
場
合
の

一
つ
に
還
俗
を
數

へ
て
居
る
し
、
更
に
、
別
佳
腱
度
に
は
、
別
佳
に
伏
罪
中

の
者
や
擧
罪
羯
磨
の

不
共
佳
に
服
罪
中
の
者
が
、
其
れ
を
冤
れ
る
爲
に
還
俗
し
て
、
更
に
再
出
家
を
求
め
た
場
合
の
許
し
方
を
種
女
述

べ
て
居

る
の
で
あ
る

が
、
還
俗
は
具
足
戒
を
捨
て
る
こ
と
、
聖
職
を
廢
道
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
等

の
こ
と
は
、
他

の
宗
歡

女
團

で
は
恐
ら
く
考

へ
得

ら
れ
な
か

つ
た
こ
と
玉
思
は
れ
る
。

佛
教
で
は
戒
律
は
、
悟
り

の
道
で
は
な
い
。
戒
は
防
非
止
惡

の
效
あ
り
と
言
は
れ
て
も
、
或
ひ
は
三
學
の
第

一
と
言
は
れ
て
竜
、

具
足
戒
の
効
用
に
つ
い
て

(佐
藤
密
雄
)
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ニ
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そ
れ
は
戒
尊
重
を
強
ぴ
る
も
の
で
、
少
な
く
共
積
極
的
な
佛
道
の
助
力
法
で
は
な
い
。
眞
理
と
人
間
め
封
決
を
求

め
'る
佛
歡
は
戒
で
は

な
く
智
こ
そ
悟
リ

へ
の
乘
物
で
あ
る
。
如
何
樣
に
解
釋
さ
れ
る
に
し
ろ
戒
禁
取
見
と
言
ふ
惡
見
を
數

へ
る
佛
教
に
、
行
爲
的
禁
律
が
佛

道

の

一
部
と
し
て
成
立
す
る
見
込
は
理
論
的
に
は
成
立
し
な
い
筈

で
あ
る
。
悟
リ

へ
の
道
は
、
在
俗
者
に
取
つ
て
も
聖
職
者
に
取

つ
て

も
甼
等
に
、
具
足
戒
や
其
他
の
戒
や
律
に
關
り
な
く
開
け
て
居
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
が
、
念
佛
出
來

る
生
活

の
仕
方
で
生
き
よ
と

言

は
れ
た
の
は
、
釋
尊
の
佛
歡
的
立
場
を
正
確
に
言
ぴ
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

具
足
戒
は
比
丘
と
な
る
戒
律
で
あ
る
が
、
比
丘
と
な
昂
こ
と
は
悟
り
の
道

へ
の
近
道
を
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
還
俗
出
家
を
何
十
度

繰
返
す
の
も
自
由
で
あ
る
。
從

つ
て
其
の
樣
な
出
家
者
の
戒
律

に
、
佛
道
的
效
果
を
認
め
ら
れ
な
い
の
が
當
然
で
あ
る
。
所
詮
具
足
戒

は
比
丘
と
し
て
供
養
に
生
き
る
特
權
に
封
す
る
義
務
の
意
味
を
持

つ
も
の
、
そ
し
て
供
養
に
生
き
て
佛
道
に
專
念

さ
せ
て
昊
れ
る
效
果

を
持
つ
と
言

ふ
に
す
ぎ
な

い
も
の
と
も
言

へ
る
。
此
樣
な
戒
律
に
タ
ブ
ー
的
禁
律
的
意
味
の
な
い
の
は
當
然
で
あ

る
。
又
律
藏

自
身
も
、

佛

陀
の
歡
團
が
初
め
は
無
戒
律
で
あ
つ
て
、
此
が
理
想
的
な
清
淨
教
團
だ
つ
た

こ
と
を
認
め
て
居
る
。
然
し
、
團
體
生
活
は
規
律
を
必

要

と
し
、
必
要
と
す
る
に
從

つ
て
制
戒
を
重
ね
て
二
百
有
餘
戒
に
至
つ
て
授
戒

の
儀
典
化
す
る
と
共
に
具
足
戒
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、

其

の
制
戒
の
理
由
は
、
何
れ
の
制
戒
に
あ
つ
て
も
、
比
丘
即
ち
歡
を
読
く
聖
職
者
が
か

乂
る
行
爲
を
な
し
た
の
で
は
佛
教
の
信
を
失
ひ
、

叉
信
者
の
信
を
失
ふ
恐
れ
あ
り
と
し
て
制
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
か

玉
る
行
爲
を
な
せ
ば
宗
教
的
な
責
罰
あ
り
と
す

る
意
味
の
も
の
で
は

な

い
。
ま
し
て
況
や
、
キ
リ
ス
ト
の
三
大
戒
命

の
如
き
、
宗
教
的
な
修
道
の

一
部
叉
は
大
部
分
を
な
す
も
の
と
は
本
質
的
に
別
な
も
の

で
あ
る
。

以
上
の
如
き
も
の
が
、
具
足
戒
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
の
は
、
比
丘
た
る
爲
め
の
受
戒
の
儀
典
で
あ
り
、
毎
牟
月

に
比
丘
た
る
こ
と
を

∴
確
認
す
る
布
薩
式
の
儀
典
た
る
故
で
あ
る
。
具
足
戒
を
犯
す
る
こ
と
は
、
儀
禮
的
に
受
戒
を
誓

つ
た
責
任
を
犯
す

為
の
で
は
あ
る
が
、



悟

リ

へ
の
障
害
た
る
自
覺
を
拌
は
な
い
の
で
あ
る
。
か

玉
る
も
の
が
、

一
般
宗
教
の
禁
律
と
同
樣
な
仕
方
、
印
ち
自
己
を
清
淨
に
す
る

爲

め
に
、
自
身
か
ら
伏
罪
を
申
出
で
伏
罪
し
て
出
罪
を
求
め
る
告
解
懴
悔
の
贖
罪
的
仕
方
を
要
述
し
て
も
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
具
足
戒
は
佛
道
修
行
者
た
る
比
丘
の
集
團
生
活
の
規
律
で
、
そ
れ
は
佛
道
に
關
は
る
の
で
な
く
集
團
生

活
に
か

玉
は
る
の
で

あ
る
か
ら
、
他
の
宗
教

の
禁
律
に
於
け
る
樣
な
、
仕
方
は
成
立
し
難
い
の
で
あ
る
と
考

へ
る
。
既
に
繰
返
し
述

べ
た
所
か
ら
も
想
像
さ

れ

る
樣
に
、
實
際
と
し
て
は
具
足
戒
は
僣
伽
の
取
締
規
則
で
あ
る
。
其
れ
が
宗
教
的
禁
律
的
に
さ
ん
げ
贖
罪
的
仕
方
で
受
持
さ
れ
た
の

は
此
を
制
せ
ら
れ
る
の
が
佛
陀
で
あ
り
、
且
つ
偉
大
な
佛
陀
の
人
格
が
僭
伽

の
支
柱
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
佛
陀

の
晩
年
か
ち
沒
後

に

な

つ
て
、
特
に
歡
主
な
き
所
謂
民
主
教
團
と
な
つ
て
か
ら
は
最
早
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
つ
た
と
考

へ
ら
れ

る
。
其
處

で
、
僣
伽

に
不
利
釜
を
致
す
非
行
者
の
あ
る
時
に
具
足
戒
の
み
で
は
最
早
制
し
や
う
も
な
く
な
り
、
此
處
に
か

玉
る
者
を
處
分
し
て
、
僣
伽
全
員

の
利
釜
を
護
る
方
法
が
必
要
と
な
り
、
七
種
の
懲
罰
羯
磨

の
成
立
を
見
る
に
至
つ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
羯
磨
腱
度
の
七
種

羯
磨
は
具
足
戒
成
立
後

の
も
の
で
あ
る
。

(
大
正
大
學
歡
授
)

、具
足
戒
の
効
用
に
つ
い
て

(佐
藤
密
雄
)

一
六
夷




