
仏

教

教

団

の
原

始

形

態

長

尾

　

雅

全
示

都

大

イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
々
団
の
原
初
的
な
形
態
に
つ
い
て
は
、
精
細
な
研
究
が
、
佐
藤

。
平
川

・
芳
村

・
早
島

・
塚
本
等
の
諸
氏
に
よ

っ
て
近
年
発
表
さ
れ
て
い
る
Ｔ
）。

こ
れ
ら
は
主
と
し
て
律
蔵
を
中
心
に
し
た
文
献
の
詳
細
な
研
究

。
分
析

。
解
釈
の
地
盤
の
上
に
成
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
献
の
解
釈
は
、
考
古
学
的
な
発
掘
や
遺
物
の
発
見
に
よ

っ
て
裏
づ
け
ら
れ
な
い
と
、
や
や
も
す
れ
ば
単
な
る
臆

測
に
と
ど
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
正
確
な
知
識
に
は
な
り
に
く
い
。
こ
の
点
を
特
に
留
意
し
た
も
の
に
、
一昌
田
修
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
文
が
あ

り
，

）、

右
の
塚
本
氏
も
ま
た
同
様
な
意
図
を
有
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。

筆
者
も
ま
た
、　
か
つ
て
同
様
な
線
に
沿

っ
て

一
文
を
草

し
た
こ
と
が
あ
る
が
↑
）、　
そ
こ
で
は
主
と
し
て
在
俗
者
の
美
術
的
造
形
活
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
の
で
あ

っ
た
。

今
こ
こ
に
は
、　
同
じ

く
イ
ン
ド
に
お
け
る
僧
団
の
あ
り
方
を
、
特
に
比
丘
僧
伽
の
定
住
の
問
題
と
、
ス
ト
ゥ
パ
の
意
味
的
発
展
と
い
う
角
度
か
ら
、
教
団
と
そ

の
営
造
物
の
歴
史
の
概
略
を
ふ
り
返

っ
て
み
た
い
と
思
う
。

＊

仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）

き人
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律
蔵
の
典
籍
が
、
仏
陀
時
代
に
起
き
た
事
件
の
記
述
を
数
多
く
含
み
、
そ
れ
ら
に
対
処
す
る
仏
陀
の
精
神
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
る
律
蔵
は
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
部
派
が
伝
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
現
形

の
成
立
は
、
恐
ら
く
紀
元
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
そ
の
筆
致
に
は
、
律
蔵
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
仏
陀
か
ら
は
数
世
紀
後

の
時
代
の
環
境
や
意
識
を
反
映
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
点
を
十
分
戒
心
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば
比

丘
た
ち
が
最
初
か
ら
精
舎
に
定
住
し
、
礼
拝
所
を
有
し
た
か
の
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
最
初
の
比
丘
僧
伽
は
、
定
住
し
て
い
な
い
、
遊
行
者
の
集
り
で
あ

っ
た
。

仏
教
の
教
団
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
比
丘

・
比
丘
尼

。
優
婆
塞

。
優
婆
夷
の
四
衆

０
鶴
”８
８

の
別
が
あ
る
。
仏
教
が
万
人
の
宗
教
で

あ
る
た
め
に
は
、
比
丘
な
ど
の
修
行
者
の
み
な
ら
ず
、
在
家
の
信
男

・
信
女
を
包
摂
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
経
典
は
、
在
家
よ
り

も
出
家
が
修
行
に
適
し
た
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
同
時
に
仏
陀
が
在
家
者
に
対
し
て
布
施

。
持
戒

・
生
天
の
こ
と
を
説
か
れ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
律
蔵
が
主
と
し
て
関
心
を
示
し
問
題
と
す
る
の
は
、
そ
の
中
の
出
家
者
の
生
活
で
あ

っ
て
、
在
家
者

に
関
す
る
消
息
を
伝
え
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
僧
伽

分
”

，
∞
Ｆ
こ

と
い
う
語
も
、

四
衆
の

「衆
」
と
は
異

っ
て
、
専
ら
比
丘
僧
伽
あ

る
い
は
声
聞
僧
伽
な
ど
、
出
家
の
そ
れ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
出
家
と
い
う
こ
と
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。　
一
つ
は
結
婚
生
活

。
家
居
生
活
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、　
一
つ
は

一
定
の
住
居

。
住
所
を
所
有
せ
ず
、
樹
下
石
上
に
日
を
送

る
遊
行
者
の
生
活
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
在
俗
の
生
活
の
放
棄
で
あ
り
、
同
時
に
住
居
等
の
あ
ら
ゆ
る
財
産
を
所
有

し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

仏
陀
の
出
家
は
、　
右
の
よ
う
な
出
家
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
、　
仏
陀
の
涅
槃
に
至
る
ま
で
、　
ほ
ぼ
堅
持
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
経
典
に
く
り
返
し
見
ら
れ
る

「家
あ
る
状
態
か
ら
家
な
き
も
の
へ
と
出
家
す
る
」
と
い
う
定
型
句
は
、
文
字
通
り
に
解
せ
ら
れ
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の

「家
」
と
い
う
文
字
は
、

家
業
を
営
み
家
庭
に
あ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
建
造
物
と
し
て
の
家
屋
Ｔ
）を
も
指

す
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
仏
陀
み
ず
か
ら
が
、
露
地
に

一
夜
を
過
す
こ
と
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
霊
鷲
山
な
ど
の
山
窟
に
住
す

る
こ
と
も
あ

っ
た
。
虫
や
動
物
な
ど
の
危
害
が
予
想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比
丘
た
ち
は
閑
寂
な
森
や
墓
場
な
ど
に
居
る
よ
う
に
す

す
め
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
後
代
の
仏
教
の
修
行
者
が
、
家
庭
を
離
れ
て
出
家
す
る
と
と
も
に
、
精
舎
あ
る
い
は
寺
院
と
呼
ば
れ

る
建
造
物
に
お
い
て
独
身
者
の
仲
間
を
形
成
し
た
生
活
に
は
い
る
の
と
は
、
事
情
が
異

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ろ
ゆ
る
建
造
物
に
入

り
、　
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
を
仏
陀
が
禁
止
し
た
の
で
は
な
い
。
　
こ
の
こ
と
は
提
婆
達
多

（∪
Φ
く
”
０
洋
一じ

が
仏
陀
に
反
抗
し
て
、

比

丘
は
森
林
に
住
ん
で
村
里
に
入

っ
て
は
な
ら
ぬ
と
か
、
樹
下
に
住
ん
で
屋
内
に
住
む
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
う
よ
う
な
、
よ
り
厳
重
な
戒
律

を
課
し
よ
う
と
し
た
こ
と
↑
）か
ら
反
顕
さ
れ
る
。　
徹
底
的
な
樹
下
石
上
の
生
活
を
、　
提
婆
は
理
想
的
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
仏
陀

は
そ
の
よ
う
な
外
形
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
方
で
は
な
く
、
出
家
と
い
う
こ
と
の
要
は
住
居
な
ど
の
所
有
観
念
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
仏
陀
の
精
神
が
弟
子
た
ち
に
理
解
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
出
家
者
と
し
て
の
行
儀
は
か
な
り
長
く
正
し
く
維

持
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
比
丘
の
所
有
す
る
財
産
は
、
い
わ
ゆ
る
三
衣

一
鉢
以
上
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
後
世
の
律
蔵
で
す
ら
、
坐
具
や

臥
具
を
所
持
す
る
こ
と
は
、　
安
居
の
時
を
除
い
て
は
、　
い
か
な
る
時
も
比
丘
に
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
↑
）。
経
典
に
は

ま
た
、
仏
陀
が
朝
早
く
衣
を
整
え
鉢
を
手
に
し
て
、
城
市
の
中

へ
行
乞
に
行
く
状
景
が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
仏
陀
は
何
処
か
に

住
ん
で
お
り
、
朝
夙
く
起
き
て
托
鉢
に
行
き
、
行
乞
を
す
ま
せ
て
そ
の
何
処
か

へ
帰

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
何
処
か
と
い
う

こ
と
も
、
半
永
久
的
な
住
所
を
所
有
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
れ
が
立
派
に

整
備
さ
れ
た
精
舎
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
仏
陀
は
、
何
も
な
い
園
林
や
チ
ェ
テ
ィ
ヤ
（祠
廟
）
に
止
宿
し
て
い
る

仏
教
教
団
の
原
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教
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態

（長
尾
雅
人
）

四

場
合
が
多
い
。
仏
陀
が
実
際
に
止
宿
し
た
跡
を
考
古
学
的
に
つ
き
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
好
ん
で
し
ば
し
ば
仏
陀
が
訪

れ
た
霊
鷲
山
に
は
、
岩
窟
こ
そ
あ
れ
、
精
舎
と
い
う
如
き
も
の
が
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
南
伝

『
大
般
涅
槃
経
』
に
見
ら
れ
る
最

後
の
遊
行
つ
次
第
行
し
に
し
て
も
、
ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
を
出
発
し
て
か
ら
涅
薬

の
地
ク
シ
ナ
ー
ラ
ー
ま
で
―
―
そ
れ
は
少
く
も
十
日
や
二

週
間
を
要
す
る
道
程
で
あ
る
が
―
―
、
そ
の
間
に
は
止
宿
し
た
村
の
名
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
こ
に
仏
教
々
団
の
特
別
の
施
設
が
あ
る

の
で
も
な
く
、
弟
子
の
誰
か
の
家
に
止
宿
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
八
十
才
の
老
比
丘
が
、
阿
難
そ
の
他
（恐
ら
く
数
人
）
に
待

づ
か
れ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
村
は
ず
れ
の
祠
廟
に
宿
り
、
あ
る
い
は
往
来
頻
繁
な
路
傍
の
樹
の
下
に
、
休
む
た
め
の
場
所
を
設
け
さ
せ
、

し
き
り
に
渇
き
を
訴
え
て
水
を
求
め
る
。
そ
れ
は
肉
体
的
に
は
激
し
い
苦
痛
を
伴

っ
た
悲
惨
な
状
態
で
あ

っ
た
。
し
か
し
仏
陀
は
、
そ
の

間
に
も
種
々
に
亡
き
後
の
訓
戒
を
与
え
、
最
後
に
は
ク
シ
ナ
ー
ラ
ー
の
町
に
も
到
達
し
え
な
い
ま
ま
で
、
サ
ー
ラ
ー
の
森
の
中
で
涅
薬
に

入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
景
を
見
る
限
り
、
仏
陀
こ
そ
は
最
後
ま
で

「家
な
き
も
の
」
と
し
て
の
遊
行
の
生
活
に
徹
し
て
い
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
雨
期
の
三
個
月
ぁ
る
い
は
四
個
月
の
間
の
夏
安
居
と
い
う
も
の
が
例
外
と
し
て
あ
る
。
こ
の
期
間

に
お
い
て
遊
行
者
は

一
個
所
に
定
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
風
習
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
特
に
仏
教
僧
伽
に

お
い
て
は
こ
れ
に
関
す
る
種
々
な
規
則
が
創
設
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
比
丘
た
ち
は
、
何
処
か
の
森
、
誰
か
の
家
な
ど
に
、
随
意
に
雨
安

居
を
し
て
よ
い
の
で
は
な
く
、
　
一
定
の
適
当
な
土
地
を
相
し
、　
そ
こ
に
共
同
し
て
雨
安
居
に
入
る
の
で
あ

っ
て
、　
そ
の
た
め
に
は

「結

界
」
７
）す
な
わ
ち
土
地
の
境
界

含
ＨＢ
Ｃ

を
設
け
る
こ
と
な
ど
の
規
則
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
境
界
内
に
、　
雨
安
居
の
た
め
の

一
時
的
な

住
所

？
”，
翠
Ｐ
回
く
謬
じ

が
建
設
さ
れ
、
安
居
が
終
れ
ば
そ
れ
ら
の
住
所
は
解
体
さ
れ
、
比
丘
た
ち
は
ま
た
遊
行
の
生
活

↑
翠
”庁
”
●

８
・

墨
日
図
●
８

に
帰
る
の
で
あ

っ
た
。



こ
の
よ
う
に
し
て
、　
最
初
期
の
仏
教
僧
団
、　
少
な
く
も
仏
陀
在
世
の
頃
の
そ
れ
は
、　
遊
行
の
生
活
を
原
則
と
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ

る
。

し
か
し
そ
れ
が
や
が
で
定
住
す
る
僧
団
と
な
り
、　
む
し
ろ
仏
教
僧
団
は
定
住
を
原
則
と
し
て
、　
他
の
遊
行
者

Ｃ
ミ
夢
σ
瓢
一”
Ｆ
じ

と

は
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
↑
）。
そ
れ
に
伴

っ
て
、
最
初
は
簡
単
な
房
舎
を
意
味
し
た

く
，

翠
”
と
い
う
語
が
、　
半
永
久
的
な
建
造
物

を
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
建
造
物
を
と
も
な
う
寺
院

・
精
舎

？
〓
母
じ

の
全
体
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
遊
行
生
活
か
ら
定

住
生
活

へ
の
移
り
変
り
は
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

定
住
と
い
う
こ
と
に
は
、
土
地
や
建
物
と
い
う
よ
う
な
財
産
す
）を
必
然
的
に
伴
な
う
。　
仏
陀
の
成
道
後
、　
早
く
か
ら
仏
陀
及
び
そ
の

僧
団
に
対
し
て
、
信
徒
か
ら
の
寄
進
が
行
な
わ
れ
た
。
王
舎
城
郊
外
の
竹
林

（く
ｏ
一Ｃ
く
”
”
じ

は
、
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
寄
進
に
か
か
り
、

か
つ
こ
れ
が
仏
陀
お
よ
び
そ
の
僧
団
が
受
け
た
最
初
の
寄
進
６
）で
あ

っ
た
。
竹
林
は
竹
林
遊
園

（く
の
一〓
く
”
●
”
‐翠
飼
Ｂ
じ

と
も
い
わ
れ
、

そ
の
遊
園

含
ふ
ヨ
じ

は
、
僧
団
に
寄
進
せ
ら
れ
て
僧
伽
藍

含
”
・８
∞

，
”
‐岬
回
ヨ
じ

の
語
を
生
み
、　
こ
れ
が
伽
藍
す
な
わ
ち
精
舎

。
寺
院
の

語
源
と
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
竹
林
遊
園
の
場
合
も
、
こ
れ
を
普
通
に
竹
林
精
舎
な
ど
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
建
造
物
が
あ

っ
た
よ
う
に
考

え
が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
つ
の
時
代
か
に
建
造
物
は
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
最
初
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
が
寄
進
し
た
時
、
建
造
物

は
存
在
し
な
い
た
だ
の
遊
園
で
あ

っ
た
―
―
遊
園
と
か
林

？
”
●
こ

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
文
字
通
り
の
園
林
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
特
別

の
建
造
物
は
な
か

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
の
遊
園
に
も
あ
て
は
ま
る
。
こ

の
遊
園
は
前
述
の
仏
陀
の
最
後
の
遊
行
の
時
、
ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
に
よ

っ
て
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
建
造
物
に
つ
い
て
の
記

述
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
寄
進
よ
り
も
前
に
、
す
で
に
仏
陀
は
こ
の
遊
園
に
止
宿
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
遊
園
は

コ
ー
サ
ン
ビ

ー
や
カ
ピ
ラ
ブ
ァ
ス
ト
ゥ
な
ど
で
も
寄
進
さ
れ
、
仏
陀
が
訪
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
建
造
物
が
ど
の
程
度
に
あ

っ
た
か
は
、
明
瞭
で
な

い
。
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団
の
原
始
形
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し
か
し
な
が
ら
、　
遊
園

含
ふ
日
じ

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
で
も
、　
王
舎
城
の
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
園

（『
ぞ
”
Ｆ
”
ふ
轟
日
Ｐ

旨
く
”
〓
”
●
８
び
や

く
”
●
じ

や
舎
衛
城
の
祗
園

Ｇ
①
い”
く
”
コ
”
＞
●
翠
ｒ
”
ｏ
中●
一
寿
お
邸

回
』
８
じ

な
ど
は
、
明
ら
か
に
建
造
物
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
後
者
祗
園
精
舎
の
建
立
の
物
語
り
は
、
諸
種
の
文
献
に
見
え
て
著
名
で
あ
り
、
ま
た
前
後
の
事
情
か
ら
見
て
、
仏
陀
の
た
め
の
香

堂
や

コ
ー
サ
ン
バ
堂

そ
の
他
が
当
初
か
ら
造
ら
れ
た
こ
と
は
、　
恐
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
。　
し
か
し
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
る
祗
園
の
遺
跡

は
、
グ
プ
タ
時
代
あ
る
い
は
早
く
て

一
世
紀
頃
ま
で
き
か
の
ぼ
り
う
る
の
み
で
、
残
念
な
が
ら
仏
陀
時
代
の
遺
物
を
知
る
よ
し
も
な
い
。

こ
れ
に
反
し
て
前
者
ジ
ー
プ
ァ
カ
園
に
つ
い
て
は
、　
そ
こ
に
仏
陀
時
代
に
建
造
物
の
あ

っ
た
こ
と
を
、　
文
献
に
よ

っ
て
知
る
の
み
な
ら

ず
、
近
年
の
考
古
学
的
発
掘
に
よ

っ
て
明
瞭
に
一異
づ
け
ら
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。
長
部

ニ
カ
ー
ヤ
の

『
沙
門
果
経
』
に
は
、
ア
ジ
ャ
ー
タ

サ
ッ
ト
王
を
案
内
し
て
来
た
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
が
、
「あ
れ
、
あ
そ
こ
の
円
形
の
建
物
に
灯
火
が
と
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
い
っ
て
貧
）、
仏

陀
と
そ
の
僧
団
の
い
る
建
物
を
指
し
示
す
場
面
が
あ
る
。　
一
九
五
三
年
か
ら
五
九
年

へ
か
け
て
の
イ
ン
ド
考
古
局
の
発
掘
に
お
い
て
、
小

石
を
か
た
め
て
基
礎
と
し
、
そ
の
上
に
木
造
の
建
物
が
あ

っ
た
ら
し
い
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
細
長
い

一
大
ホ
ー
ル
と
し
て
の

建
物
で
、
そ
の
両
端
が
半
円
形
に
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
プ
ラ
ン
の
建
物
が
こ
こ
で
は
四
つ
あ
る
い
は
五
つ
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
建
造
物
の
遺
跡
は
、　
随
伴
の
出
土
品
か
ら
推
し
て
紀
元
前
六
―
五
世
紀
、　
す
な
わ
ち
仏
陀
在
世
の
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
０
）。
と
す

る
と
こ
れ
ら
は
、　
わ
れ
わ
れ
が
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
最
古
の
仏
教
建
造
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
沙
門
果
経
』

が

「
円
形
の
建
物
」

（Ｂ
”
●
一
”
【や
日
飼
】じ

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
に
お
い
て
両
端
が
半
円
形
に
な

っ
て
い
る
部
分
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
仏
陀
が
現
に
住
ま
い
説
法
し
た
建
物
を
こ
の
発
掘
に
よ

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
で
甚
だ
興
趣
深
い
も
の
が
あ
る
。

寄
進
と
い
う
こ
と
も
、
果
し
て
ど
の
程
度
に
所
有
権
の
譲
渡
が
行
な
わ
れ
た
の
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
な
遊
行



を
原
則
と
し
、
無

一
物
を
原
則
と
す
る
仏
陀
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
僧
団
が
管
理
維
持
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
人
や
友
人
の
家
に
止
宿
し
た
り
、
公
共
の
施
設
に

一
夜
を
仮
り
に
過
す
の
と
殆
ん
ど
同
じ
よ
う
な
精
神
で
、
そ

の
寄
進
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
律
蔵
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
に
よ
る
竹
林
の
寄
進

が
、
寄
進
受
納
の
最
初
で
あ
り
、

次
い
で
あ
る
長
者
に
よ
る
比
丘
た
ち
の
住
所

？
”ｒ
翠
こ

の
寄
進
が
あ

っ
た
ょ
う
で
あ
る
貪
）。
長
者
は

一
日
に
六
十
の
住
所
を
建
て
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
ら
は
極
め
て
簡
単
な
施
設
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
祗
園
精
舎
や
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
園
の

半
永
久
的
な
建
造
物
が
寄
進
せ
ら
れ
た
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
寄
進
さ
れ
た

一
時
的
あ
る
い
は
半
永
久
的
な
住
所

翁
３
８
Ｐ

図
く
以
Ｐ

二
〓
岬
じ

は
、
毎
月
の
布
薩
の
日
や
、
特
に
毎
年
の

雨
安
居
の
時
に
、
比
丘
た
ち
に
よ

っ
て
利
用
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
平
素
の
遊
行
の
途
次
に
お
け
る

一
夜
の
仮
り
の
宿
と
し
て
利
用
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
仏
教
僧
団
に
属
す
る
、
そ
の
意
味
で
公
共
的
な
施
設
で
あ

っ
て
、
個
々
の
比
丘
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
は
な

い
。
後
世
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
「
四
方
僧
伽
」
に
属
す
る
施
設
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
半
永
久
的
な
建
造
物
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
住
み
心
地
が
よ
い
。
比
丘
た
ち
は
、
雨
漏
り
を
防
ぐ
た
め
に
草
を
も

っ
て
屋

根
を
ふ
く
必
要
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
毎
年
の
雨
安
居
は
、
最
初
は
不
特
定
の
比
丘
た
ち
が
、
雨
期
の
間
だ
け
顔
を
合
せ
て
共
住
し
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
次
に
は
雨
期
に
さ
し
か
か
る
と
計
画
的
に
前
年
雨
安
居
し
た
場
所

へ
比
丘
た
ち
は
帰

っ
て
来
る
よ
う
に
な
り
、
漸
次
顔

見
知
り
の
比
丘
た
ち
が
共
住
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
次
の
段
階
で
は
、
雨
安
居
の
時
期
が
過
ぎ
て
も
あ
え
て
そ
の
場
所
か
ら
立
ち

去
ら
ず
、
遊
行
の
期
間
が
せ
ば
め
ら
れ
て
定
住
の
期
間
が
次
第
に
長
く
な
り
、
最
後
に
は
全
く
年
間
を
通
じ
て
比
丘
は
定
住
す
る
よ
う
に

な
る
。

以
上
は
遊
行

の
生
活

か
ら
定
住

の
僧
団

へ
の
移
行

の
筋
道

で
あ
る
。
そ

の
間
に
は
、
村
人
や
市
民
と

の
交
友
が
深
め
ら
れ
た
で
も
あ

ろ

仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）　
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八

う
。
比
丘
と
で
も
、
生
活
の
た
め
の
資
具
は
種
々
に
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
俗
人
か
ら
寄
附
さ
れ
、
あ
る
い
は
比
丘
個
人
の
所
有
財
産

が
三
衣

一
鉢
以
上
に
増
加
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
村
人
と
の
交
友
が
深
ま
り
、
財
産
が
備
畜
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
比

丘
の
定
住
の
方
向

へ
拍
車
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
遊
行
が
原
則
で
あ

っ
た
僧
団
が
、
む
し
ろ
定
住
を
原
則
と
す
る

よ
う
に
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
陀
自
ら
、
王
舎
城
に
雨
期
も
冬
も
夏
も
、
す
な
わ
ち
ま
る

一
年
を
過
し
た
こ
と
が
あ
る
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
２
）、
し
か
し
そ
れ
は
、
定
住
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
こ
れ
に
反
し
て
仏
教
僧
団
が
定
住
を
原
則
と
す
る
に

至

っ
た
と
き
、
か
れ
ら
は
定
住
者
と
し
て
、
自
ら
を
他
の
遊
行
者
の
群
か
ら
区
別
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

定
住
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
々
団
に
対
し
て
大
き
な
変
化

。
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
右
述
べ
た
よ
う
に
定
住
は
雨
安
居
を
契
機
と
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
安
居
の
期
間
中
に
比
丘
た
ち
が
共
住
し
て
互
い
に
切
瑳
琢
磨
し
た
そ
の
精
神
が
生
か
さ
れ
て
、
こ
と
に
修
道
院
的
な
組

織
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
後
世
の
概
念
の
精
舎

？
〓
翠
こ

と
い
う
も
の
の
端
緒
に
は
か
な
ら
な
い
。

修
道
院
的
な
組
織
と
い
う
の
は
、
住
房
を
伴

っ
た

一
定
の
施
設
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
教
育
と
研
究
と
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

っ

て
、
単
に
遊
行
を
し
な
い
、
同
信
の
者
の
共
住
な
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
出
家
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
は
出
家
し
て
修
道
院
内
に
定

住
す
る
と
い
う
意
味
に
変
化
し
、
従

っ
て
、
如
何
に
こ
れ
ら
の
新
参
者
を
訓
練
す
る
か
、
そ
の
期
間
や
師
弟
間
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、

新
た
に
種
々
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
共
同
生
活
の
管
理
運
営
が
規
定
さ
れ
、
そ
の
職
務
分
担
が
行
な
わ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
こ
の
精
合
に
は
、
専
門
的
な
経
の
研
究
者
や
律
の
研
究
者
が
居
り
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
哲
学
が
漸
次
形
成
さ
れ
て
来

る
。
こ
れ
ら
の
学
問
と
相
並
ん
で
、
あ
く
ま
で
禅
定
凝
心
の
実
践
修
行
に
専
心
し
た
比
丘
た
ち
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
、
そ
の
方
が
数
に
お
い

て
は
よ
り
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
の
文
献
の
製
作
は
、
多
く
は
こ
れ
ら
学
僧
の
手
に
成
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
見
る
律

蔵
の
編
纂
も
、
こ
の
よ
う
な
精
舎
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
定
住
の
観
念
が
殆
ん
ど
前
提
と
な

っ
て
い
る
。



こ
の
定
住
し
た
精
合
は
、
必
然
的
に
地
方
的
で
あ
り
、　
複
数
的
で
あ
る
。

律
蔵
に
は
、
「現
前
僧
伽
」
と

「四
方
僧
伽
」
の
区
別
が
与

え
ら
れ
る
が
、　
こ
の
区
別
も
、
恐
ら
く
こ
の
定
住
化
し
た
僧
団
に
お
い
て
特
に
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
「現
前
僧
伽
」
と
は
、
布
薩
や

安
居
に
お
い
て
、
偶
然
的
に
そ
こ
に
集

っ
て
い
る
比
丘
た
ち
の
具
体
的
な
団
体
を
指
す
の
が
本
来
の
意
味
で
あ
り
、
「四
方
僧
伽
」

と
は

そ
れ
に
対
し
て
理
想
的
観
念
的
に
全
部
の
比
丘
を

一
つ
の
仏
教
僧
伽
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
Ｃ
）。　
し
か
し
こ
の
区
別
は
、　
文
献
の
古
い

層
に
は
現
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
遊
行
が
原
則
的
で
あ

っ
た
時
代
に
は
、
た
だ
僧
伽
と
い
う
の
み
で
全
部
が
四
方
僧
伽
の
性
格

を
有
し
、
そ
れ
が
あ
る
機
会
に
一
時
的

。
地
域
的
に
現
前
僧
伽
を
形
成
し
た
の
み
で
あ
る
。
然
る
に
定
住
が
原
則
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
時

代
に
は
、
定
住
は
必
ず
地
方
的
で
あ
る
こ
と
を
随
伴
す
る
か
ら
、　
一
時
的
で
は
な
く
常
住
的
に
あ
る
地
方
に
団
体
を
形
成
し
て
い
る
僧
伽

が
、
現
前
僧
伽
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
全

一
な
る
べ
き
四
方
僧
伽
が
、
実
際
に
は
複
数
の
地
方
的
な
現
前
僧
伽
と

し
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
地
方
的

・
複
数
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
分
派
の
傾
向
も
生
じ
た
で
あ
ろ
う
。
い
わ

ゆ
る
十
八
部
派

へ
の
分
裂
に
は
、
多
く
の
教
理
的
な
原
因
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
僧
伽
の
定
住
と
地
方
性
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
一
要

因
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
定
住
が
何
時
ご
ろ
か
ら
始
ま

っ
た
か
は
明
ら
か
に
し
難
い
が
、　
一
般
に
そ
れ
が
か
な
り
早
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
雨
安
居

か
ら
定
住

へ
の
移
り
行
き
は
容
易
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
陀
の
時
代
で
は
な
い
に
し
て
も
、
恐
ら
く
仏
陀
の
滅
後
二
三

十
年
に
し
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
翁
）。　
さ
ら
に
定
住
が
僧
伽
の
原
則
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
の
は
、　
右
に
述
べ
た

修
道
院
と
し
て
の
組
織
が
完
成
し
た
時
点
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

修
道
院
の
出
現
は
、　
上
述
の
よ
う
に
教
育
と
研
究
の
面
に
お
い
て

大
き
な
意
味
を
も
つ
が
、
他
面
で
は
本
来
の
仏
教
精
神
か
ら
か
け
離
れ
た
種
々
の
蔽
害
も
生
じ
た
。
悪
徳
の
比
丘
の
存
在
は
、
仏
陀
の
時

代
に
す
ら
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
―
―
教
団
を
形
成
す
る
こ
と
自
体
が
、
堕
落

へ
の
歴
史
を

一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
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教
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態
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殊
に
比
丘
が
定
住
し
、
財
産
を
備
畜
す
る
よ
う
な
時
代
に
は
、
悪
徳

へ
の
誘
惑
も
ま
た
多
い
。
そ
こ
に
は
、
信
者
か
ら
の
供
養
を
め
あ
て

と
し
、　
財
産
や
名
声
を
望
ん
で
出
家
す
る
も
の
も
あ
り
、　
あ
る
い
は
出
家
を
生
活
の
た
め
の

一
手
段
と
し
て
考
え
る
者
す
ら
い
た

，
）。

し
か
し
定
住
化
し
た
僧
伽
に
お
い
て
も
、　
遊
行
の
思
想
が
全
く
失
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
■
）。　
そ
れ
は
い
わ
ば
定
住
者
の
旅
行
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
旅
行
が
教
線
の
拡
張
を
推
進
し
た
で
も
あ
ろ
う
。
比
丘
た
ち
は
、
貿
易
ル
ー
ト
に
沿

っ
て
南
方
に
向

っ

て
遊
行
し
、
ガ
ッ
ト
山
脈
の
中
に
好
個
の
地
を
得
て
住
み
つ
き
、
そ
こ
に
後
に
は
多
数
の
石
窟
が
開
さ
く
さ
れ
寄
進
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
形
の
遊
行
の
精
神
は
、
そ
の
後
も
長
く
つ
づ
い
て
、
中
央
ア
ジ
ア
を
通

っ
て
シ
ナ
や
日
本
の
仏
教
に
ま
で
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
修
道
院
と
し
て
の
機
能
を
も

っ
た
精
舎
は
、
最
後
に
グ
プ
タ
朝
以
後
、　
い
わ
ゆ
る
マ
ハ
ー

・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（大
精
舎

ヨ
甲

ｒ
剛
く
〓
剛
轟
）
と
呼
ば
れ
る
組
織
を
産
み
出
す
。

ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
や
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
や
、　
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ラ
ー
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。　
そ

こ
に
は
図
書
館
が
あ
り
、
各
種
の
学
部
が
包
含
せ
ら
れ
、
各
学
派
が
競
い
合
う
と
こ
ろ
の
大
学
と
も
い
う
べ
き
組
織
が
形
成
さ
れ
、
全
イ

ン
ド
の
学
問
の
中
心
道
場
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
寺
の
内
容
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
律
蔵
に
は
殆
ん
ど
伝
え
る
所
が
な
く
、
僅
か
に
玄

美
や
義
浄
な
ど
の
報
告
に
そ
の

一
斑
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
律
蔵
は
、　
マ
ハ
ー

・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
成
立
以
前
に
、
そ
の
内
容
の
大
部
分
を
定

着
さ
せ
終

っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
大
学
に
お
け
る
学
習
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
な
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
の
寺
院
組
織

（そ
れ
は

こ
れ
ら
の
大
学
を
模
し
た
と
思
わ
れ
る
）
か
ら
、
僅
か
に
臆
測
す
る
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
来
た
比
丘
僧
伽
の
あ
り
方
と
は
や
や
系
統
を
異
に
し
て
、
ス
ト
ゥ
バ
（塔

峰
口
０
こ

と
い
う
建
造
物
が
仏
教
に
は
あ
る
。

ス



ト
ゥ
パ
と
は
、
古
く
か
ら
あ

っ
た
墳
墓
の
形
式
が
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
造
立
の
運
動
は
も
と
も
と
在
俗

者
の
も
の
で
あ

っ
た
。
最
初
に
仏
陀
の
合
利
が
八
分
さ
れ
て
各
地
に
ス
ト
ゥ
パ
を
建
て
た
の
は
す
べ
て
王
そ
の
他
の
俗
人
で
あ

っ
た
し
、

後
に
八
万
四
千
の
ス
ト
ゥ
パ
が
全
国
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
の
も
、
ア
シ
ョ
カ
王
と
い
う
俗
人
の
推
進
す
る
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ス
ト

ゥ
パ
に
対
し
て
、
比
丘
は
む
し
ろ
冷
淡
で
あ

っ
た
０
）。
第

一
に
、
比
丘
た
ち
に
と

っ
て
仏
陀
は
偉
大
な
先
覚
者

・
先
輩
昴
）
で
は
あ

っ
た

が
、
神
に
等
し
い
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
礼
拝
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
従

っ
て
第
二
に
、
ス
ト
ゥ
パ
は
右
の
偉
大
な
先
輩
の
記
念
物
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
行
跡
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
崇
敬
を
致
し
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
記
念
碑
的
な
存
在
以
上
に
は
考
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

然
る
に
在
俗
者
の
仏
陀
お
よ
び

ス
ト
ゥ
パ
に
対
す
る
考
え
方
に
は
、　
全
く
こ
れ
と
異

っ
た
も
の
が
あ

っ
た
。
在
俗
者
は
何
よ
り
も
信
仰

ｅ
ｒ
”
澪
こ

の
世
界
を
求
め
る
の
で
あ

っ
て
、
仏
陀
の
偉
大
な
人
格
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
神
格
化
し
神
聖
視
し
、
あ
る
い
は
救
済
主
と
し

て
見
な
す
方
向
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
ス
ト
ゥ
パ
は
、
そ
の
神
格
化
さ
れ
た
仏
陀
そ
の
も
の
と
し
て
礼
拝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

バ
ル
フ
ー
ト
や
サ
ン
チ
ー
な
ど
の
ス
ト
ゥ
パ
を
飾
る
守
護
神
と
し
て
、
民
間
の
信
仰
の
対
象
で
あ

っ
た
ヤ
ク
シ
ャ
や
ヤ
ク
シ
ー
の
像
が
現

わ
れ
る
が
、
同
様
な
信
仰
感
情
が
ス
ト
ゥ
パ
そ
の
も
の
に
も
向
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
在
俗
者
に
と

っ
て
ス
ト
ゥ
パ
は
信
仰
礼
拝
の
対

象
な
の
で
あ
る
分
）。　
事
実
、
ス
ト
ゥ
パ
や
菩
提
樹
の
礼
拝
の
図
柄
は
イ
ン
ド
仏
教
美
術
の
上
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
が
、　
そ
の
礼
拝
者
は

常
に
俗
人
で
あ

っ
て
比
丘
た
ち
で
は
な
い
の
）。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
出
家
者
も
在
家
者
も
と
も
に
仏
陀
の
教
え
を
わ
か
ち
合

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
受
け
と
り
方
に
は
種
々
に

異
っ
た
も
の
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
右
の
ス
ト
ゥ
パ
に
対
す
る
態
度
の
相
異
は
、
そ
の
一
端
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
受
け
と
り
方
に
種

々
の
相
異
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
出
家
者
と
在
家
者
と
は
、
説
法
と
そ
れ
に
対
す
る
財
的
寄
進
と
い
う
相
互
扶
助
的
な
関
係
で
結
ば
れ
、

そ
の
間
に
は
思
想
的
交
流
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
爾
後
の
思
想
史
的
発
展
の
一
つ
の
動
因
と
も
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
こ
の
俗
人
の
思
想
的
動
向
は
、
文
献
に
は
残
り
に
く
い
。
文
献
の
製
作
者
は
す
べ
て
出
家
者
た
る
比
丘
で
あ

っ
て
、
修
道
院
あ
る

い
は
大
学
に
あ
る
か
れ
ら
が
、
律
蔵
を
整
備
し
、
経
典
を
編
纂
し
、
ア
ビ
グ
ル
マ
哲
学
を
産
み
出
し
、
な
い
し
大
乗
思
想
を
展
開
し
た
の

で
あ
る
。
特
に
律
蔵
は
も

っ
ば
ら
出
家
者
の
行
動
に
注
意
す
る
の
み
で
、
俗
人
の
動
き
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

俗
人
は
そ
れ
に
反
し
て
、
文
献
で
は
な
く
建
造
物
に
よ

っ
て
自
分
た
ち
の
思
想
と
信
仰
と
を
表
明
し
た
。
町
や
村
を
覆
い
つ
く
す
ほ
ど

の
お
び
た
だ
し
い
ス
ト
ゥ
パ
の
建
立
が
そ
れ
で
あ
り
、
荘
一麗
に
飾
ら
れ
た
精
舎
の
造
営
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
俗
人
か
ら
の

寄
進
に
よ
り
、
俗
人
の
手
に
成
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
信
仰
は
、
仏
伝
や
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
知
識
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ

る
。
世
俗
的
な
願
い
が

そ
こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、　
そ
れ
以
上
に
比
丘
の

ア
ビ
グ
ル
マ
の
哲
学
が
表
わ
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
倉
）。

右

の
よ
う
な
ス
ト
ゥ
パ
に
対
す
る
俗
人
の
信
仰
は
、
修
行
者
的

・
修
道
院
的
な
方
向
と
は
異

っ
て
居
り
、
前
述
の
よ
う
に
比
丘
た
ち
は

ス
ト
ゥ
パ
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ

っ
た
。
し
か
し
や
が
で
、
こ
れ
ら
の
真
摯
な
俗
人
の
信
仰
運
動
を
、
比
丘
た
ち
も

一
つ
の
仏
教
と
し
て

認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
時
期
が
や

っ
て
来
る
。

ス
ト
ゥ
パ
建
立
の
功
徳
が
、
経
典
に
も
し
き
り
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も

そ
の
功
徳
は
単
に
俗
人
に
と

っ
て
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、　
比
丘
に
と

っ
て
も
同
様
で
あ
る
。　
例
え
ば
パ
ー
リ
伝
の
古
い

『
長
老
掲
』

に

は
、　
ス
ト
ゥ
パ
に
関
説
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
『
讐
喩
経
』
（南
伝
、
二
十
六
、
二
十
七
巻
）
に
は
、　
比
丘
の
ス
ト
ゥ
パ
ヘ
の
奉
仕
が
、　
功

徳
と
し
て
し
き
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、　
俗
人
の
も
の
で
あ

っ
た
ス
ト
ゥ
パ
が
、　
比
丘
の
修
道
院
的
な

精
舎
の
中
に
も
、　
や
が
で
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
実
例
は
、
多
く
の
石
窟
寺
院
に
お
い
て
明
白
で
あ
り
、
ま
た
各
地
の
寺
院
、
特
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
グ
の
遺
跡
な
ど
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。



高
田
氏
は
、
精
舎
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
と
し
て
、
「礼
拝
の
対
象
を
祀
る
堂
塔
と
…
僧
房
」
と
を
あ
げ
て
い
る
２
）。

し
か
し
こ
の

表
現
は
正
確
で
は
な
い
。
仏
教
石
窟
が

一
般
に
、
チ
ャ
イ
ト
ヤ
窟
と
僧
房
窟
と
に
分
類
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
の
よ
く
知
る
所
で
あ
り
、

こ
れ
が
順
次
に
右
の
二
要
素
に
蓋
当
す
る
こ
と
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
僧
房
と
礼
拝
所
と
い
う
こ
と
は
、
高
田
氏
の
論
じ

て
い
る
後
期
の
定
住
の
精
舎
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
け
れ
ど
も
、　
一
般
の
僧
伽
の
構
成
要
素
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
と
な
れ

ば
仏
陀
が
な
お
在
世
し
て
い
た
最
初
期
や
、　
あ
る
い
は
小
乗
的
な

時
代
の
僧
伽
に
、　
礼
拝
所
が
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
比
丘
た
ち
は
、
救
済
者
を
求
め
ず
、
天
上
の
楽
園
を
求
め
ず
、
苦
行
者
的
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば
自
己
礼
拝
者
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ

っ
た
２
）。　
か
れ
ら
は
、
後
世
の
意
味
で
の
礼
拝
の
対
象
を
持

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。　
事
実
、
前
述
の
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
園
で
は
、
比
丘
の

合
宿
す
る
堂
合
は
あ
る
が
、
そ
の
他
に
祠
廟
（
チ
ャ
イ
ト
ヤ
）
の
跡
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
僧
房
と
礼
拝
所
の
二
要
素
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
僧
房
と
集
会
所
の
二
要
素
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
僧
房
は
比
丘
た
ち
が
休
息
を
と
り
、
雨
露
を
し
の
ぎ
、
特
に
雨
安

居
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
集
会
所
は
、
毎
月
の
布
薩
を
行
な
う
た
め
、
全
比
丘
が
集
会
す
る
場
所
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の

集
会
は
、
屋
外
の
広
場
で
も
行
な
い
う
る
が
、
そ
の
た
め
の
堂
舎
が
設
け
ら
れ
た
と
き
、　
そ
れ
が
集
会
堂

倉
０
群

，
劇
●
”
‐∽
飼
【こ

と
呼
ば

れ
る
。

ス
ト
ゥ
パ
が
比
丘
の
精
舎
に
導
入
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
集
会
堂

へ
の
導
入
で
あ

っ
た
２
）。
集
会
堂
は
か
く
し
て
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂

↑
？

二
く
”
，∞
”
ｒ
鶴
こ

と
な
り
、　
石
窟
の
場
合
は
チ
ャ
イ
ト
ヤ
窟
と
呼
ば
れ
て
い
る
。　
こ
の
場
合
、
チ
ャ
イ
ト
ヤ
と
は
ス
ト
ゥ
パ
と
同
義
で
あ

り
、
チ
ャ
イ
ト
ヤ
を
祀
る
こ
と
は
、
仏
陀
そ
の
人
の
現
前
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
に
お
い
て
集
会
す
る

こ
と
は
、
ス
ト
ゥ
パ
の
前
で
集
会
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
か
つ
て
在
り
し
日
の
仏
陀
の
面
前
で
集
会
し
た
情
景
を
比
丘
た
ち
に
思
い

起
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
チ
ャ
イ
ト
ヤ
の
お
か
れ
て
い
る
聖
所
に
は
、
右
続
の
道
も
お
お
む
ね
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
俗
人
の
ス
ト
ゥ

仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
言
一



仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

パ
礼
拝
と
極
め
て
類
似
し
た
精
神
が
、
比
丘
た
ち
に
も
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
次
の
段
階
で
仏
像
が
発
明
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
紀
元
後

一
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
明
者
が
出
家
者
で
あ
る
か
在
家
者
で
あ

る
か
に
つ
い
て
の
確
証
は
見
出
し
が
た
い
が
、
仏
像
の
出
現
を
熱
心
に
歓
迎
し
た
者
は
在
家
者
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
像

容
に
よ

っ
て
、
ス
ト
ゥ
パ
以
上
に
仏
陀
そ
の
人
の
現
前
を
実
感
的
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
比
丘
た
ち
は
こ
の
仏
像
に
対

し
て
も
拒
否
的
な
態
度
を
と

っ
た
と
思
わ
れ
る
跡
が
あ
る
。
仏
像
の
奉
祀
を
そ
の
後
も
長
く
拒
否
し
た
部
派
の
存
在
が
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
グ
の
遺
跡
に
実
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

，
）。　
し
か
し

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、　
漸
次
比
丘
た
ち
も
仏
像
を
承
認
す
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
、

ス
ト
ゥ
パ
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
比
丘
の
精
舎
の
中
に
も
、
漸
次
仏
像
が
造
立
せ
ら
れ
、

ス
ト
ゥ
パ
と
相
並
び
、
ス

ト
ゥ
パ
に
と

っ
て
代
り
、
さ
ら
に
後
に
は
聖
所
と
し
て
の
仏
殿
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

比
丘
の
生
活
に
お
い
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
集
会
所
の
あ
り
方
を
、
石
窟
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
第

一
に
チ
ャ
イ
ト
ヤ
窟
が

そ
の
集
会
の
場
所
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
古
い
石
窟
で
は
チ
ャ
イ
ト
ヤ
は
チ
ャ
イ
ト
ヤ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
後
期
の
仏
像
以
後
の
時
代

の
石
窟
で
は
、
チ
ャ
イ
ト
ヤ
の
上
に
仏
像
が
重
ね
て
表
現
せ
ら
れ
た
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
僧
房
窟
は

一
般
に
比
丘

の
住
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
央
の
広
間
は
、
こ
れ
ま
た
集
会
の
用
に
供
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
殊
に
後
期
の
石
窟
に
お
い

て
、
中
央
奥
壁
の
一
室
が
荘
厳
さ
れ
た
仏
殿
と
な

っ
て
か
ら
は
、
僧
房
窟
そ
の
も
の
が
仏
殿
窟

の
観
を
呈
し
、
従

っ
て
チ
ャ
イ
ト
ヤ
窟
と

同
じ
機
能
を
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
分
）。

ま
た
ス
ト
ゥ
パ
の
あ
り
方
を
中
心
に
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ

（三
―
五
世
紀
）
の
例
を
見
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
精
舎
の

一

単
位
に
四
つ
の
要
素
が
見
ら
れ
る
。
①

マ
ハ
ー

・
ス
ト
ゥ
パ
（大
塔

ヨ
”

，
謬
宙
０
じ
。

こ
れ
は

一
般
俗
人
が
自
由
に
礼
拝
し
え
た
も
の
と

思
わ
れ
、
比
丘
の
住
房
か
ら
は
や
や
離
れ
た
位
置
に
あ
る
独
立
の
大
塔
で
あ
る
。
②
比
丘
の
住
房
。
こ
こ
へ
は
普
通
俗
人
は
立
入
る
こ
と



が
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
比
丘
の
個
室
の
列
か
ら
成
る
も
の
で
、
台
所
や
倉
庫
な
ど
が
附
属
し
て
い
る
。

③

マ
ン
グ
パ

（日
”
う
０
”
０
じ
。

右

の
住
一房
の
中
央
の
広
場
が
そ
れ
で
、
屋
根
が
架
せ
ら
れ
、
集
会
の
用
に
当
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
０
チ
ャ
イ
ト
ャ
堂

↑
”
”■
”
“
【，
こ
。

比
丘
の
住
房
の
域
内
に
、
あ
る
い
は
直
接
そ
れ
に
附
属
し
て
、
前
方
後
円
の
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。　
一
つ
の

場
合
も
あ
る
が
、
二
つ
が
向
い
合

っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
い
ず
れ
も
数
名
が
入
り
う
る
だ
け
の
狭
小
な
ス
ペ
ー
ス
し
か
な
く
、
集
会
の

た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
中
に
は
時
に
チ
ャ
イ
ト
ヤ
を
、
時
に
仏
の
立
像
を
納
め
、
純
粋
に
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
。
後
世
の
観
念
を
用
い

て
い
え
ば
、
外
部
の
マ
ハ
ー

・
ス
ト
ゥ
パ
を
本
堂
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
比
丘
た
ち
の
内
仏
に
相
当
す
る
。
以
上
の
四
要
素
が

一
般
に
ナ
ー

ガ
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ
で
認
め
ら
れ
る
が
、
０
の
マ
ハ
ー

・
ス
ト
ゥ
パ
の
み
の
例
や
、
０
と
②
の
み
の
例
も
あ
る
。

グ
プ
タ
以
後
の
マ
ハ
ー

・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
で
は
、
右
の
石
窟
や
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ
の
要
素
を
含
み
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
も
や
や

異

っ
た
様
式
と
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
は
、
後
期
石
窟
と
同
じ
よ
う
に
、
必
ら
ず
僧
一房
の
中
央
奥
壁
の
一
室
が
仏
殿
に

当
て
ら
れ
、
そ
の
前
面
の
中
庭
は
、　
マ
ン
ダ
パ
と
も
称
す
べ
く
、
集
会
の
用
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
他
に
、
石
窟

で
も
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ
で
も
見
ら
れ
た
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
、
あ
る
い
は
集
会
堂
は
、
全
く
見
ら
れ
な
い
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
は
こ

れ
ら
の
僧
房
群
に
向
い
合

っ
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ
に
お
け
る
マ
ハ
ー

・
ス
ト
ゥ
パ
に
相
当
す
る
建
造
物
が
前
面
に
並
ん
で
い

る
。　
し
か
し
そ
れ
ら
が

ス
ト
ゥ
パ
の
形
を
し
て
い
た
か
否
か
は
疑
が
わ
し
く
、　
む
し
ろ
仏
陀
伽
耶
に
お
け
る

大
精
合
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
高
塔

♂
丼
〓
鶴
じ

を
有
す
る
建
物
の
よ
う
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
の
中
に
は
最
初
か
ら
仏
像
が
奉
祀
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

さ
れ
る
。

＊

仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）

一
五



仏
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（長
尾
雅
人
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一
六

以
上
を
綜
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
仏
教
々
団
と
そ
の
造
営
物
の
発
展
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
①
土
地
だ

け
の
場
合
。
前
述
の
竹
林
の
遊
園
が
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
、
精
舎
の
発
祥
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
で
は
比
丘
た
ち
の
住
所
は

一
時
的
な
仮

小
屋
で
あ
り
、
集
会
は
屋
外
で
行
な
わ
れ
た
。
②
土
地
と
共
に
半
永
久
的
な
建
造
物
の
寄
進
。
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
園
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
大
き
な
ホ
ー
ル
と
附
随
の
建
物
が
あ
る
だ
け
で
、
比
丘
の
個
室
は
な
い
。
比
丘
た
ち
は
こ
こ
に
雑
居
し
て
宿
泊
し
た
の
で
あ
り
、

布
薩
の
集
会
も
同
じ
広
間
で
、
あ
る
い
は
屋
外
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
礼
拝
所
な
ど
が
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で

あ
る
。
③
比
丘
僧
伽
の
定
住
。
漸
次
定
住
す
る
に
至

っ
て
、
恐
ら
く
比
丘
の
個
室
が
設
け
ら
れ
、
僧
伽
の
財
産
も
備
畜
さ
れ
た
。
０
修
道

院
の
創
設
と
確
立
の
時
代
。
右
の
０
の
形
態
の
も
と
に
内
容
的
に
は
修
道
院
が
創
ま
る
。
そ
の
実
例
は
石
窟
に
お
い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ

る
が
、
そ
こ
に
は
住
一房
と
集
会
堂
と
の
二
要
素
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
集
会
堂
に
は
、
い
つ
の
頃
か
に
チ
ャ
イ
ト
ヤ
が
導
入
さ

れ
、
さ
ら
に
後
に
は
仏
像
も
採
用
さ
れ
て
、
礼
拝
の
慣
習
が

一
般
化
さ
れ
る
。
仏
像
の
盛
行
は
、
別
に
聖
所
と
し
て
の
仏
殿
の
創
設
と
も

な

っ
た
。
集
会
堂
で
は
、
布
薩

の
ほ
か
に
講
義
も
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
修
道
院
と
し
て
の
研
究
と
教
育
と
が
、
住
一房
と
集

会
堂
と
の
両
者
を
通
じ
て
広
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
Ｑ
大
学
と
し
て
の
マ
ハ
ー

・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
。
形
態
や
機
能
は
０
の
修
道

院
に
見
ら
れ
る
も
の
と
類
似
す
る
が
、
規
模
が
甚
だ
大
き
く
な
り
、
か
つ
単
位
と
し
て
の
精
舎
が
多
く
集
め
ら
れ
て
、
綜
合
大
学
の
観
を

呈
す
る
よ
う
に
な
る
。

日
本
の
初
期
仏
教
の
七
堂
伽
藍

の
中
、
僧
坊
は
イ
ン
ド
の
僧
一房
に
等
し
い
が
、
塔
は
マ
ハ
ー
ス
ト
ゥ
パ
と
チ
ャ
イ
ト
ヤ
堂
内
の
チ
ャ
イ

ト
ヤ
と
の
二
系
統
の
観
念
の
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
金
堂
（仏
殿
）
の
あ
る
の
が
奇
で
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
ス
ト
ッ
パ
が
仏
像

に
と

っ
て
代
ら
れ
、
さ
ら
に
仏
殿

へ
進
展
し
た
あ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
塔
と
金
堂
と
が
寺
院
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
、
正
し
く
イ
ン
ド

的
な
意
識
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
塔
と
金
堂
と
の
意
味
、
そ
れ
ら
が
結
局
同

一
物
で
あ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な



か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
後
に
は
塔
の
意
味
が
曖
味
と
な
り
、
装
飾
的
な
附
属
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

日
本
の
講
堂
は
、
イ
ン
ド
の
集
会
堂
の
名
残
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
の
食
堂
や
鐘
楼
や
浴
室
等
の
機
能
は
、
イ
ン
ド
に
も

あ

っ
た
筈
で
あ
る
が
、
建
築
遺
趾
と
し
て
は
お
う
む
ね
明
ら
か
で
な
い
。
祗
園
精
舎
で
門
の
建
造
が
特
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
本

で
七
堂
伽
藍
に
三
門
や
大
門
を
含
ま
せ
る
考
え
方
と
、
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（１
）

佐
藤
密
雄

『原
始
仏
教
教
団
の
研
究
』
（山
喜
房
、
昭
三
八
刊
）。
平
川
彰

『原
始
仏
教
の
研
究
』
（春
秋
社
、
昭
三
九
刊
）、
全
上

『
初
期
大
乗

仏
教
の
研
究
』
（春
秋
社
、
昭
四
三
刊
）。
早
島
鏡
正

『初
期
仏
教
と
社
会
生
活
』
（岩
波
書
店
、
昭
三
九
刊
）。
塚
本
啓
祥

『初
期
仏
教
教
団
史
の
研

究
』
（山
喜
房
、
昭
四
一
刊
）。
芳
村
修
基
編

『仏
教
教
団
の
研
究
』
（百
華
苑
、
昭
四
三
刊
）。

（２
）

高
田
修

「僧
院
と
仏
塔
―
―
イ
ン
ド
に
お
け
る
伽
藍
の
形
成
」、
『仏
教
芸
術
Ｌ
ハ
九
、　
一
九
六
八
年
所
載
、
後
、
高
田
修

『仏
教
美
術
史
論
考
』

（中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
四
四
刊
）所
収
。

（３
）

上
野
照
夫
編

『世
界
の
文
化
３
、
イ
ン
ド
』
（河
出
書
房
、
昭
四
〇
刊
）所
収
、
「仏
教
教
団
と
文
化
活
動
」、
そ
の
増
補
英
訳
、
『
き

ヽ
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いヽ
ミ
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”
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・

（４
）

芳
村
編
前
引
書
所
収
、
中
村
元

「形
成
途
上
の
教
団
」
四
八
ペ
ー
ジ
。

（５
）

南
伝
大
蔵
経
、
四
、
三
〇
二
ペ
ー
ジ
（律
蔵
小
品
、
破
僧
健
度
）。

（６
）

同
右
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
（小
品
、
臥
坐
具
健
度
）。

（７
）

結
界
の
こ
と
は
、
大
品
布
薩
健
度
（南
伝
、
三
、　
一
八
八
ペ
ー
ジ
以
下
）
に
詳
し
い
が
、
雨
安
居
の
場
合
に
も
そ
れ
は
適
用
さ
れ
る
。
結
界
は
、

最
初
は
臨
時
に
土
地
の
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
後
世
、
す
な
わ
ち
比
丘
が
定
住
し
て
か
ら
後
は
、
あ
る
精
合
の
境
内
の
意
味
に
用
い

ら
れ
た
り
、
や
や
広
く
は

「教
区
」
を
意
味
し
た
り
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
具
体
的
物
質
的
な
土
地
で
は
な
く
、
よ
り
精
神
的
に

「戒
壇
」
の
設
定

を
意
味
し
た
り
、
清
浄
神
聖
な
区
域
を
意
味
し
た
り
、
あ
る
い
は
密
教
的
な
行
法
に
お
け
る
壇
や
マ
ン
グ
ラ
の
設
定
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う

で
あ
る
。

仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

（８
）

出
家

Ｃ
８
１
●
こ

も
遊
行

Ｃ
営
”１

，
こ

も
、
語
原
的
に
は
殆
ん
ど
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
後
に
は
仏
教
以
外
の
一
団
と
し
て
遊
行
者
の
群
が

考
え
ら
れ
た
場
合
が
、
経
に
も
律
に
も
見
ら
れ
る
。

（９
）

律
蔵
に
は
、
仏
物

。
僧
伽
物
と
い
っ
て
財
産
の
帰
属
を
区
別
し
、
ま
た
そ
れ
と
並
行
し
て
仏
地

。
僧
地
な
ど
の
語
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
最

初
期
の
仏
教
教
団
に
、
こ
の
よ
う
な
区
別
が
ど
と
ま
で
妥
当
す
る
か
疑
が
わ
し
く
思
わ
れ
る
。

（１０
）

塚
本
前
引
書
、
三

一
三
ベ
ー
ジ
。

（Ｈ
）
　

『
世
界
の
名
著
１
』
原
始
仏
典
（中
央
公
論
社
、
昭
四
四
刊
）
五
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
・２

）

ヽ
ド
ヽ
ヽヽ

ヽ

卜

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ミ
繊
Ｏ
い
ヽ

』
Ｓ

や
ミ
ヽ
一
Φ
い
∞
―
輌
卜
¨
Ｈ
Φ
い
一
―
い
い
¨
【
Ｏ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
い
∞
〕
Ｈ
Φ
い
∞
１
０
ｐ

（・３
）

南
伝
、
四
、
三
二
五
―
二
七
ベ
ー
ジ
。

（‐４
）

南
伝
、
三
、　
三
二
四
ペ
ー
ジ
。

（・５
）

平
川

『原
始
仏
教
の
研
究
』
、
三

一
一
ペ
ー
ジ
。

（・６
）

友
松
円
諦

『仏
教
に
於
け
る
分
配
の
理
論
と
実
際
』
上
（春
秋
社
、
昭
四
〇
刊
）
、
六
七
ベ
ー
ジ
。

（・７
）

前
引
、
中
村
元

「形
成
途
上
の
教
団
」
、
六
二
―
六
三
ペ
ー
ジ
。

（”Ю
）
　
∽
・　
】）
〓
”一
　
ｈ
”ミ
ヽ
ヽ
゛
●ヽヽ

い
ヽ
ｏ
ヽ
ヽ
い
ヽ
ヽ
ヽ
い
ヽ
ｓ
ヽ
ヽ
●ヽ
ヽヽ
ヽヽ
●
へヽ
、
ヽ
Ｓ
ヽ
、ヽ
「　
ｒ
ｏ
●
』
ｏ
●
　
い０一
い
¨
●
●
・　
ω
Ｈ̈
　
ド∞Φ
・

（・９
）

パ
‐
り

『
大
般
涅
槃
経
』
に
よ
れ
ば
、
阿
難
に
向
っ
て
世
尊
は
、
お
ま
え
た
ち
は
舎
利
供
養
に
心
を
労
す
る
必
要
は
な
い
、
と
告
げ
て
い
る
。

南
伝
、
七
、　
〓

エ
ハ
ペ
ー
ジ
。
平
川

『
初
期
大
乗
仏
教
』
六
〇
七
ペ
ー
ジ
以
下
、
参
照
。

（２０
）

南
伝
、
九
、
中
部
経
典
第
四
経
（怖
骸
経
）
、
二
四
ペ
ー
ジ
、
「卿
窪
曇
は
彼
等

（弟
子
た
ち
）
の
先
行
者
た
り
、
…
…
援
助
者
た
り
、
…
…
督
励

者
た
り
」
。

（２‐
）

∽
・
∪
●
”一
ｓヽ

ヽ
ミ
‥
も
・
一
９

（２２
）
　
∽
・
∪
・
諄
】
ｓヽ
・
ｓ、
こ
０
・
【∞
ト

（２３
）

国
・
Ｎ
】ヨ
ヨ
８
・『
ヽ
ヽ
ヽ
ミ

ｏヽ

ヽヽ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
●
゛

く
２
ｃ
ヨ
ｏ
Ｏ
う
ｏ
（Ｚ
ｏ
■

く
ｏ
『●

ＨΦ
Ｏｏ
）
や

●
∞
ド

（２４
）

高
日
前
引
論
文
、
昭
四
四
刊
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

（２５
）

Ｎ
」ヨ
Ｂ
ｏ
い
ｏヽ

い
、
・
や

い
０
９

（２６
）

た
だ
し
ツ
ィ
ン
マ
ー
は
、
何
の
飾
り
も
な
い
簡
素
な
最
初
期
の
石
窟
の
ス
ト
ゥ
パ
を
、
俗
人
の
献
身
的
な
信
仰
の
産
物
で
は
な
く
、
比
丘
の
苦



行
者
的
な
生
活
に
お
け
る
崇
敬

の
産
物
と
考
え
て
い
る
。
Ｎ
日
ヨ
ｑ
・
Ｓ

・
ヽ
ミ

¨
や

健
Υ
８
・

（
２７
）
　
国
・
∽
”
『
Ｆ
●
Ｆ

∽
ミヽ
ヽ
や
●
ヽヽ

”
ヽ
ヽ
さ

』
ミ
ヽ
ヽ
、
、●
、
、
ヽ
い
や
おヽ
ミ
ヾ
ミ

０
「
ぃ
ｏミ
゛

∪
ε
Ｆ
¨
い
Ｏ
ｏ
ｐ

●
・
Φ
卜
Ｒ
・

（
２８
）

∽
・
∪
“
↑●
も
ヽ

い
ミ
こ

●
・
ド
い
ｏ
識
・

仏
教
教
団
の
原
始
形
態

（長
尾
雅
人
）

一
九
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