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僧
伽

の
和
合
と
六
和
敬

。
十
和
敬

原
始
仏
教
の
修
行
者
の
修
行
目
的
は
、
解
脱
を
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
修
行
者
が
集
ま

っ
て
集
団
生
活
を
営
む
場

合
に
は
、
平
和
の
実
現
が
そ
の
集
団
の
目
的
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
目
的
を
達
成
し
て
し
ま

っ
た
人
が
何
を
な
す
べ

き
か
と
い
う
こ
と
に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
仏
陀
の
場
合
に
は
、
自
利
を
達
成
し
て
も
、
な
お
利
他
の
目
的
が
あ

っ
た
が
、
弟
子
達

の
場
合
に
は
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
と
に
は
触
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
原
始
仏
教
教
団
の
社
会
理
想

は

「和
合
僧
」
で
あ

っ
た
Ｔ
）。　
し
か
し
僧
伽
に
は
修
行
の
完
成
し
た
人
の
み
が
い
た
の
で
は
な
い
。　
む
し
ろ
未
完
成
の
弟
子
の
方
が
多

か

っ
た
の
で
あ
る
。
阿
含
経
に
は
、
解
脱
を
完
成
し
た
比
丘
の
話
や
、
阿
羅
漢
の
話
が
多
い
た
め
に
、
あ
た
か
も
原
始
仏
教
教
団
は
聖
者

の
集
団
の
ご
と
き
感
じ
を
受
け
る
が
、
律
蔵
か
ら
み
る
と
、
原
始
仏
教
時
代
の
比
丘
も
、
人
間
的
で
あ
り
、
欲
望
も
あ
り
、
怒
り
や
嫉
妬

も
あ
り
、
現
代
人
と
そ
れ
程
異
な
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
僧
伽
は
和
合
を
理
想
と
し
て
い
た
が
、
し
か
し
和
合
の
実
現
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し
な
い
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
仏
陀
の
教
説
も
種
々
に
説
か
れ
て
い
る
。

評
い
の
あ
る
と
き
、
そ
の
評
い
を
克
服
し
て
和
合
を
実
現
す
る
た
め
の
教
説
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は

「
六
和
敬
法
」

の
教
説
で
あ

る
。

コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
比
丘
た
ち
が
些
細
な
こ
と
か
ら
二
派
に
分
か
れ
て
争
い
、
闘
評
し
、
議
論
し
、
和
睦
し
な
か

っ
た
と
き
、
仏
陀
は

「
六
和
敬
」

の
教
え
を
説
か
れ
た
と
い
う
。

そ
の
と
き
仏
陀
は
争

っ
て
い
る
比
丘
た
ち
を
呼
ん
で
教
誠
さ
れ
た
。
「汝
等
は
互
い
に
闘
講

を
な
し
、
論
争
し
、　
議
論
を
し
て
い
る
と
き
、　
相
手
に
た
い
し
て
、　
陰
に
陽
に
六
和
敬
を
行
な

っ
て
い
る
か
」
と
問
わ
れ
、　
六
和
敬
法

↑
口
”
綸
島
●
ぞ
脚
０

，
”
８
日
ど

を
説
か
れ
た

，
）。
翌
ハ
和
敬
法
を
実
行
す
れ
ば
、
相
互
に
親
愛
の
情
を
生
じ
、
尊
敬
を
生
じ
、
全
体
が
よ

く
ま
と
ま
り
、
評
い
を
し
ず
め
、
和
合
平
和
を
実
現
す
る
」
と
い
う
。
そ
の
六
和
敬
法
と
は
、
共
に
生
活
す
る
人
び
と
に
た
い
し
て
、
表

面
で
も
陰
で
も
身
業
に
お
い
て
慈
悲
を
行
な
う
こ
と
が
、
第

一
の

「身
和
敬
法
」
で
あ
る
。
第
二
は
語
業
に
お
い
て
慈
悲
を
行
な
う

「
口

和
敬
」
で
あ
り
、
第
二
は
意
業
に
お
い
て
慈
悲
を
行
な
う

「意
和
敬
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
に
お
い
て
も
、
言
葉
に
お
い
て
も
、
心

に
お
い
て
も
、

つ
ね
に
同
輩
に
た
い
し
て
慈
悲
を
実
行
す
る
こ
と
が
、
三
種
の
和
敬
法
で
あ
る
。
第
四
は
如
法
に
得
ら
れ
た
物
は
、
た
と

い
鉢
に
入
る
ほ
ど
の
僅
か
な
物
で
も
、
持
戒
の
同
梵
行
者
と
共
に
分
配
し
て
受
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
得
ら
れ
た
物
を
共
に
分

か
ち
あ
う
こ
と
が
、
第
四
の

「利
和
敬
法
」
で
あ
る
。

第
五
の
和
敬
法
は
、
「戒
平
等
受
持
」
で
あ
り
、　
全
員
が
同
じ
戒
律
を
正
し
く
実

行
す
る

「戒
和
敬
」
で
あ
る
。
同
じ
生
活
規
則
を
守
る
こ
と
が
、
集
団
生
活
の
平
和
を
実
現
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
。
第
六
の
和
敬
法
は

「見
平
等
受
持
」
で
あ
り
、
「見
」
す
な
わ
ち
教
法
に
た
い
し
て
同
じ
理
解
を
も
ち
、　
信
仰
を

一
に
す
る

「見
和
敬
」
を
い
う
。

受
持
す

る
教
法
が
異
な

っ
て
い
て
は
、
僧
伽
の
平
和
は
実
現
さ
れ
な
い
。

要
す
る
に
六
和
敬
法
と
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
同
輩
に
た
い
し
て
つ
ね
に
尊
敬
と
慈
悲
の
心
を
も
つ
て
交
わ
り
、
同
輩
と
同
じ
教
法

を
学
び
、　
同
じ
戒
律
を
行
な
い
、　
得
ら
れ
た
も
の
を
平
等
に
分
配
し
て
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
。　
こ
れ
ら
の
中
で
と
く
に
重
要
な
こ
と



は
、
相
互
に
尊
敬
し
あ
る
こ
と
で
あ
る
。　
こ
の
六
和
敬
法
は
、
『
大
般
涅
薬
経
』
で
は

「
六
不
退
法
」
（３

，
”
つ
鶴
夢
倒
●
】く
の
Ｏ
σ
”
日
日
Ｏ

と
し
て
説
か
れ
、
僧
伽
に
こ
れ
ら
の
六
不
退
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
限
り
は
、
僧
伽
に
繁
栄
が
期
待
せ
ら
れ
、
一泉
亡
は
無
い
で
あ
ろ
う
と

説
か
れ
て
い
る
Ｃ

。

阿
含
経
に
は

「
六
和
敬
法
」
の
外
に

「十
和
敬
法
」
も
説
か
れ
て
い
る
。
経
典
に
よ
る
と
仏
陀
が
舎
衛
城
の
祗
園
精
舎
に
住
し
て
お
ら

れ
た
と
き
、
比
丘
た
ち
が
講
堂
に
集
ま

っ
て
、
評
い
を
お
こ
し
、
闘
静
を
な
し
、
評
論
し
、
舌
鋒
す
る
ど
く
互
い
に
攻
撃
し
た
と
い
う
。

仏
陀
は
そ
れ
に
関
連
し
て

「十
和
敬
法
」
α
器
”
Ｑ
σ
”
ヨ
ヨ
図
３
３
●
ぞ
剛
を
説
か
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
実
行
す
れ
ば
、
相
互
に

親
愛
の
情
を
生
じ
、
尊
敬
を
生
じ
、
全
体
が
よ
く
ま
と
ま
り
、
評
い
を
し
ず
め
、
和
合
平
和
を
実
現
す
る
と
説
か
れ
た
。
そ
の
十
和
敬
法

と
は
、
１
波
羅
提
木
叉
を
学
ぶ
こ
と
、
２
多
聞
で
あ
る
こ
と
、
３
善
友
を
持

つ
こ
と
、
４
従
順
で
あ
る
こ
と
、
５
同
輩
の
事
業
を
よ
く
助

け
る
、
６
法
と
律
と
に
勝
れ
た
喜
び
を
持

つ
、
７
善
法
を
具
足
す
る
た
め
に
精
進
す
る
、
８
少
欲
知
足
で
得
ら
れ
る
も
の
で
満
足
す
る
、

９
正
念
正
知
で
あ
る
、

１０
諸
法
の
生
滅
に
た
い
す
る
正
し
い
智
慧
を
も
つ
こ
と
、　
以
上
の
十
で
あ
る
Ｔ
）。　
以
上
の
十
法
を
実
行
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
僧
伽
に
和
合
が
実
現
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

さ
き
の
六
和
敬
の
中
の
見
和
敬
と
利
和
敬
と
は
、
律
蔵
で
は

「法
食

Ｑ
σ
ミ
ロ
”
‐部
●
び

，
ｏ
∞
Ｐ

味
食

即
日
ぃ８
‐邸
君
げ
ず
ｏ
”
”
を
共
に
す

る
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『
摩
詞
僧
祗
律
』
で
専
ら
使
う
言
葉
で
あ
る
が
、
挙
罪
渇
磨
を
課
せ
ら
れ
て
僧
伽
か
ら
排

斥
さ
れ
た
比
丘
と
は
、
法
食
、
味
食
を
共
に
し
な
い
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
↑
）。　
た
と
え
ば
邪
説
を
唱
え
て
、　
僧
伽
か
ら
忠
告
さ

れ
て
も
そ
の
邪
説
を
捨
て
な
い
比
丘
に
課
せ
ら
れ
る

「悪
見
不
捨
挙
渇
磨
」
や
、
戒
律
を
破

っ
て
も
罪
を
認
め
な
い
比
丘
に
課
せ
ら
れ
る

「
不
見
罪
挙
渇
磨
」
や

「
不
懺
悔
挙
渇
磨
」
を

「挙
罪
渇
磨
↑
ざ

と
い
う
が
、　
か
か
る
比
丘
は
僧
伽
か
ら
排
除
さ
れ
る
。　
即
ち
他
の
清

浄
比
丘
は
か
か
る
比
丘
と
交
際
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

「法
食
」
を
共
に
し
な
い
と
い
う
。
但
し
か
か
る
比
丘
に
も
糧
道
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二
四

を
断
つ
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
食
物
の
分
配
に
は
あ
づ
か
る
の
で
あ
る
。
故
に

「味
食
を
共
に
し
な
い
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
共
同
生
活
を
し
な
い
か
ら
、
食
堂
で

一
諸
に
坐
す
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
を
法
食

・
味
食
を
共
に
し
な

い
と
言
う
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
僧
伽
は
原
則
と
し
て
法
食
、
味
食
を
共
に
す
る
団
体
な
の
で
あ
る
。

仏
教
の
僧
伽
で
は
、
四
姓
平
等
で
あ
り
、
階
級
の
差
別
を
認
め
な
い
こ
と
も
有
名
で
あ
る
。
出
家
し
て
比
丘
と
な
る
と
き
、
財
産
を
捨

て
妻
子
や
親
族
と
別
れ
る
だ
け
で
な
く
、
世
俗
の
階
級
や
身
分
等
も
す
べ
て
捨
て
る
の
で
あ
り
、
釈
氏
沙
門
と
い
う
資
格
だ
け
を
う
る
の

で
あ
る
７
）。
か
か
る
僧
伽
の
性
格
も
、
僧
伽
の
和
合
の
実
現
に
重
要
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

二
　
僧
伽

の
謡

い
と
そ
の
取
り
扱

い

僧
伽
は
和
合
を
理
想
と
し
て
い
た
が
、
し
か
し
平
和
の
実
現
は
言
う
は
易
い
が
、
実
現
は
容
易
で
な
い
。
仏
陀
在
世
時
代
の
僧
伽
に
も

静
い
は
有

っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
上
述
の
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
比
丘
達
の
評
い
は
、
仏
陀
在
世
時
代
に
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
僧
伽

の
評
い
は
、
戒
律
に
関
す
る
評
い
と
、
教
法
に
関
す
る
諄
い
と
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
外
に
勢
力
争
い
、
権
力
に
関
す

る
争
い
も
あ
り
得
た
わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
仏
陀
の
滅
後
に
は
、
長
老
達
の
あ
い
だ
に
勢
力
争
い
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と

く
に
大
迦
葉
の
衆
徒
と
阿
難
の
衆
徒
と
の
あ
い
だ
に
争
い
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
律
蔵
に
は
そ
れ
を
暗
示
す
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
戒
律
に
関
す
る
評
い
の
代
表
は
、
仏
滅
百
年
に
お
こ
っ
た

「十
事
非
事
」
の
問
題
で
あ
り
、
教
法
に

関
す
る
静
い
の
代
表
は
提
婆
の
企
て
た
破
僧
の
問
題
で
あ
る
。

僧
伽
に

「譲
事
」
が
お
こ
る
場
合
、　
一
比
丘
が
起
こ
す
場
合
、
二
、
二
人
で
起
こ
す
場
合
と
、
四
人
以
上
の
比
丘
が
起
こ
す
場
合
と
で

事
情
が
異
な
る
。　
四
人
以
上
の
場
合
は
破
僧
に
な
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。　
例
え
ば
提
婆
の
破
僧
の
場
合
、　
提
婆
は
コ
ー
カ
ー
リ



力
、
カ
タ
モ
ー
ラ
カ
テ
ッ
サ
、　
カ
ン
ダ
デ
ー
ヴ
ィ
ヤ
ー
・
プ

ッ
タ
、
　
サ
ム
ッ
ダ
ダ
ッ
タ
の
四
人
の
比
丘
達
と
示
し
合
わ
せ
て
、　
仏
陀
に

「
五
事
」
を
乞
う
た
Ｔ
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。　
こ
れ
は
能
破
者
で
あ
る
提
婆
達
多
を
除
い
て
、
残
り
の
四
人
で
破
僧
が
成
立
す
る
と
見
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
倶
舎
論
』
は
破
僧
を

「破
法
輪
僧
」
８
澪
轟
σ

，
Φ
Ｏ
”
と

「破
渇
磨
僧
」
澪
鶴
日
”
ぴ
ｒ
ｏ
Ｑ
”
と
に
分
け
、
破
法
輪
僧

は
九
人
以
上
、
破
渇
磨
僧
は
八
人
以
上
と
し
て
い
る
●
）。　
破
法
輪
僧
と
は
仏
陀
の
法
輪
を
破
る
も
の
で
あ
り
、　
提
婆
の
破
僧
を
い
う
。

こ
の
場
合
は
能
破
者
の
提
婆
は
妄
語
を
も

っ
て
、
他
の
比
丘
を
誘
惑
し
た
も
の
と
見
て
、
破
僧
の
人
数
の
中
に
加
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
外
道
の
師
が
仏
教
の
比
丘
を
誘
惑
し
て
破
僧
を
行
な
わ
し
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
『
倶
舎
論
』
に
は
、　
こ
の
点
を

「
必
ら
ず

八
必
劉
を
分
か
ち
て
二
衆
と
な
し
、
以

っ
て
所
破
と
な
し
、
能
破
は
第
九
な
り
」
と
説
い
て
い
る
。
破
法
輪
の
場
合
は
、
能
破
者
を
加
え

な
い
で
、
誘
惑
さ
れ
た
比
丘
達
が
四
人
以
上
お
り
、
残
り
の
比
丘
も
四
人
以
上
い
る
場
合
は
、
両
方
と
も
に
僧
伽
と
し
て
成
立
し
う
る
か

ら
、　
彼
等
が
別
々
に
翔
磨
を
な
す
な
ら
ば

「破
僧
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。　
提
婆
の
提
起
し
た

「
五
事
」
は
、　
仏
教
に
似
て
い
な
が

ら
、
し
か
も
異
な
る
教
理
で
あ
る
の
で
、
彼
の
破
僧
は
仏
陀
の
教
理
を
破
壊
し
た
も
の
と
し
て

「破
法
輪
僧
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て

『
倶
舎
論
』
で

「破
渇
磨
僧
」
は
八
人
以
上
と
な
し
て
い
る
の
は
、
能
破
の
人
も
仏
教
の
内
部
の
人
で
あ
る
と
見
る

か
ら
で
あ
る
。　
こ
の
場
合
に
は
、

僧
伽
は
分
裂
し
て
も
両
方
共
に
仏
教
内
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
『
倶
舎
論
』
に
は

「要
ら

ず

一
界
中
の
僧
が
、
二
部
に
分
か
れ
て
別
に
渇
磨
を
作
す
が
故
に
、
八
人
を
須
う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
部
派
仏
教
の
分
裂
は
こ
の

「破

翔
磨
僧
」
の
一
種
と
見
ら
れ
て
い
る
。
僧
伽
の
場
磨
は
四
人
以
上
の
比
丘
で
な
し
う
る
の
で
、
現
前
僧
伽
の
中
で
、
四
人
以
上
の
比
丘
が

二
派
に
分
か
れ
、
別
々
に
渇
磨
を
な
せ
ば
、
こ
れ
は
現
前
僧
伽
の
分
裂
で
あ
る
。
現
前
僧
伽
は
渇
磨
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の

分
裂
を

「破
渇
磨
僧
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

律
蔵
で
は
、
破
法
輪
僧
の
問
題
は
、
提
婆
の
破
僧
を
説
く

「破
僧
健
度
」
で
説
い
て
お
り
、
破
渇
磨
僧
の
問
題
は
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
比
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丘
達

の
評

い
を
説
い
た

「拘
談
弥
健
度
」
で
説

い
て
い
る
。

僧
伽
の
議
事
は
、
そ
の
内
容
か
ら
言

っ
て
、
言
譲

・
教
誠
識

・
犯
罪
評

。
事
話
の

「
四
種
識
事
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

評
事
を
裁
定
す
る
仕
方
に
は

「七
滅
譜
法
」
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
と
に
は
再
説

し
な
い
６
）。　
こ
こ
に
は
評
事
を
起
こ
す
人
数
に
よ
っ
て
、　
評
事
の
性
格
が
異
な
る
点
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
上
述
の
如
く
、
四
人
、
五
人

の
比
丘
が
反
対
意
見
を
持
て
ば
、
僧
伽
に
破
僧
の
危
険
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
、
残
り
の
比
丘
が
三
人
以
下
な
ら

ば
、
翔
磨
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
破
僧
は
成
立
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
よ
う
に
意
見
が
対
立
し
た
場
合
、
そ
の
ど

ち
ら
の
側
の
説
が
正
し
い
の
か
、
ま
た
そ
の
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
何
を
標
準
に
し
て
き
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば

「提
婆
の
五
事
」
に
し
て
も
、
律
蔵
で
は
最
初
か
ら
こ
れ
を
邪
説
で
あ
る
と
き
め
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
提
婆
の
五
事
と
は
、

一
生
涯
乞
食
を
守
る
こ
と
、　
一
生
涯
糞
掃
衣
の
み
で
す
ま
す
こ
と
、　
一
生
涯
露
地
に
住
す
る
こ
と
、　
一
生
涯
魚
肉
を
食
べ
な
い
こ
と
、　
一

生
涯
乳
酪
を
食
べ
な
い
こ
と
の
五
法
で
あ
る
ｎ
）。　
こ
れ
は
仏
教
の
比
丘
の
生
活
法
の
基
本
で
あ
る

「
四
依
」
（乞
食

。
糞
掃
衣

・
樹
下
住

・
陣
棄
薬
）
と
よ
く
似
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
十
二
あ
る
い
は
十
三
種
の
頭
陀
法
に
は
、
こ
れ
ら
よ
り
厳
し
い
生
活
法
も
あ
る
。
故
に

五
事
が
何
故
邪
法
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
五
世
紀
初
頭
に
イ
ン
ド
を
旅
行
し
た
法
顕
の

『
法
顕
伝
』
に
は
、
法
顕

当
時
舎
衛
城
に
は
、
提
婆
達
多
の
徒
衆
が
存
在
し
て
お
り
、
過
去
の
三
仏
を
供
養
す
る
が
、
し
か
し
釈
迦
文
仏
を
供
養
し
な
い
と
伝
え
て

い
る
っ
）。　
こ
れ
で
み
る
と
か
な
り
後
世
ま
で
提
婆
の
徒
衆
が
中
イ
ン
ド
に
い
た
わ
け
で
あ
る
。　
提
婆
の
五
事
で
す
ら
、
追
随
者
が
あ

っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
僧
伽
に
評
い
が
起
こ
っ
た
場
合
、
そ
の
正
邪
を
ど
う
し
て
き
め
る
か
と
い
う
問
題
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
わ
け
で
あ

る
。
講
点
が
戒
律
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
戒
律
の
条
文
や
律
蔵
の
記
述
が
正
邪
判
定
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
仏
滅
百
年
の
十
事
の
問
題
は
律
蔵

に
根
拠
を
求
め
て
、
正
邪
が
判
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
教
法
の
解
釈
の
場
合
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
規
準
の
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
し



て
戒
律
の
場
合
も
、
条
文
解
釈
に
つ
い
て
対
立
が
お
こ
っ
た
場
合
や
、
些
細
な
問
題
の
場
合
に
は
判
定
が
困
難
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合

に
評
い
を
ど
う
し
ず
め
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
実
例
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
が
律
蔵
の

「拘
談
弥
健
度
」
で
あ
る
。

仏
陀
の
在
世
時
代
に
は
、
仏
陀
の
裁
定
に
よ

っ
て
正
邪
は
き
ま

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「破
僧
健
度
」
で
は
、
仏
陀
の
裁
定
に
提
婆

が
敢
え
て
反
対
し
て
破
僧
を
敢
行
し
た
形
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
破
法
輪
僧
の
説
明
は
で
き
な
い
わ
け

で
あ
る
。
拘
談
弥
健
度
で
は
僧
伽
に
静
い
が
起
こ

っ
た
場
合
、
そ
の
何
れ
の
比
丘
の
主
張
が
正
し
い
か
を
仏
陀
が
裁
定
し
な
い
と
い
う
形

で
、
物
語
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
滅
後
の
裁
定
者
の
い
な
い
場
合
を
考
慮
し
て
、
講
い
が
起
こ
っ
て
も
正
邪
が
弁
別
で
き
な

い
と
き
僧
伽
は
ど
う
す
る
か
を
考
慮
し
て
問
題
の
取
り
扱
い
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

拘
淡
弥
健
度
に
よ
る
と
、
あ
る
比
丘
が
罪
を
犯
し
た
。
し
か
し
そ
の
罪
は
軽
微
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
が
罪
で
あ
る
か
ど
う
か
判
然
と

し
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
そ
れ
を
罪
で
あ
る
と
認
め
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
拘
陵
弥
の
現
前
僧
伽
は
彼
を

「
不
見
罪
挙
掲
磨
」
に

か
け
て
挙
罪
し
た
。
し
か
し
こ
の
比
丘
は
、
多
聞

・
持
律
で
あ
り
、
賢
明

・
聡
明
で
あ

っ
た
の
で
、
地
方
に
こ
の
比
丘
を
支
持
す
る
者
が

多
か

っ
た
。
彼
等
が
こ
の
比
丘
を
支
持
す
る
た
め
に
拘
陵
弥
に
来
た
の
で
、
拘
談
弥
の
現
前
僧
伽
は
、
こ
の
比
丘
を
有
罪
と
見
る
比
丘
た

ち
と
、
無
罪
と
見
る
比
丘
た
ち
と
の
二
派
に
分
か
れ
、
評
い
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
に
た
い
し
て
仏
陀
は
、　
挙
罪
を
な
せ
る
比
丘
た
ち
に
対
し
て
は
、
「罪
を
認
め
な
い
比
丘
を
、　
罪
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
不

見
罪
翔
磨
に
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
僧
伽
に
話
い
が
起
こ
り
、
僧
伽
が
破
れ
、
僧
伽
が
別
住
し
、
僧
伽
が
別
異
に
な
る
と
い
う

危
険
が
予
知
さ
れ
る
と
き
に
は
、　
破
僧
事
を
重
ん
ず
る
比
丘
た
ち
は
、　
そ
の
比
丘
を
不
見
罪
掲
磨
に
か
け
て
は
な
ら
な
い
」

と
教
誠
し

た
。
　
つ
ぎ
に
は
挙
罪
さ
れ
た
比
丘
に
た
い
し
て
は
他
の
比
丘
た
ち
が

不
見
罪
渇
磨
を
行
な

っ
た
場
合
、　
自
分
に
は
罪
は
な
い
と
思

っ
て

も
、
若
し
自
分
が
罪
を
認
め
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
僧
伽
に
譜
い
が
起
こ
り
、
僧
伽
が
破
れ
、
僧
伽
が
別
住
し
、
僧
伽
が
別
異
に
な
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る
と
予
想
さ
れ
る
な
ら
ば
、　
破
僧
事
を
重
ん
ず
る
比
丘
は
、　
余
人
を
信
じ
て
自
己
の
罪
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」

と
教
誠
さ
れ
た
と
い

う
■
）。　
す
な
わ
ち
破
僧
が
お
こ
る
危
険
が
あ
る
と
思

っ
た
ら
、
た
と
い
犯
戒
し
た
比
丘
が
あ

っ
て
も
、　
そ
の
比
丘
を
不
見
罪
渇
磨
に
か

け
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
さ
ら
に
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
比
丘
に
た
い
し
て
は
、
若
し
自
分
が
罪
を
認
め
な
け
れ
ば
、
僧
伽

に
破
僧
が
お
こ
る
危
険
が
あ
る
と
見
た
ら
、
余
人
を
信
じ
て
自
己
の
罪
を
認
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
と
く
に
疑
い
を
か
け

ら
れ
た
ら

「余
人
を
信
じ
て
罪
を
懺
悔
す
べ
き
で
あ
る
」
も
ミ
８

，
日

邸
Ｑ
Ｏ

，
回
く
”
り
も
単
Ｌ

０
３
ｏ
Ｓ
び
０
”
と
な
す
点
が
重
要
で
あ
る
。

律
蔵
の

「
五
百
健
度
」
に
は
、
仏
陀
の
入
滅
後
、
五
百
人
の
比
丘
た
ち
が
王
舎
城
に
集
ま

っ
て
法
と
律
と
を
結
集
し
た
が
、
そ
れ
が
す

ん
だ
あ
と
で
大
迦
葉
が
阿
難
を
責
め
た
と
い
う
。
仏
陀
が
入
滅
に
際
し

「
わ
が
滅
後
に
は
、
若
し
僧
伽
が
欲
す
る
な
ら
ば
小
小
戒
を
捨
て

て
も
よ
い
」
と
遺
言
し
た
と
い
う
２
）。　
そ
こ
で
第

一
結
集
の
と
き
、
阿
難
が
こ
の
こ
と
を
披
露
し
た
が
、　
し
か
し
そ
の
小
小
戒
と
は
何

で
あ
る
か
を
阿
難
は
仏
陀
か
ら
聞
い
て
お
か
な
か

っ
た
た
め
に
、
第

一
結
集
の
と
き
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
僧
伽
に
混
乱
が
起
こ

っ
た
。
そ

の
と
き
は
大
迦
葉
が

「仏
陀
の
制
定
し
た
戒
は
す
べ
て
守
り
、
未
制
を
制
せ
ず
、
己
制
を
壊
ら
ず
、
制
に
し
た
が

っ
て
戒
を
持
し
て
住
せ

ん
」
と
提
案
し
、
こ
れ
が
僧
伽
に
容
れ
ら
れ
て
、
小
小
戒
も
す
べ
て
守
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
あ
と
で
大
迦
葉
は
阿
難

に
た
い
し
て
、
「小
小
戒
が
何
で
あ

っ
た
か
を
世
尊
に
問
わ
な
か

っ
た
の
は
汝
の
悪
作
で
あ
る
。　
こ
れ
を
悪
作
罪
と
し
て
懺
悔
せ
よ
」
と

迫

っ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
阿
難
は

「大
徳
よ
、
私
は
そ
の
と
き
失
念
し
て
、
何
が
小
小
戒
で
あ
る
か
を
世
尊
に
問
わ
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
私
は
悪
作
の
罪
で
あ
る
と
は
見
な
い
。
し
か
し
長
老
達
を
信
ず
る
が
故
に

分
”
０
０

，
卸
く
こ

こ
れ
を
悪
作
と
し
て
懺
悔
す
る
」
と
答
え

て
い
る
３
）。　
パ
ー
リ
律
で
は

「
長
老
た
ち
」
が
阿
難
を
責
め
た
と
な

っ
て
い
る
が
、　
四
分
律
、
五
分
律
、
十
誦
律
、
根
本
有
部
律
雑
事

等
は
す
べ
て
こ
れ
を
大
迦
葉
で
あ

っ
た
と
な
し
て
い
る
盆
）。　
例
え
ば
、
十
誦
律
で
は
大
迦
葉
が
阿
難
に

「汝
若
し
仏
に
間
わ
ざ
り
し
な

ら
ば
、
汝
は
突
吉
羅
罪
を
得
、
是
の
罪
、
汝
ま
さ
に
如
法
に
懺
悔
す
べ
し
。
覆
蔵
す
る
な
か
れ
」
と
責
め
て
い
る
。



し
か
し
大
迦
葉
の
呵
責
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か

っ
た
。
第
二
は
、
阿
難
が
か
つ
て
仏
陀
の
雨
浴
衣
を
縫

っ
た
が
、
そ
の
と
き
、
足
で

布
を
踏
ん
で
縫

っ
た
の
は
悪
作
で
あ
る
。

悪
作
と
し
て
懺
悔
せ
よ
と
迫

っ
た
。　
阿
難
は
こ
の
時
も
、
「仏
を
尊
重
し
な
い
た
め
に
足
で
踏

ん
で
縫

っ
た
の
で
は
な
い
。
自
分
は
悪
作
で
あ
る
と
は
認
め
な
い
が
、
長
老
た
ち
を
信
ず
る
が
故
に
、
こ
れ
を
悪
作
と
し
て
懺
悔
す
る
」

と
答
え
て
い
る
。
第
三
に
は
仏
陀
の
入
滅
の
時
、
仏
陀
の
舎
利
を
女
人
等
に
先
に
礼
拝
せ
し
め
た
の
で
、
そ
の
涙
に
よ

っ
て
如
来
の
遺
身

を
汚
し
た
こ
と
を
責
め
、
第
四
に
は
如
来
の
入
涅
薬
が
間
近
か
に
迫

っ
た
と
き
、
如
来
が

「
四
神
足
を
修
し
た
者
は
欲
す
る
な
ら
ば

一
劫

住
し
う
る
と
」
言
わ
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
阿
難
が

「善
逝
よ

一
劫
住
し
た
ま
え
」
と
乞
わ
な
か

っ
た
こ
と
を
責
め
、
第
五
に
は
比
丘

尼
の
出
家
を
許
し
た
た
め
に
正
法

一
千
年
が
五
百
年
に
減
じ
た
と
い
う
が
、
比
丘
尼
の
出
家
を
、
如
来
に
乞
う
た
の
は
阿
難
で
あ

っ
た
た

め
に
、
女
人
の
出
家
を
得
じ
め
た
こ
と
を
悪
作
と
し
て
責
め
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
の

一
一
に
た
い
し
て
、
阿
難
は
自
分
に
罪
が
あ
る
と
は

思
わ
な
い
が
、
長
老
た
ち
を
信
ず
る
が
故
に
悪
作
と
し
て
懺
悔
を
す
る
と
答
え
て
い
る

，
）。

以
上
の
こ
と
が
実
際
に
第

一
結
集
の
あ
と
で
有

っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
少
く
と
も

一
劫
住
を
乞
わ
な
か

っ
た
と
い
う
こ

と
な
ど
は
、
伝
説
で
あ

っ
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
以
上
の
こ
と
が
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
意
味
は
、
僧
伽
の
多
く
の
人
び
と

か
ら

「汝
に
罪
あ
り
」
と
責
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
「
長
老
た
ち
を
信
じ
て
罪
を
懺
悔
す
る
」

と
い
う
仕
方
が
、　
か
か
る
場
合
の
紛
争
解

決
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
大
勢
の
人
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
い
自
分
は
正
し
い
と
思

わ
な
く
と
も
、
そ
れ
に
随
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
真
理
や
真
実
が
二
重
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。　
一
つ

は
自
分
が
真
理
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
多
く
の
人
が
真
理
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
両
者
は
合

致
す
る
が
、
し
か
し
合
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
自
己
と
社
会
と
が
対
立
し
た
場
合
に
は
、
社
会
を
信
じ
て
そ
れ
に
随
え
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
自
己
が
真
理
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
を
捨
て
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
自
己
の
良
心
を
あ
ざ
む
く
こ
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と
は
で
き
な
い
か
ら
、
自
己
が
正
し
い
と
信
ず
る
こ
と
を
捨
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
己
の
心
の
中
で
は
、
自
己
が

正
し
い
と
信
ず
る
も
の
を
大
切
に
す
る
が
、
し
か
し

一
方
で
は
世
間
が
真
理
と
し
て
立
て
る
も
の
を
尊
重
す
る
謙
虚
さ
を
持
つ
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
僧
伽
の
和
合
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
謙
虚
さ
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
真
理
が
二
重
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
の
認
識
を
こ
え
て
、
真
理
は

一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
無
理
に
強
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
多
数
決
や
暴
力
に
よ
っ
て
真
理
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
真
理
に
二
重
性
格
を
認

め
る
と
は
、
真
理
を

一
義
的
に
無
理
に
決
定
し
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

な
お
拘
談
弥
健
度
に
よ
れ
ば
、
拘
談
弥
の
比
丘
達
は
仏
陀
の
教
誠
に
よ

っ
て
も
和
解
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
挙
罪
を
な
し
た
比
丘
達

は
現
前
僧
伽
の
結
界
の
外
に
出
て
、
そ
こ
で
布
薩
や
翔
磨
を
な
し
、
挙
罪
さ
れ
た
比
丘
に
随
う
比
丘
達
は
界
内
で
布
薩
や
翔
磨
を
な
し
た

の
で
、
破
僧
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
彼
等
は
仏
陀
の
教
誠
に
随
わ
な
か
っ
た
の
で
、
仏
陀
は
拘
談
弥
を
立
ち
去

っ
て
舎
衛

城
に
移

っ
て
し
ま
っ
た
。　
そ
の
た
め
に
拘
談
弥
の
信
者
達
は
、　
比
丘
達

へ
の
施
食
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。　
そ
こ
で
比
丘
達
は
前
非
を
悔

い
、
舎
衛
城
に
至
っ
て
仏
陀
の
前
で
評
事
を
滅
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
舎
衛
城
に
や
っ
て
来
た
比
丘
達
の
取
り
扱
い
を
、
律
蔵
は
次
の
よ

う
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
仏
陀
は
、
舎
利
弗
、
目
蓮
等
の
比
丘
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
何
れ
が
如
法
説
者
で
あ
り
、
何
れ
が
非
法
説

者
で
あ
る
か
を
、　
十
八
種
の
規
準
に
よ
っ
て
知
れ
と
教
え
て
い
る
。　
但
し
比
丘
尼
僧
伽
に
た
い
し
て
は
、　
二
つ
の
党
派
を
平
等
に
尊
敬

し
、　
二
つ
の
党
派
か
ら
平
等
に
教
え
を
聞
け
と
教
え
て
い
る
。　
但
し
教
え
を
聞
い
た
あ
と
で
、　
正
し
い
教
え
を
受
持
せ
よ
と
言

っ
て
い

る
。
在
家
の
信
者
、
信
女
に
つ
い
て
も
同
様
に
教
え
て
い
る
。
二
つ
の
党
派
に
平
等
に
布
施
を
与

へ
、
平
等
に
教
え
を
受
け
よ
と
言

っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
比
丘
尼
や
在
家
信
者
は
、
二
つ
の
党
派
に
公
平
に
接
し
な
が
ら
も
、
そ
の
何
れ
が
正
し
い
か
を
自
ら
の
判
断
で
知
ら

ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
正
邪
を
判
断
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
態
度
に
現
わ
さ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
部
派
教



団
が
成
立
し
た
と
き
に
も
、
部
派
は
い
く
つ
に
も
分
か
れ
た
と
し
て
も
、
信
者
達
は
彼
等
に
平
等
に
仕
え
よ
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

〓
一　
一
人
の
場
合
の
評
事

一
人
の
場
合
は
評
事
と
い
う
よ
り
も
、
破
戒
者
を
い
か
に
処
罰
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も

「評
事
」
と
呼
ん

で
い
る
。
権
力
争
い
の
場
合
に
は
、
必
ら
ず
同
調
す
る
人
が
あ
る
か
ら
、
破
僧
の
危
険
が
お
こ
る
。
し
か
し

一
人
の
場
合
に
、
同
調
者
が

無
け
れ
ば
破
僧
に
は
進
展
し
な
い
。
し
か
し

一
人
を
破
戒
者
と
し
て
処
罰
し
て
も
、
そ
の
比
丘
が
そ
の
処
分
に
服
従
せ
ず
、
他
方
に
同
調

者
を
求
め
れ
ば
、
僧
伽
全
体
の
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
仏
滅
百
年
に
起
こ
っ
た

「十
事
」
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
で
あ

っ
た
。

律
蔵
の

「
七
百
健
度
」
に
よ
る
と
、
ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
比
丘
た
ち
が
信
者
か
ら
金
銭
を
受
け
て
い
た
。
他
か
ら
遊
行
し
て
き
た
ヤ
サ

カ
ー
カ
ン
グ
プ

ッ
タ
が
そ
れ
を
見
て
、
そ
の
非
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
現
前
僧
伽
は
こ
の
ヤ
サ
の
言
を
取

り
上
げ
な
い
で
、
か
え

っ
て
彼
を
挙
罪
渇
磨
に
か
け
ん
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
ヤ
サ
は
の
が
れ
て
西
方
に
行
き
、
パ
ー
テ
ッ
ヤ
カ
ー
、
ア

ヴ
ァ
ン
テ
ィ
、　
ダ

ッ
キ
ナ
ー
パ
タ
等
の
比
丘
の
応
援
を
得
た
。　
そ
の
た
め
に
七
百
人
の
比
丘
が

ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
に
集
ま

っ
て
、

「十

事
」
の
問
題
を
議
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
。
こ
の
会
議
で
は
十
事
は

「非
事
」
と
し
て
否
定
せ
ら
れ
た
が
、
東
方
の
比
丘
た
ち
は
こ

れ
に
承
服
し
な
か

っ
た
の
で
、
つ
い
に
僧
伽
は
分
裂
し
て
、
大
衆
部
と
上
座
部
と
に
分
か
れ
た
と
い
う
■
）。

こ
の
よ
う
に

一
比
丘
を
処
罰
し
て
も
、
彼
に
伴
党
が
で
き
れ
ば
、
譲
事
は
破
僧
に
ま
で
発
展
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
仏
教
の
僧
伽
は

極
め
て
分
裂
し
易
い
形
に
な

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
軽
々
し
く
分
裂
し
な
か

っ
た
の
は
、
和
合
僧
の
実
現
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の
た
め
に
各
人
が
つ
ね
に
努
力
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

破
戒
と
い
え
ば
、
二
五
〇
戒
の
す
べ
て
に
関
係
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
仏
教
の
教
理
に
反
す
る
邪
説
を
唱
え
て
捨
て

な
い
場
合
と
、　
戒
律
を
破

っ
て
そ
の
罪
を
認
め
な
い
場
合
と
が
問
題
に
な
る
。　
第

一
の
邪
説
を
唱
え
て
捨
て
な
い
場
合
は

「悪
見
違
諫

戒
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
律
、
四
分
律
で
は
波
逸
提
の
第
六
八
条
、
僧
祗
律
は
四
五
条
、
五
分
律
は
四
八
条
、
十
誦
律
、
根
本
有
部

律
、　
解
脱
戒
経
等
は

五
五
条
に
出
す
６
）。　
邪
説
を
唱
え
て
仏
説
に
反
対
す
る
こ
と
は

教
理
の
正
統
性
を
守
る
上
か
ら
は
重
要
で
あ
る

が
、
原
始
仏
教
で
は
こ
れ
が

「波
逸
提
」
と
い
う
軽
い
罪
に
な
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
原
始
仏
教
で
は
各
人
の
自
由
な

思
考
を
尊
重
し
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
悟
り
は
個
人
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
他
か
ら
き
び
し
く
言

っ
て
み
て
も
本
人
が
そ
の
気
に
な

ら
な
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
な
い
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伝
統
は
仏
教
に
長
く
受
け
つ
が
れ
た
。
イ
ン
ド
で
は
非
仏
説
の
論

争
も
あ

っ
た
が
、　
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。　
た
だ
日
本
仏
教
の

真
宗
で
異
安
心
が
き
び
し
く
取
り
し
ま
ら
れ
た
の

は
、
特
殊
な
例
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
邪
説
を
唱
え
る
比
丘
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
邪
説
を
捨
て
し
め
る
た
め
に
、
最
初
は
師
や
同
輩
等
が
諌
告
す
る
。
三
度
く

り
返
し
て
諌
告
す
る
。　
一
度
諌
告
す
る
ご
と
に
邪
説
を
捨
て
る
よ
う
に
す
す
め
る
。
三
度
く
り
返
し
て
も
捨
て
な
い
場
合
に
は
、
現
前
僧

伽
は
集
会
を
な
し
て
、
そ
の
集
会
に
お
い
て
白
四
渇
磨
に
よ

っ
て
諌
告
す
る
の
で
あ
る
。
自
四
掲
磨
の
諌
告
で
あ
る
か
ら
、
三
度
諌
告
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
捨
て
な
い
時
は
波
逸
提
罪
に
な
る
の
で
あ
る
。
僧
伽
の
場
磨
に
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
僧
伽
の
全
員
が
彼

の
説
を
邪
説
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
初
は
個
人
で
諫
告
し
て
、
そ
れ
で
も
捨
て
な
い
場
合
に
僧
伽
に
申
し
出
て
、
僧
伽

の
総
意
で
も
っ
て
翔
磨
に
よ
る
諫
告
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
何
れ
の
律
蔵
で
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
で
邪
説
を
捨
て
な
い
時
、
波
逸
提
罪
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
波
逸
提
懺
は

一
人
あ
る
い
は
二
、
二
人
の
比
丘
前
に
懺
悔
を
す
れ
ば



直
ち
に
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
邪
説
を
捨
て
な
い
場
合
は
、
懺
悔
を
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
僧
伽
は
彼
に
た

い
し
て

「悪
見
を
捨
て
ざ
る
に
よ
る
挙
渇
磨
」

を
な
す
こ
と
に
な

っ
て
い
る
分
）。　
例
え
ば
姪
欲
は
修
行
の
障
碍
に
な
る
と
仏
陀
が
説
い

た
こ
と
を
実
行
し
て
も
、　
修
行
の
障
害
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
ア
リ
ッ
タ
比
丘
に
た
い
し
て
、
「若
し
僧
伽
は
機
熟
さ
ば
、　
僧
伽
は

ア
リ
ッ
タ
比
丘
に
た
い
し
て
、
悪
見
を
捨
て
ざ
る
に
よ
る
挙
罪
翔
磨
を
お
こ
な
い
、　
僧
伽
と
不
享
受
な
ら
し
む
べ
し
分
ご
　
と
提
案
し
、

彼
を
僧
伽
か
ら
排
除
す
る
。
　
こ
の

「
不
享
受
」

↑
部
彗
び

，
ｏ
ｍ
じ

は
、　
波
羅
夷
罪
の

「
不
共
住
」

貧
紹
●
く
謬
こ

と
は
異
な
る
。
「
不
共

住
の
ご

は
僧
伽
か
ら
の
追
放
で
あ
る
が
、
「
不
享
受
」
は
生
活
を
共
に
し
な
い
意
味
で
あ
る
。

四
分
律
で
は

「所
須
を
供
給
す
る
こ
と
、

渇
磨
と
止
宿
と
言
語
を
共
同
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
分
）。　
な
お
細
か
に
言
え
ば
、
他
人
に
具
足
戒
を
授
け
て
は
な
ら
な
い
。　
沙
弥

を
畜
え
て
は
な
ら
な
い
。
比
丘
尼
の
教
誠
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
清
浄
比
丘
の
敬
礼
、
迎
接
、
合
掌
、
恭
敬
等
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

布
薩
で
清
浄
比
丘
を
難
じ
て
は
な
ら
な
い
。　
清
浄
比
丘
と
同

一
屋
内
の
住
処
に
住
し
て
は
な
ら
な
い
等
の
四
十
三
事
を
制
限
さ
れ
る
２
）。

い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
説
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の

「
不
享
受
」
は
教
法
や
生
活
を
共
に
し
な
い
意
味
で
あ
る
が
、
僧
伽
か
ら

追
放
さ
れ
る
意
味
で
は
な
い
。

悪
見
を
捨
し
て
波
逸
提
懺
を
な
せ
ば
、
こ
の
挙
翔
磨
は
解
除
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
比
丘
と
し
て
の
資
格
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。

悪
見
違
諌
戒
に
関
連
し
て
、　
こ
の
悪
見
不
捨
挙
翔
磨
を
課
せ
ら
れ
た
比
丘
と
交
際
す
る
こ
と
を
禁
ず
る

「
共
住
挙
人
戒
」
、
な
ら
び
に

沙
弥
で
悪
見
を
持

っ
た
た
め
に
挙
渇
磨
に
か
け
ら
れ
た
者
と
交
際
す
る
こ
と
を
禁
ず
る

「
共
住
損
沙
弥
戒
」
が
あ
る
。
こ
の
二
戒
は
、
ど

の
律
蔵
で
も
さ
き
の
悪
見
違
諌
戒
に
つ
づ
け
て
説
明
し
て
い
る
。

仏
説
に
反
す
る
邪
説
を
唱
え
る
比
丘
は
波
逸
提
罪
に
な
る
が
、
戒
律
を
破

っ
て
そ
の
罪
を
認
め
な
い
者
は
こ
れ
よ
り
罪
が
重
く
、
僧
残

罪
に
な
る
。
こ
れ
は
、
僧
伽
の
秩
序
を
よ
り
以
上
に
重
要
視
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

「悪
性
拒
僧
諫
戒
」
と
呼
ば
れ
、
戒
律
を
破

原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
二



原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一四

っ
て
僧
伽
の
諌
告
に
随
わ
な
い
比
丘
の
陥
る
罪
で
あ
る
。　
パ
ー
リ
律
、　
僧
祗
律
、　
五
分
律
は
こ
の
戒
を
僧
残
法
第
十
二
条
に
置
く
。　
四

分
、
十
誦
、
根
本
有
部
、
解
脱
戒
経
等
は
、
こ
の
戒
を
僧
残
法
第
十
三
条
に
お
い
て
い
る
分
）。　
こ
の
条
文
で
は
、　
破
戒
し
た
比
丘
が
他

比
丘
の
忠
告
を
き
か
な
い
こ
と
を

「
不
可
共
語
」
”
く
器
”
ュ
く
”
と
表
現
し
て
い
る
。　
不
可
共
語
と
は

「自
分
も
他
比
丘
に
忠
告
は
し
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
他
比
丘
も
自
分
に
余
計
な
お
せ
っ
か
い
を
し
な
い
で
く
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
他
人
の
忠
告
を
受
け
つ
け
な
い

意
味
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
破
戒
を
し
て
も
、
他
比
丘
の
諌
告
を
受
け
つ
け
な
い
時
に
は
、
そ
れ
を
見
聞
し
た
比
丘
が
諌
告
す
る
。
諌
告
し
て
も
捨
て

な
い
時
は
三
度
ま
で
諌
告
す
る
。
そ
れ
で
も
捨
て
な
い
時
は
現
前
僧
伽
で
、
僧
伽
の
総
意
と
し
て
白
四
渇
磨
に
よ

っ
て
諫
告
す
る
。　
一
諌

す
る
ご
と
に
不
可
共
語
を
捨
て
る
よ
う
に
す
す
め
る
。
三
諌
し
て
も
捨
て
な
い
時
に
僧
残
罪
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
諌
告
は
、
最
初
は

個
人
の
比
丘
が
三
諫
し
、
そ
れ
で
も
捨
て
な
い
時
渇
磨
に
よ
る
諫
告
と
な

っ
て
い
る
。
パ
ー
リ
律
、
四
分
律
、
十
誦
律
、
根
本
有
部
律
等

は
、
個
人
と
僧
伽
の
二
重
の
諌
告
と
な

っ
て
い
る
が
、
五
分
律
と
僧
祗
律
と
で
は
二
重
に
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
最
初
は
屏
処
で

一
人

の
比
丘
が
三
度
ま
で
諌
告
し
、
そ
れ
で
も
き
か
な
い
と
き
は
、
二
、
三
人
の
比
丘
が
三
諌
し
、
そ
れ
で
も
捨
て
な
い
と
き
僧
伽
の
諌
告
を

な
す
と
な

っ
て
い
る
。
と
く
に
僧
祗
律
で
は
、
僧
伽
の
諌
告
を
な
す
場
合
に
は
、
必
ら
ず
そ
の
前
に

一
人
に
よ
る
屏
処
諫
と
二
、
二
人
に

よ
る
多
人
諫
と
を
な
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

と
も
か
く
諌
告
は
懇
切
に
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
捨
て
な
い
時
に
僧
残
罪
に
な
る
。
但
し
、
諌
告
が
こ
の
よ
う
に

一

人
諌
、
多
人
諌
、
僧
伽
諌
と
い
う
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
の
は
後
で
あ
ろ
う
。
律
蔵
の
経
分
別
に
は
こ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
が
、
し
か
し

戒
文
に
は
単
に

「諸
比
丘
に
よ
り
て
、
三
度
ま
で
諌
告
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
若
し
三
度
ま
で
諫
告
さ
れ
て
、
そ
れ
を
捨
つ
れ
ば
可
な
り
。

若
し
捨
て
ざ
れ
ば
僧
残
な
り
」
と
あ

っ
て
発
）、
「諸
比
丘
に
よ
り
て
諌
告
さ
れ
る
」
と
な

っ
て
い
る
。

仏
教
の

「僧
伽
の
組
織
」
が
い
つ



成
立
し
た
か
は
決
定
が
困
難
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
基
礎
は
仏
陀
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
波
羅
提
本
叉
の
原
形
が

確
定
し
た
時
代
に
、
僧
伽
の
律
法
的
体
制
が
ど
の
程
度
整

っ
て
い
た
か
は
簡
単
に
は
決
定
で
き
な
い
。
こ
の
条
文
の
場
合
、
経
分
別
の
説

明
か
ら
み
る
な
ら
ば
当
然

「僧
伽
に
よ
り
て
諌
告
き
る
べ
し
」
と
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な

っ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ

の
条
文
が
成
立
す
る
と
き
は
ま
だ
、
自
四
翔
磨
に
よ
る
僧
伽
の
律
法
的
体
制
が
未
成
熟
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

但
し
波
羅
提
本
叉
の
条
文
の
中
に
は

「僧
伽
の
知
事
比
丘
を
非
難
し
て
は
な
ら
な
い
」

「翔
磨
に
与
欲
を
し
て
お
い
て
後
か
ら
不
服
を

申
し
立
て
て
は
な
ら
な
い
」
等
、
僧
伽
の
律
法
体
制
に
関
す
る
条
文
が
あ
る
か
ら
、
渇
磨
に
よ
る
僧
伽
の
秩
序
は
か
な
り
早
く
か
ら
存
在

し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

な
お
上
述
の

「
不
可
共
語
」
を
な
し
て
、
僧
残
罪
に
陥

っ
た
比
丘
に
は

「罪
を
見
ざ
る
に
よ
る
挙
翔
磨
」
が
課
せ
ら
れ
る
。
そ
の
制
裁

は
さ
き
の

「悪
見
不
捨
挙
掲
磨
」
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
大
般
涅
薬
経
に
は
、
チ
ャ
ン
ナ
比
丘
が

「梵
檀
」
”
轟

，
日
“
α
”
●
一
”
の
罰
を

課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
言

っ
て
い
る

，
）。　
さ
き
の

「悪
性
拒
僧
諌
戒
」
の
因
縁
談
も
こ
の
チ
ャ
ン
ナ
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
破
戒
を
し
て
他
比
丘
の
忠
告
を
き
か
な
い
チ
ャ
ン
ナ
比
丘
に
対
し
て
、
仏
陀
は

「ブ
ラ
フ
マ
ダ
ン
ダ
」
の
罰
を
課
す
べ
き
こ
と

を
遺
言
し
た
と
な
す
の
が
大
般
涅
薬
経
の
説
で
あ
り
、
こ
れ
を
波
羅
提
本
叉
の
条
文
の
中
に
僧
残
罪
の
一
条
と
し
て
整
備
し
た
の
が
律
蔵

で
あ
る
。
形
と
し
て
は
大
般
涅
槃
経
の
梵
檀
罰
の
方
が
古
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
大
般
涅
槃
経
と
い
え
ど
も
仏
陀
の
入
滅
の
事
実
を
そ

の
ま
ま
記
述
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
に
両
者
の
関
係
は
別
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

四

四

大

教

法

以
上
の
如
く
僧
伽
に
譲
事
が
起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
懇
切
に
諫
告
し
て
、
そ
の
翻
意
を
す
す
め
る
の
が
第

一
で
あ
る
。
し
か
し
ど
う
し

原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五



原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て
（平
川
彰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ

て
も
翻
意
し
な
い
場
合
に
は
、
二
五
〇
戒
の
条
文
に
照
ら
し
て
、
し
か
る
べ
き
罪
を
課
す
る
。
そ
れ
に
も
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
悪
見
不

捨
挙
翔
磨
、　
不
見
罪
挙
翔
磨
等
に
か
け
て
懲
罰
す
る
こ
と
に
な
る
（し
か
し
事
件
が
破
戒
で
あ
る
か
否
か
の
評
い
等
で

「
四
種
諄
事
」
が

あ
り
、　
さ
ら
に
そ
れ
を
裁
判
す
る
の
に

「七
滅
評
法
」
が
あ
る
。
）
。
　
し
か
し
そ
の
場
合
に
、　
僧
伽
の
中
に
諄
事
を
お
こ
し
た
比
丘
に
賛

成
す
る
比
丘
が
あ
れ
ば
、
渇
磨
を
な
す
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
破
僧
に
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
互
い
に
譲
歩
せ
よ
と

い
う
の
が
、
律
蔵
の
趣
旨
で
あ
る
。
し
か
し
無
原
則
に
譲
歩
し
て
よ
い
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
僧
伽
の
運
営
に
お
い
て
、
正
邪
の
判
断
の
基

準
は
当
然
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
き
の

「悪
見
違
諌
戒
」

に
お
い
て
、
「悪
見
」
と
判
定
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
仏
陀
の
教
説

で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に

「悪
性
拒
僧
諌
戒
に
お
い
て
、
戒
律
違
反
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
根
拠
に
は
、
戒
律
の
条
文
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。
七
百
会
議
の
時
に
、
ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
比
丘
た
ち
が
実
行
し
て
い
た

「十
事
」
を

「非
事
」
と
判
定
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、　
戒
律
の
ど
の
条
項
に
違
反
す
る
か
が
明
示
さ
れ
た
と
い
う
倉
）。　
も
ち
ろ
ん
仏
滅
百
年
に
七
百
会
議
が
行
わ
れ
た
か

ど
う
か
も
問
題
が
あ
ろ
う
し
、
ま
た
実
際
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
当
時
す
で
に
そ
の
よ
う
に
戒
律
が
整
備
し
て
い
た
か
を
問
題
に
す
る

学
者
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
僧
伽
で
集
団
生
活
を
す
る
以
上
、
団
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
上
に
戒
律
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
い
か
な
る
団
体
で
も
団
体
が
で
き
れ
ば
、
必
ら
ず
規
則
も
そ
れ
に
附
随
し
て
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
集
団
生
活
な
し
に
は
、

教
法
や
修
行
、
実
践
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
仏
陀
が
弟
子
た
ち
と
共
に
僧
伽
を
形
成
し
た
こ

と
は
、
比
較
的
古
い
時
代
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
故
に
戒
律
も
仏
陀
在
世
に
そ
の
か
な
り
の
も
の
が
制
定
せ
ら
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
。

但
し
教
法
に
関
し
て
は
、
標
準
説
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
確
定
し
て
い
た
か
明
瞭
で
な
い
。
お
そ
ら
く

「仏
説
」
と
い
う
こ
と
は

教
法
に
関
し
て
は
、
戒
律
ほ
ど
に
は
明
確
で
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
戒
律
に
違
反
す
る
の
が
僧
残
罪
に
な
り
、
教
法
に
違



反
す
る
の
が
波
逸
提
と
さ
れ
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
戒
律
よ
り
教
法
を
軽
視
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
教
法
の
標
準

説
は
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
般
浬
槃
経
に

「
四
大
教
法
」
ｏ
洋
宙
８

８
”

，
倒
０
”
０
８
①

が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
っ
）。
こ
れ
は
教
法
の
根
拠
は

「経
」
留
一Ｓ

と

「律
」
二
●
”
く

，
と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
説

で
あ
る
。
即
ち
何
等
か
の
比
丘
が

「世
尊
の
面
前
で
聞
い
た
」

と
主
張
す
る
場
合
も
、
「僧
伽
か
ら
聞
い
た
」
と
主
張
す
る
場
合
に
も
、

「多
聞
の
多
く
の
長
老
か
ら
聞
い
た
」
と
い
う
場
合
に
も
、
「多
聞
の
一
長
老
か
ら
聞
い
た
」

と
い
う
場
合
に
も
、　
そ
の
所
説
の
内
容
は

直
ち
に
肯
定
さ
る
べ
き
で
も
な
く
、
否
定
さ
る
べ
き
で
も
な
い
。
そ
の
聞
い
た
内
容
を
、
経
に
照
ら
し
、
律
に
照
ら
し
、
そ
れ
が
経
と
律

と
に
合
致
し
て
お
れ
ば
、
正
し
い
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
般
涅
薬
経
で
も
、
教
法
や
戒
律
の
正
邪
を
判
定
す
る
根
拠
を
経
と
律
と
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
仏
滅
後

に
は
、
こ
れ
以
外
に
基
準
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
教
法
そ
の
も
の
、
戒
律
そ
の
も
の
に
関
す

る
解
釈
に
つ
い
て
譲
い
が
お
こ
れ
ば
、
そ
れ
を
判
定
す
る
第
二
の
権
威
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
相
互
の
譲
歩
が
説
か
れ
る
よ
う

に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
世
俗
諦
と
第

一
義
諦
と
い
う
真
理
に
対
す
る
二
重
の
解
釈
の
お
こ
る
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。

（１
）
　

「和
合
僧
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『原
始
仏
教
の
研
究
』
昭
和
三
九
年
三
月
、　
一
一
頁
以
下
参
照
。

（２
）

〓
Ｚ
・
Ｚ
９
ぁ
・
パ
３
●
・ヨ
げ
【く
３
卑
”Ｐ
く
Ｏ
ｒ
Ｆ
ゃ

∞
３
・
『南
伝
大
蔵
経
』
第

一
〇
巻
、
五
四
頁
以
下
。
　
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
の
死
後
、
デ
ャ
イ

ナ
教
の
教
団
に
譜
い
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
も
、
六
和
敬
が
説
か
れ
て
い
る
。
〓
７

Ｚ
９

８
♪

∽
図
日
””
“
３
３
算
Ｓ
¨
く
Ｏ
ｒ
Ｆ

Ｏ
・
ミ
”
『南

伝
大
蔵
経
』
第

一
一
上
、
三
一
七
頁
以
下
。
『中
阿
含
』
巻
五
二

「周
那
経
」
大
正
一
、
七
五
二
下
以
下
。
他
の
諸
経
に
も

「六
和
敬
」
を
説
い
て

い
る
。
∪
７

く
Ｏ
ｒ
ＨＦ

●
・
ざ
９
『長
阿
含
』
巻
九
、
大
正
一
、
五
四
上
。
＞
７

く
β

目
Ｆ
や
い∞
”
『集
異
門
足
論
』
巻

一
五
、
大
正
三
六
、
四
三

一
中
。
パ
ー
リ
語
で
は

「和
敬
法
」
を

ｏ
，
”
出
ふ
ｔ
く
口
０

，
”
ョ
ョ
“
と
す
る
。
『集
異
門
足
論
』
の
梵
本
で
は

ま
０
群

∽”
・ヨ
８
・ヨ

，
ュ
く
”
０

，
営
ヨ
‘

¨
一

じ

と

し

て

い

る

。
　

く
”
【０
洋

す

”

９

８

，
９

”
３

ｏ
Ｐ

∪

跳

∽
”
■
”
ま

り
摯

Ｓ

●
目
ら

Ｘ

〓

因

ｏ
Ｂ

ヨ

０
ユ

”
【

∽
”
”
鳴

″
一
０
ミ

Ч
帥
く

，

（
∪

品

ョ

諄

】Ｒ

す
ｏ

”
９

三
七

原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）



原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八

”
〓
凛
∽いｏ
”す
ｏ
●
い員
】
μ
〓
ｏ「ｏ
●
ω
●
ヽ
鮎
Ｆ
お
日
●
∽
目
）
ω
ｏ
Ｌ
５̈
・
Ｈｏ
ｏ
∞
ヽ
↓
ｏ
〓
】・
９

一０∞
・

（３
）

∪
７

く
０
【・
ＨＦ
や

８
・
『南
伝
大
蔵
経
』
第
七
巻
九
頁
。
『
長
阿
含
経
』
巻
二
、
大
正

一
、　
〓

一上
。
そ
の
他
。

（４
）

＞
Ｚ
・
く
ｏ

，
メ

や

∞
０

い

『南
伝
大
蔵
経
』
第
二
二
巻
上
、
三
二
六
頁
以
下
。

（５
）

『摩
訂
僧
祇
律
』
巻

一
人
、
二
六
、
二
九
、
大
正
三
二
、
三
六
七
下
、
四
四
〇
上
、
四
六
五
中
、
そ
の
他
。
梵
語
は

「法
食
」
は
０
〓
営
ヨ
”
Ｓ
，

。日
げ
す
０
”
”

「
正
不
食
」

科
は

帥
ヨ
お
ヽ
あ
”

・ヨ

げ
す
０
”
”

Ｌこ
い
お
ｙ
¨
る

。

Ｏ
・
”
０
け
Ｆ

”
，

一富
０
●
●
Ｔ
く
¨
●
”
ヽ
Ｐ

】
●
２
●
０
いｏ
”

”
テ
【だ
ｏ
●
●
］
‐０
ヽ
”
Ｆ
暉
０
”
Ｆ
”

”
ｏ
α

”
●
●
‘

●
ピ
Ｂ
”
”
ヽ
　
０
「
”
す
ｏ
　
り

，
い府
ｏ
口
ｏ
「
”
富
］”
●
”
″
”
　
ｏ
い
　
け
す
ｏ

「
Ｒ
Ч
”
占
富
”
〓
呻
∽
”
員
】”
〓
】富
”
‐ｒ
ｏ
庁
ｏ
け
”
”
『
”
く
“
０
】●

¨
（日
“
σ
ｏ
”
”
●
　
∽
”
●
∽
府
『
一”
′く
ｏ
”
庁
　
∽
ｏ
【
いｏ
●

く
ｏ
一

Ｘ
じ

「
”
〓
”
¨
Ｈ８
ｐ

ｐ

鴫
・
『
摩
訂
僧
祇
律
』
巻
三
六
、
大
正
三
二
、
五

一
七
上
。
Ｒ
・
≦
●
”
ヽ
”
ｏ
”絆”
Ｆ
”
く
ｏ
ｒ
Ｈメ

０
・
お
ド

（６
）

拙
論

「僧
伽
に
お
け
る
制
裁
の
問
題
」
「
宗
教
研
究
』
第

一
四
五
号
、
昭
和
三
十
年
十
月
四
七
頁
参
照
）
。

（７
）

註

一
参
照
。

（８
）

≦
●
”
Ч
”
も
い一”
府
”
く
Ｐ

ＨＦ
”

Ｈ８
・
『南
伝
大
蔵
経
第
四
巻
三
〇

一
頁
。
『
五
分
律
』
巻
二
五
、
大
正
三
二
、　
一
六
四
上
。
『
四
分
律
』
巻
四
、

大
正
同
、
五
九
四
上
。
『
十
誦
律
』
巻
四
、
大
正
三
二
、
二
四
中
。
『根
本
有
部
毘
奈
耶
』
巻

一
四
、
大
正
同
、
七
〇

一
下
。
但
し

『
僧
祗
律
』
に
は
、

六
群
比
丘
が
伴
党
で
あ
っ
た
と
な
す
。
同
巻
七
、
大
正
三
二
、
二
八
三
中
。

（９
）

『倶
舎
論
』
巻

一
八
、
大
正
二
九
、
九
三
下
。
”

”
８
ヽ

，
”
Ｐ

＞
げ
〓
α

，
営
日
”
富
鉄
”
げ
〓
ぷ
ヽ
・
”
”
〓
Ｐ

８
Ｒ
・
ｏ
や

Ｓ
Ｔ
Ｘ
Ｎ

（１０
）

拙
論

「原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
裁
判
組
織
」
（
『古
代
学
』
第
二
巻
第

一
号
、
昭
和
二
八
年
、　
一
頁
以
下
）
参
照
。
な
お
註
六
の
拙
論
参
照
。

（Ｈ
）

但
し
こ
の

「
五
事
」
の
内
容
は
、
経
典
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
拙
著

『
原
始
仏
教
の
研
究
』
昭
和
三
九
年
、
四
七
五
頁
以
下
参
照
。

「
四
依
」
に
つ
い
て
も
同
前
。

（・２
）

『
高
僧
法
顕
伝
』
大
正
五

一
、
八
六

一
上
。

（・３
）

≦
・
”
Ч
”
ｏ
一，
Ｆ
”
く
β

Ｆ
０
０
・
Ｎ
８
も
ら

『南
伝
大
蔵
経
』
第
三
巻
五
八
九
―
五
九

一
頁
。
『
四
分
律
』
巻
四
三
、
大
正
三
二
、
八
八
〇
上
中
。

『
五
分
律
』
巻
二
四
、
大
正
同
、　
一
五
八
下
―

一
五
九
上
。
『
十
誦
律
』
巻
三
〇
、
大
正
三
三
、
二

一
四
中
下
。
諸
律
に
は
拘
談
弥
の
比
丘
の
評
い
の

原
因
を
示
し
て
い
な
い
が
、
「
善
見
律
毘
婆
沙
』
巻

一
八
、
大
正
三
四
、
七
九
六
中
に
は
、
律
師
と
経
師
と
が
あ
り
、　
経
師
が
あ
る
時
便
所
に
入
っ

て
用
を
足
し
た
と
き
、
容
器
の
水
を
空
け
て
お
か
な
か
っ
た
と
い
う
些
細
な
こ
と
が
紛
争
の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（‐４
）

∪
７

く
ｏ
ｒ
Ｆ

ｐ

Ｈ錮
・
『南
伝
大
蔵
経
』
第
七
巻

一
四
二
頁
。
『
長
阿
含
経
』
巻
四
、
大
正

一
、
二
六
上
。

（・５
）

≦
・
”
ヽ
”

，
，

Ｆ
”

く
ｏ
】Ｌ
”
や

い８
も
Ｂ
・
『南
伝
大
蔵
経
』第
四
巻
四
三
二
頁
。



（‐６
）

『
五
分
律
』
巻
三
〇
、
大
正
三
二
、　
一
九

一
中
。
『
四
分
律
』
巻
五
四
、
大
正
同
、
九
六
七
中
。
『
十
誦
律
』
巻
六
〇
、
大
正
三
二
、
四
四
九
中
。

『根
本
有
部
律
雑
事
』
巻
三
九
、
大
正
三
四
、
四
〇
五
中
。

（・７
）

パ
ー
リ
律
は

「
五
悪
作
」
を
出
す
が
、
五
分
律
、
十
話
律
、
大
智
度
論
（巻
二
、
大
正
三
五
、
六
八
上
中
）等
は

「
六
突
吉
羅
罪
」
を
挙
げ
、
四

分
律
は

「七
突
吉
羅
罪
」
、
根
本
有
部
律
雑
事
は

「
八
過
」
を
挙
げ
、
内
容
も
少
し
く
異
な
る
。
前
註
参
照
。

（‐８
）

「七
百
健
度
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『律
蔵
の
研
究
』
昭
和
三
五
年
、
六
七
三
頁
以
下
参
照
。

（・９
）

く
”・
”
く
”
０
一一”
Ｆ
Ｐ

く
ｏ
〓
♪

や

お
卜
い

『
南
伝
大
蔵
経
』
第
二
巻
二

一
一
頁
以
下
。
『
四
分
律
』
巻

一
七
、
大
正
三
二
、
六
八
二
中
以
下
。
『
僧

祇
律
』
巻

一
七
、
大
正
同
、
三
六
七
中
。
『
五
分
律
』
巻
八
、
大
正
同
、　
五
七
上
。
『
十
誦
律
』
巻

一
五
、
大
正
三
三
、　
一
〇
六
中
。
『根
本
有
部
昆

奈
耶
』
巻
三
九
、
大
正
同
、
八
四

一
上
。
『解
脱
戒
経
』
大
正
三
四
、
六
六
三
上
。

（２０
）

例
え
ば

『
四
分
律
』
巻

一
七
、
大
正
三
二
、
六
八
三
上
。

（２．
）

く
す
”
Ч
”
ｏ
】一，
ォ
Ｐ

く
ｏ
Ｆ
Ｆ

Ｏ
・
ミ
・
『南
伝
大
蔵
経
』
第
四
巻
三
八
頁
。

（２２
）

パ
‐
り
律
に
は

「共
住
」
３

・日
畠
３

を

「渇
磨
を

一
に
し
、
説
戒
を

一
に
し
、
学
を

一
に
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
≦
０

，
Ч
Ｐ

，
，

オ
Ｐ

く
ｏ
】。
目
Ｆ
や

器
・
『
南
伝
大
蔵
経
』
第

一
巻
四
四
頁
。
『
四
分
律
』
巻

一
に
は

「同

一
翔
磨
、
同

一
説
戒
」
（大
正
三
二
、
五
七

一
下
）
を
挙

げ
て
い
る
。
僧
伽
か
ら
追
放
す
る
こ
と
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
翔
磨
、
説
戒
に
出
席
で
き
な
い
こ
と
は
、
僧
伽
か
ら
追
放
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
次
の

「不
亨
受
」
は
翔
磨
や
説
戒
に
出
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
但
し
そ
こ
で
発
言
す
る
権
利
が
な
い
。
次
註
の
四
分
律
の
説
明
は

「
不

亨
受
」
も
翔
磨
、
説
戒
に
出
席
で
き
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
出
席
し
て
も
そ
こ
で

一
人
前
の
資
格
を
持
た
な
い
意
味

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（２３
）

『
四
分
律
』
巻

一
七
、
大
正
三
二
、
六
八
三
中
。

（２４
）

く
す
”
く
”
も
】一”
庁
Ｐ

く
ｏ
日Ｌ
Ｆ
や

聞
・
『南
伝
大
蔵
経
』
第
四
巻
三
二
―
三
三
頁
。

（２５
）

く
す
”
く
”
も
い●
Ｆ
Ｐ

く
ｏ
【・
目
Ｆ
や
ヽ
「
い

『
南
伝
大
蔵
経
』
第

一
巻
二
九
八
頁
以
下
。
『
僧
祗
律
』
巻
七
、
大
正
三
二
、
二
人
四
下
以
下
。
『
五
分

律
』
巻
三
、
大
正
同
、
二

一
中
以
下
。
『
四
分
律
』
巻
五
、
大
正
同
、
五
九
九
上
以
下
。
『
十
誦
律
』
巻
四
、
大
正
三
三
、
二
七
下
以
下
。
『根
本
有
部

昆
奈
耶
』
巻

一
五
、
大
正
同
、
七
〇
七
上
以
下
。
『
解
脱
戒
経
』
大
正
三
四
、
六
六
〇
下
。

（２６
）

前
註
参
照
。

（２７
）

∪
多

く
ｏ
】Ｌ
Ｆ

，

ＨＲ
・
『南
伝
大
蔵
経
』
第
七
巻

一
四
二
―
三
頁
。
『
長
阿
含
経
』
巻
四
、
大
正

一
、
二
六
上
。

原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九



原
始
仏
教
教
団
に
お
け
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て

（平
川
彰
）

（２８
）

拙
著

『
律
蔵
の
研
究
』
七
〇
八
頁
以
下
参
照
。

（２９
）

∪
Ｚ
・
く
ｏ
】・
ＨＦ
や

ドＮ
よ
・
『
南
伝
大
蔵
経
』
第
七
巻
九
九
頁
。
『
長
阿
含
経
』
巻
三
、
大
正

一
、　
一
七
下
。
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