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は
じ
め
に

　

イ
ン
ド
や
中
国
、
日
本
な
ど
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
穀
物
を
食
べ
な
い
苦
行

で
あ
る
穀
断
ち
と
い
う
宗
教
行
為
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
様
々
な

食
べ
物
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
栄
養
を
摂
取
で
き
る
現
代
と
は
異
な
り
、
前

近
代
の
社
会
に
お
い
て
、
穀
物
は
人
間
の
生
命
維
持
に
欠
か
せ
な
い
存
在

で
あ
っ
た
筈
だ
が
、
そ
う
し
た
不
可
欠
の
も
の
を
敢
え
て
排
除
し
、
自
分

の
身
体
を
苦
し
め
る
こ
と
で
、
何
ら
か
の
宗
教
的
な
成
果
や
効
果
を
得
よ

う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
穀
断
ち
行
の
受
容
と
変
容

太
田
直
之

　

そ
し
て
、
こ
の
穀
断
ち
は
地
域
の
宗
教
や
文
化
と
結
び
つ
き
、
多
様
な

展
開
を
遂
げ
て
き
た
。
例
え
ば
日
本
に
お
い
て
は
、
中
世
後
期
に
な
る
と

「
十
穀
聖
」「
木
食
聖
」
と
呼
ば
れ
る
穀
断
ち
行
の
実
践
を
標
榜
す
る
宗

教
者
が
大
量
に
出
現
し
、
勧
進
聖
と
し
て
日
本
全
国
で
活
躍
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る（

1
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
常
人
に
は
成
し
難
い
穀
断
ち
行

の
実
践
者
に
対
し
て
、
こ
れ
に
結
縁
す
る
こ
と
で
よ
り
強
い
功
徳
を
も
た

ら
す
と
期
待
さ
れ
た
こ
と
や
、
清
廉
や
無
欲
の
象
徴
と
し
て
勧
進
で
集
め

た
金
銭
を
正
し
く
運
用
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
推
測
で

き
る
。
し
か
し
、
何
故
こ
の
時
期
に
、
突
如
と
し
て
穀
断
ち
修
行
者
が
勧

進
聖
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
な
ま
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ま
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
明
す
る
に
は
穀
断
ち
行
に
対
す
る
意
識
と
そ
の
実

践
者
の
歴
史
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
穀
断
ち
修
行
者
の
起
源
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
、

古
代
中
国
仏
教
の
山
林
修
行
者
に
ま
で
遡
る
。『
高
僧
伝
』（
五
一
八
成
立
）、

『
続
高
僧
伝
』（
六
四
五
成
立
）、『
宋
高
僧
伝
』（
九
八
八
成
立
）
な
ど
に

は
、
仏
道
修
行
を
目
的
と
し
て
穀
断
ち
行
を
実
践
す
る
僧
尼
の
姿
を
多
く

見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
は
同
様
の
穀
断
ち
行

者
が
、
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
仏
教
説
話
集
や
往
生
伝
、
著
名
な
僧
侶
の

僧
伝
な
ど
の
中
に
多
数
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
古
代
の
穀
断
ち
行
を
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
は
、
山
折
哲

雄
「
断
食
考
（
上
）（
下
）（

（
（

」
が
先
駆
的
な
も
の
で
、
中
国
と
日
本
の
僧
伝

史
料
か
ら
幅
広
く
断
食
や
穀
断
ち
の
事
例
を
集
め
て
紹
介
し
、
中
国
の
断

食
や
穀
断
ち
が
神
仙
思
想
を
ベ
ー
ス
と
し
て
お
り
、仏
教
に
お
い
て
誦
経
・

持
呪
・
禅
定
・
抖
擻
・
焼
身
な
ど
仏
道
修
行
を
実
施
す
る
た
め
に
行
わ
れ

て
い
て
、
霊
夢
や
見
神
な
ど
の
神
秘
体
験
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

日
本
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
中
国
仏
教
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
密
教

や
修
験
道
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

ま
た
、
近
年
で
は
ア
ッ
プ
ル
荒
井
し
の
ぶ
が
中
国
の
『
高
僧
伝
』『
続

高
僧
伝
』
と
日
本
の
『
本
朝
法
華
験
記
』
に
お
け
る
断
食
及
び
穀
断
ち
行

者
の
事
例
を
比
較
し
、
こ
れ
が
法
華
経
に
基
づ
く
滅
罪
の
た
め
の
苦
行
で

あ
り
、
道
教
に
お
い
て
身
体
の
清
浄
化
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た

行
為
が
、
仏
教
に
取
り
込
ま
れ
る
中
で
自
己
の
内
的
清
浄
化
を
果
た
す
も

の
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（
（

。

　

さ
ら
に
小
林
崇
仁
は
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
穀
断
ち
行
の
実
態
や
、
そ

の
起
源
と
な
る
中
国
仏
教
に
お
け
る
実
例
な
ど
を
紹
介
し
、
中
国
に
比
べ

る
と
奈
良
時
代
の
山
林
修
行
者
の
中
で
は
穀
断
ち
行
の
実
践
事
例
が
少
な

く
、
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。

　

日
本
の
穀
断
ち
行
者
の
歴
史
を
通
覧
す
る
と
、
ま
ず
奈
良
か
ら
平
安
時

代
へ
の
移
行
期
に
、
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
理
由
や
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
本

稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
穀
断
ち
行
を
表
す
言
葉
は
、
中
国
・
日
本
の
史
料
の
中
で

か
な
り
多
様
で
あ
る
。
断
穀
、
絶
穀
、
不
食
五
穀
、
辟
穀
、
木
食
な
ど
を

代
表
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。

・
穀
物
を
表
す
「
粒
」
を
用
い
て
、
絶
粒
、
断
粒
、
却
粒
な
ど
。

・ 

道
家
の
神
仙
術
で
、
穀
物
を
断
ち
仙
薬
と
し
て
松
を
食
べ
る
こ
と
か

ら
食
松
、
餌
松
、
服
松
な
ど
。

・ 

穀
物
を
避
け
て
野
菜
の
み
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
、
喫
菜
、
蔬
食
な

ど（
5
（

。同
様
に
木
の
実
を
食
べ
る
こ
と
か
ら「
菓
」「
果
」を
食
す
と
い
っ

た
表
現
も
あ
る
。
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こ
の
様
に
史
料
上
で
は
多
種
多
様
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
以
降

本
論
で
は
穀
断
ち
を
行
う
こ
と
を
「
断
穀
」、
こ
れ
を
実
践
す
る
者
を
「
断

穀
行
者
」
と
表
記
す
る
。

　

ま
た
、
食
に
関
す
る
苦
行
と
し
て
は
一
切
の
食
べ
物
を
断
つ
「
断
食
」

と
い
う
行
為
が
あ
る
。
史
料
上
で
は
断
穀
の
こ
と
を
断
食
と
呼
ん
で
い
る

ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
目
的
も
苦
行
に
よ
る
身
心
の
浄
化
と

い
っ
た
、
共
通
す
る
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
実
践
行
為

と
し
て
の
断
穀
と
断
食
を
比
べ
る
と
、
断
穀
は
長
期
間
継
続
的
に
行
う
こ

と
が
可
能
で
あ
る
一
方
、断
食
の
場
合
は
数
日
間
限
定
的
に
実
施
す
る
か
、

死
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
な
ど
異
な
る
側
面
も
多
い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
検
討
を
進
め
る
に
あ
た
り
両
者
を
弁
別
し
て
取
り
扱
い
、
基
本
的
に

は
断
穀
を
中
心
と
し
て
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
。

　

ま
た
、
史
料
の
検
索
・
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
近
年
急
速
に
整
備
が
進

む
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
は
以

下
の
通
り
で
、U

RL

は
こ
こ
に
提
示
し
た
も
の
は
再
掲
し
な
い
。

SA
T

大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

https://（1dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SA
T

/

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

https://w
w

w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/

国
文
学
研
究
資
料
館　

日
本
古
典
文
学
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

http://base1.nijl.ac.jp/~nkbthdb/

『
群
書
類
従
』（
正
、
続
、
続
々
）（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
）

https://japanknow
ledge.com

/lib/shelf/gunshoruiju/

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
）

https://japanknow
ledge.com

/lib/shelf/koten/

１
．
中
国
仏
教
に
お
け
る
断
穀
観

　

最
初
に
、
日
本
の
断
穀
に
関
す
る
観
念
の
基
礎
と
な
る
、
中
国
仏
教
に

お
け
る
評
価
や
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
把
握

し
て
お
こ
う
。

　

中
国
仏
教
の
断
穀
は
、
釈
迦
が
出
家
し
て
間
も
な
く
行
っ
た
と
さ
れ
る

苦
行
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
古
代
中
国
の
神
仙
思
想
が
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
神
仙
思
想
に
お
い
て
は
、
深
山
に
こ
も
っ
て
俗
界

と
の
関
わ
り
を
断
ち
、
大
地
の
恵
み
で
あ
る
が
ゆ
え
に
陰
の
気
を
帯
び
た

穀
物
を
取
ら
ず
、
代
わ
り
に
松
・
柏
や
黄
精
や
朮
と
い
っ
た
薬
草
を
食
し

て
体
内
を
浄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
老
不
死
や
飛
行
な
ど
の
能
力
を

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た（

6
（

。

　

中
国
仏
教
で
は
、
こ
う
し
た
道
教
に
お
け
る
山
中
で
の
断
穀
と
い
う
行

為
を
継
承
し
つ
つ
、
仏
教
独
自
の
価
値
観
と
し
て
断
穀
の
苦
行
性
に
焦
点
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が
当
て
ら
れ
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
る
精
神
的
な
浄
化
と
、
懺
悔
や
滅

罪
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る（

7
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
仏
教
で
は
元
々
道
教
的
な
断
穀
と
い
う
行
為
を
、

そ
の
意
味
を
読
み
替
え
る
こ
と
で
自
分
達
の
宗
教
行
為
に
取
り
込
み
、
そ

こ
に
積
極
的
価
値
を
付
与
し
て
、
多
く
の
修
行
者
が
こ
れ
を
実
践
し
て
き

た
わ
け
だ
が
、
仏
教
者
の
中
に
は
こ
れ
に
否
定
的
な
立
場
も
存
在
し
て
い

た
。そ
も
そ
も
中
国
仏
教
の
歴
史
は
道
教
お
よ
び
儒
教
と
の
対
立
と
融
和
、

習
合
と
排
除
の
連
続
で
あ
り
、仏
教
の
独
自
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、

断
穀
と
い
う
行
為
は
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
そ
の
代
表
と
し
て
、
梁
の
僧
祐
（
四
四
五
―
五
一
八
）
撰
述
の

仏
教
論
集
『
弘
明
集
』
に
収
録
さ
れ
た
『
牟
子
理
惑
論（

8
（

』
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
同
書
は
仏
教
教
義
の
概
略
を
説
明
し
つ
つ
、
当
時
民
間
で
流

行
し
て
い
た
道
家
の
辟
穀
や
長
生
術
な
ど
に
反
駁
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
筆
者
で
あ
る
牟
子
は
同
書
の
序
文
に
よ
れ
ば
後
漢
末
の
人
物

と
さ
れ
る
が
、
仮
託
書
で
あ
る
と
の
説
も
あ
り
未
だ
定
説
を
見
な
い
と
い

う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
『
弘
明
集
』
編
纂
段
階
で
の
護
教
的
な
立
場
か
ら

の
断
穀
観
を
知
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
そ
の
成
立
論
に
は
立
ち
入
ら
な

い
。

　

さ
て
、『
牟
子
理
惑
論
』は
問
答
形
式
で
叙
述
さ
れ
て
お
り
、例
え
ば「
当

時
の
神
仙
術
を
行
う
道
家
の
中
に
は
断
穀
を
し
な
が
ら
酒
や
肉
を
食
ら
う

者
が
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
酒
肉
を
戒
律
で
禁
じ
て
穀
物
は
食
べ

る
、
こ
の
立
場
の
違
い
は
な
ぜ
か
」
と
い
っ
た
質
問
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
牟
子
は
仏
教
が
諸
道
の
中
で
優
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、

「
聖
人
制
二

七
典
之
文
一

。
無
二

止
糧
之
術
一

。
老
子
著
二

五
千
文
一

。
無
二

辟

穀
之
事
一

」
と
、
孔
老
の
書
物
の
中
で
も
そ
の
出
典
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
否
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
穀
寧
可
レ

絶
不
乎
」
と
い
う
、
断
穀
を
し
た
方
が
良
い
か
と
い

う
ス
ト
レ
ー
ト
な
質
問
に
対
し
て
、
牟
子
は
自
分
も
過
去
に
辟
穀
を
行
っ

て
み
た
が
効
果
は
な
く
、
三
人
の
師
匠
は
皆
自
称
数
百
歳
で
あ
っ
た
が
三

年
以
内
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
、そ
の
無
為
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

中
国
で
仏
教
が
浸
透
し
て
い
く
中
で
、
当
時
の
中
国
社
会
で
流
行
し
て
い

た
呪
術
的
な
断
穀
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
仏
教
者
の
取
っ
た
立
場
の
一

面
を
知
る
こ
と
が
で
る
。

　

こ
う
し
た
呪
術
性
を
否
定
す
る
立
場
は
、
実
際
に
断
穀
行
を
行
っ
て
い

る
者
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
高
僧
伝
』
に
伝
記
が

見
え
る
単
道
開（

（
（

は
道
士
的
な
性
格
を
併
せ
持
っ
た
仏
教
者
で
、「
絶
レ

穀
餌

二

栢
実
一

。
栢
実
難
レ

得
復
服
二

松
脂
一

。」
と
い
っ
た
断
穀
行
を
七
年
間
続
け

た
結
果
、
寒
暑
を
感
じ
ず
睡
眠
も
必
要
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
の
元

に
は
仙
術
を
習
お
う
と
す
る
者
が
押
し
か
け
て
色
々
と
質
問
し
た
が
、
彼
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は
こ
れ
に
対
し
「
山
遠
糧
粒
難
。
作
二

斯
断
食
計
一

。
非
二

是
求
レ

仙
侶
一

。」

と
答
え
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
山
深
く
穀
物
を
得
る
こ
と
が
困
難
な

た
め
に
、
こ
の
断
食
の
計
画
を
立
て
た
の
で
あ
り
、
仙
道
を
求
め
よ
う
と

す
る
仲
間
で
は
な
い
」
と
、
断
穀
行
の
神
秘
性
を
完
全
に
否
定
し
、
山
中

の
修
行
の
食
糧
確
保
と
い
う
実
利
的
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

　

次
に
、
梁
の
宝
唱
に
よ
り
撰
述
さ
れ
た
『
比
丘
尼
伝
』（
五
一
六
成
立
）

巻
二
の
光
静
伝（

（1
（

を
見
て
み
よ
う
。
光
静
は
若
く
か
ら
習
禅
を
続
け
、
具
足

戒
を
受
け
る
た
め
に
「
絶
レ

穀
餌
レ

松
」
と
い
っ
た
苦
行
を
続
け
、
授
戒
後

も
十
五
年
間
同
様
の
修
行
生
活
を
続
け
た
所
、
心
識
は
鮮
明
だ
が
体
が

弱
っ
て
い
っ
た
。
あ
る
日
沙
門
法
成
と
出
会
い
、「
服
食
非
二

仏
盛
事
一

」

と
教
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
聞
き
光
静
は
穀
物
食
を
再
開
し
、
ま
す
ま
す
信

仰
と
学
問
に
勤
め
、
常
に
弟
子
百
名
ほ
ど
を
抱
え
る
に
至
っ
た
。
死
に
臨

ん
で
飲
食
を
断
ち
、
一
心
に
兜
率
天
を
観
念
し
て
往
生
を
遂
げ
た
。

　

文
中
の
「
服
食
」
と
は
単
に
食
べ
る
行
為
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、
仙

薬
で
あ
る
松
を
食
べ
る
と
い
っ
た
行
為
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
法

成
は
こ
う
し
た
行
為
が
仏
教
の
重
要
事
項
で
は
な
い
こ
と
を
告
げ
て
そ
の

中
止
を
勧
め
、
光
静
は
こ
の
意
見
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
断
穀
行
は
、
盛
ん
に
こ
れ
が

実
践
さ
れ
る
一
方
で
、
教
義
的
な
裏
付
け
が
無
く
、
そ
の
価
値
は
時
に
否

定
さ
れ
得
る
と
い
う
、両
義
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
こ
う
し
た
断
穀
観
が
日
本
に
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
い
た
か
の
か
。

　
『
正
倉
院
文
書
』
の
「
写
経
請
本
帳（

（1
（

」
に
は
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）

七
月
十
七
日
付
の
写
経
分
と
し
て
「
比
丘
尼
伝
四
巻
」「
続
高
僧
伝
卅
巻
」

「
高
僧
伝
序
録
一
巻
」「
弘
明
集
十
四
巻
」
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
が
最
初
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
中
国
の
断
穀
観

は
こ
う
し
た
書
物
を
通
し
て
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
時
、

中
国
で
は
段
階
的
に
醸
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
断
穀
に
対
す
る
肯
定
と
否
定

の
考
え
方
が
、
日
本
へ
は
書
物
に
記
さ
れ
た
知
識
と
し
て
同
じ
よ
う
な
時

期
に
紹
介
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
渡
来
僧
に
よ
る
情
報
伝
達
も
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鑑

真
の
弟
子
で
共
に
日
本
に
渡
来
し
た
思
託
の
撰
述
し
た
『
延
暦
僧
録（

（1
（

』
に

は
、
聖
徳
太
子
の
前
世
と
さ
れ
る
南
岳
禅
師
慧
思
の
略
伝
と
し
て
「
或
隠

二

居
巌
穴
一

。
飡
レ

松
噉
レ

栢
」
と
い
っ
た
断
穀
を
実
施
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
『
続
高
僧
伝
』
に
記
載
さ
れ
た
慧
思
伝
に
は
、
斎
食
を
守

る
持
戒
の
僧
で
あ
る
描
写
は
あ
る
も
の
の
断
穀
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お

ら
ず（

（1
（

、
思
託
に
よ
る
別
伝
と
な
っ
て
い
る
。
断
穀
に
関
す
る
知
識
の
輸
入

に
は
、
テ
キ
ス
ト
を
通
し
た
伝
播
に
加
え
、
こ
う
し
た
渡
来
僧
に
よ
る
知

識
の
直
接
的
な
伝
授
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
だ

ろ
う
。
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２
．
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
断
穀
行

　

次
に
日
本
に
お
け
る
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
断
穀

行
に
つ
い
て
、
そ
の
様
相
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
期
の
断
穀
行

の
存
在
を
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
持
統
三
年
（
六
八
九
）

正
月
丙
辰
条
に
「
蝦
夷
脂
利
古
男
。
麻
呂
与
二

鉄
折
一

。
請
下

剔
二

鬢
髪
一

爲
中

沙
門
上

。詔
曰
。麻
呂
等
少
而
閑
雅
寡
レ

欲
。遂
至
于
二

於
此
一

、蔬
食
持
レ

戒
。

可
下

隨
二

所
請
一

出
家
修
道
上

。」
と
あ
る（

（1
（

。
蝦
夷
脂
利
古
の
男
で
あ
る
麻
呂

と
鉄
折
の
出
家
の
願
い
に
対
し
て
、
彼
等
の
「
蔬
食
」「
持
戒
」
の
実
績

に
よ
っ
て
こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
断
穀
に
関
す
る
日
本
で

の
初
見
史
料
で
あ
る
。

　

次
に
『
僧
尼
令
』「
禅
行
条（

（1
（

」
に
は
、

凡
僧
尼
有
二

禅
行
・
修
道
一

。
意
楽
二

寂
静
一

。
不
レ

交
二

於
俗
一

。
欲
下

求

二

山
居
一

服
餌
上

者
。三
綱
連
署
。在
京
者
。僧
綱
経
二

玄
番
一

。在
外
者
。

三
綱
経
二

国
郡
一

。
勘
レ

実
並
録
申
レ

官
。
判
二

下
山
居
所
レ

隷
国
郡
一

。

毎
知
レ

在
レ

山
。
不
レ

得
三

別
向
二

他
処
一

。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
服
餌
」
と
は
『
令
集
解
』
の
釈
に
「
服
餌
。
謂

避
レ

穀
却
レ

粒
。
欲
レ

服
二

仙
薬
一

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
断
穀
と
合
わ
せ
て

行
わ
れ
る
養
生
法
で
あ
り
、
こ
の
僧
尼
令
の
規
定
か
ら
、「
山
居
」
し
て

の
禅
行
・
修
道
と
い
っ
た
仏
道
修
行
の
た
め
に
、
断
穀
が
実
践
さ
れ
て
お

り
、
国
家
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
奈
良
時
代
の
断
穀
行
者
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
役
小
角
が

有
名
で
あ
り
、『
日
本
霊
異
記
』
に
は
「
晩
年
以
二

四
十
余
歳
一

、
更
居
二

巌

窟
一

。
被
レ

葛
餌
レ

松
、
沐
二

清
水
之
泉
一

、
濯
二

欲
界
之
垢
一

、
修
二

習
孔
雀
之

呪
法
一

」（
（1
（

と
あ
る
。
岩
窟
に
居
を
据
え
て
松
葉
を
食
物
と
し
、
孔
雀
明
王

呪
法
の
修
行
を
す
る
姿
は
、
以
降
様
々
な
テ
キ
ス
ト
に
受
け
継
が
れ
て
役

行
者
伝
承
の
基
本
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
断
穀
は
奈
良
時
代
の
日
本
に
お
い
て
、
仏
教
の
山
林
修

行
者
の
間
で
確
か
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
用

語
は
、
中
国
高
僧
伝
の
世
界
と
同
じ
も
の
が
受
容
さ
れ
て
お
り
、
前
節
で

考
察
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
断
穀
は
中
国
仏
教
の
影
響
に
よ
り
始
ま
っ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
、『
日
本
霊
異
記
』
に
は
多
く
の
山
林
修
行
者
が
描
か
れ
、
そ
の

修
行
内
容
と
し
て
悔
過
、
坐
禅
、
斎
戒
、
読
経
、
山
林
抖
擻
な
ど
、
平
安

時
代
以
降
の
山
林
修
行
者
と
共
通
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対

し（
（1
（

、
断
穀
行
に
限
っ
て
は
役
小
角
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

う
し
た
同
時
代
史
料
の
少
な
さ
か
ら
見
て
、
当
該
期
に
お
い
て
断
穀
が
重

要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
小
林
氏
の
結
論
は
首
肯
し
得
る
と
思
わ

れ
る
が
、
さ
ら
に
別
の
視
点
か
ら
も
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
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No 名前 時期 行為 目的 期間 場所 断穀の初出

1 大神比義 ６C 絶穀 託宣 ３年 宇佐郡厩峰 東大寺要録

（ 役小角 ７－８C 松葉 修行
（孔雀呪法） （0余年 葛木山 日本霊異記

（ 泰澄 767寂 松葉 修行（智解） 越智山 元亨釈書

（ 行叡 8C後半カ 断粒・辟穀 修行（精進） 一生 京都東山 本朝神仙伝

5 空海 8（5寂 絶粒 修行（懺悔）
入定

阿波大瀧峰
土佐室戸崎 御遺告二十五箇条

6 米糞上人 85（頃 断穀 修行 50余年 山 文徳天皇実録
斉衡元年（.（（条

7 円仁 86（寂 断穀 修行 普通唱導集

8 陽勝 86（頃 断穀 仙術 ３年 金峯山 法華験記

（ 讃岐の僧 8（0頃 絶粒・断食 修行 長く 瀬戸内海の
孤島 管家文草

10 三修 8（（寂 絶粒 修行
（千手陀羅尼） 伊吹山 真言伝

11 相応 （18寂 断穀・塩 祈念（智恵） ３年 比良山 天台南山無動寺
建立和尚伝

1（ 尊意 （（0寂 蔬食 修行 ３年 栂尾 尊意贈僧正伝

1（ 妙達 10C中頃カ 絶穀 修行 南ノ山 僧妙達蘇生記
三宝絵

1（ 淨蔵 （6（没 松葉 修行 ３年 那智滝 大法師淨蔵伝

15 香山聖人 （68頃 菓子 修行
（多波天法？） 香山 扶桑略記

康保5年条

16 空也 （7（没 絶粒 祈念（観音） ７日 湯島 空也誄

17 寛空 （7（没 断穀 修行 生涯
小野僧正記

（仁和寺諸院家記
所引）

18 日蔵 （85寂 絶穀・塩 修行 ６年 金峯山 道賢上人冥途記
（扶桑略記所引）

1（ 藤太主
源太主 10C後半頃 辟穀・絶粒 仙術 吉野山 本朝神仙伝

（0 増賀弟子 10C後半頃 断穀 仙術 愛宕山 本朝神仙伝

（1 叡好勝行 11C前半頃 絶塩・穀 祈念（菩薩示現）７日 肥前肥御崎 教訓抄

（（ 応照 10（（以前 断穀・塩松葉 焼身往生 那智滝 法華験記

（（ 良算 10（（以前 断穀・塩 修行（法花読誦）永く 金峯山 法華験記

（（ 延救 106（寂 断穀・断食 修法（護摩） 1000日 武蔵慈光寺 拾遺往生伝

（5 定秀 1076寂 蔬食 修行 ６年 土佐鹿苑寺 拾遺往生伝

（6 性信 1085寂 辟穀 修行 渉日積年 後拾遺往生伝

（7 蓮待 10（7寂 断塩穀 修行（往生） 金峯山 拾遺往生伝

（8 石窟の仙 10（8以前 絶粒 修行（禅定） 出羽石窟 本朝神仙伝

（（ 覚尊 1111以前 蔬食 修行 延暦寺 続本朝往生伝

（0 日円 1111以前 断穀 修行 長く 金峯山 続本朝往生伝

（1 明寂 11（6寂 断穀・塩 修行 永く 高野山 高野山往生伝

（（ 覚鑁 11（（寂 断穀 修行（即身成仏）６年 根来要書

表【奈良・平安期の断穀行者】
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表
【
奈
良
・
平
安
期
の
断
穀
行
者
】
は
『
日
本
霊
異
記
』
以
降
、
鎌
倉

時
代
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
、
仏
教
説
話
集
や
往
生
伝
、
僧
伝
な
ど
の
史
料

に
登
場
す
る
断
穀
行
者
を
、
そ
の
活
動
年
代
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。

来
歴
の
判
明
す
る
人
物
に
関
し
て
は
没
年
を
採
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
各

テ
キ
ス
ト
の
中
で
語
ら
れ
る
師
弟
関
係
や
関
連
す
る
人
物
で
判
断
し
、
そ

の
史
実
性
に
つ
い
て
は
問
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
活
動
時
期
が
判
明
し
な
い

人
物
に
関
し
て
は
各
史
料
の
成
立
時
期
を
参
考
と
し
て
あ
げ
て
い
る（

11
（

。

　

つ
ま
り
こ
の
表
は
、
断
穀
行
者
が
実
際
に
い
つ
頃
活
動
し
て
い
た
の
か

と
い
う
点
に
加
え
て
、
い
つ
頃
活
動
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
推
測

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
役
小
角
以
外
の
八
世
紀
以
前
の
断
穀
行
者
に
つ
い
て
略
述
す
る

と
、
大
神
比
義
は
八
幡
宮
の
縁
起
譚
に
登
場
す
る
人
物
で
、
欽
明
天
皇
期

に
宇
佐
郡
に
異
相
の
翁
が
現
れ
、
大
神
比
義
が
そ
の
正
体
を
知
る
た
め
に

三
年
間
絶
穀
、
籠
居
し
て
神
の
顕
現
を
祈
請
し
た
所
託
宣
が
降
り
、
八
幡

神
が
顕
現
し
た
と
伝
え
ら
れ
る（

1（
（

。
泰
澄
は
加
賀
白
山
を
開
い
た
人
物
と
伝

え
ら
れ
、「
衣
二

藤
皮
一

。
食
二

松
葉
一

。
修
懺
積
レ

年（
11
（

」
と
い
っ
た
修
行
を
行

い
、
行
叡
は
清
水
寺
開
創
前
に
「
東
山
清
水
寺
之
本
主
」
と
し
て
数
百
年

間
「
絶
粒
避
穀
」
の
修
行
を
続
け
た
人
物
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

ま
さ
に
伝
説
的
な
人
物
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
時
期
の

特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
物
設
定
に
あ
る
程
度
自
由
度
の
あ

る
、
後
代
に
作
成
さ
れ
た
説
話
類
を
見
て
も
、
平
安
初
期
以
前
の
断
穀
行

者
の
少
な
さ
と
い
う
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
以
降
の
数
の

推
移
を
見
る
と
、
九
世
紀
後
半
か
ら
増
え
始
め
、
十
世
紀
以
降
に
活
動
が

顕
著
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
日
本
古
代
の
断
穀
行
者
の
推
移
を
見
る
と
、
奈
良
時
代
に
は

そ
の
実
践
が
低
調
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に

大
き
な
流
行
の
波
が
訪
れ
た
こ
と
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

変
化
の
理
由
や
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
山
林
修
行
は
多
く

行
わ
れ
な
が
ら
も
断
穀
の
実
践
が
低
調
だ
っ
た
理
由
は
何
か
、
九
世
紀
後

半
以
降
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
に
つ

い
て
、
以
下
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

３
．
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
断
穀
観
―
そ
の
否
定
的
側
面

　

ま
ず
、
山
林
修
行
が
多
く
行
わ
れ
な
が
ら
も
、
断
穀
は
低
調
だ
っ
た
理

由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
、
平
安
時
代
初
期
以
前
の
社
会

に
お
け
る
断
穀
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。た
だ
、

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
当
該
期
に
は
断
穀
行
に
関
す
る
史
料
自
体
が
極
め

て
少
な
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
傍
証
を
用
い
て
類
推
し
て
み
た
い
。

　

さ
て
、
こ
れ
を
考
え
る
上
で
大
変
示
唆
的
な
の
が
、
最
澄
に
よ
る
『
顕
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戒
論
』
下
巻
の
「
開
示
六
虫
九
猴
不
浄
出
家
明
拠
四
十
九（

11
（

」
で
あ
る
。『
顕

戒
論
』
は
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
の
成
立
な
の
で
、
断
穀
行
の
歴
史
の

中
で
は
数
が
増
え
始
め
る
前
夜
と
い
っ
た
時
期
の
作
成
に
あ
た
る
。

　

当
該
箇
所
は
、
最
澄
が
弘
仁
十
年
に
四
条
式
に
添
え
て
上
程
し
た

「
請
レ

立
二

大
乗
戒
一

表
」
の
中
の
、「
於
二

比
叡
山
一

、
与
二

清
浄
出
家
一

、

為
二

菩
薩
沙
弥
一

、
授
二

菩
薩
大
戒
一

、
亦
為
二

菩
薩
僧
一

」
と
の
一
文
に
対
し

て
、
南
都
元
興
寺
の
護
命
以
下
六
名
の
僧
綱
に
よ
る
「
此
間
誰
与
二

不
浄

出
家
一

」（
11
（

、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
も
南
都
戒
壇
で
は
清
浄
出
家
に
授
戒
し
て

き
た
と
の
論
難
が
あ
り
、
こ
れ
に
反
論
す
る
た
め
の
も
の
だ
。

　

そ
の
内
容
は
、
新
羅
僧
元
暁
（
六
一
七
―
？
）
の
『
菩
薩
戒
本
持
犯
要

記（
11
（

』
に
記
載
さ
れ
る
、
誤
っ
た
見
識
を
持
つ
仏
教
者
の
六
種
類
の
類
型
＝

六
虫
や
、『
守
護
国
界
主
陀
羅
尼
経
』
で
九
猴
と
呼
ば
れ
る
、
邪
悪
な
目

的
で
出
家
し
た
九
人
の
沙
門
の
事
例
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
「
食
二

滅
仏
法
一

」

す
る
獅
子
身
中
の
虫
で
あ
り
、
不
浄
の
出
家
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ

し
て
、
暗
に
こ
う
し
た
六
虫
九
猴
が
従
来
の
南
都
戒
壇
で
の
出
家
者
の
姿

で
あ
る
と
批
判
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

　

本
論
の
問
題
関
心
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
六
虫
の
中
の
第
一
か
ら
三

に
あ
た
る
部
分
だ
。第
一
虫
は
、閑
居
静
慮
し
て
禅
定
し
て
幻
影
を
見
て
、

そ
の
邪
正
を
弁
え
ず
に
、
名
利
と
尊
敬
を
得
る
た
め
に
人
に
そ
の
内
容
を

言
い
触
ら
し
、
聖
人
の
よ
う
に
偽
っ
て
、
人
々
を
し
て
他
の
僧
を
帰
依
尊

重
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
せ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
諸
僧
の
大
賊
で
あ

る
と
非
難
す
る
。
第
二
虫
は
、
長
く
深
山
で
修
行
し
な
が
ら
正
し
い
心
を

持
て
ず
、
魔
障
に
よ
る
空
中
の
声
に
称
賛
さ
れ
て
自
高
の
心
を
起
こ
し
、

人
里
で
修
行
す
る
僧
侶
の
行
動
を
批
判
し
抑
制
す
る
者
で
、
山
林
修
行
の

価
値
を
過
信
し
て
幻
聴
を
奇
跡
と
捉
え
、
こ
れ
に
よ
り
道
を
誤
る
者
が
批

判
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
第
三
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ（

11
（

。

　

如
し
一
類
の
、
性
、
質
直
に
非
ざ
る
あ
り
て
、
或
は
邪
戒
を
承
け
、

或
は
自
ら
邪
念
し
、
糸
麻
を
衣
ず
、
五
穀
を
食
せ
ず
、
反
つ
て
利
養

恭
敬
を
貪
求
せ
ん
と
欲
し
て
、
自
ら
無
比
を
掲
げ
、
諸
の
癡
類
を
誑

し
、
群
愚
こ
と
ご
と
く
己
が
徳
を
仰
が
ん
こ
と
を
悕
望
し
て
、
普
く

一
切
の
異
迹
な
き
者
を
抑
ふ
。
こ
れ
に
由
つ
て
、
内
に
以
て
真
を
傷

つ
け
、
外
に
以
て
人
を
乱
る
。
傷
乱
の
罪
、
こ
れ
よ
り
先
と
な
す
は

な
し
と
。

　

つ
ま
り
、
正
直
で
な
い
者
が
誤
っ
た
戒
を
う
け
、
ま
た
邪
念
を
起
こ
し

て
、
糸
麻
の
服
を
着
ず
、
五
穀
を
た
べ
な
い
断
穀
を
行
う
こ
と
で
名
声
や

尊
敬
を
貪
り
求
め
、
自
ら
無
比
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
掲
げ
て
愚
か
な
者

を
誑
か
し
、
自
ら
の
徳
を
仰
ぐ
こ
と
を
望
ん
で
奇
跡
な
ど
の
成
果
が
無
い

僧
侶
を
抑
圧
す
る
。
こ
れ
は
仏
法
を
傷
つ
け
、
人
心
を
乱
す
も
の
で
あ
る

と
の
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
当
該
部
分
で
は
山
林
で
の
厳
し
い
修
行
で
感
得
す
る
幻
覚

や
幻
聴
に
惑
わ
さ
れ
た
り
、
或
い
は
断
穀
の
よ
う
な
極
端
な
苦
行
を
行
っ

た
り
し
て
自
ら
の
苦
行
の
成
果
を
誇
り
、
名
声
や
尊
敬
を
求
め
る
心
か
ら

他
僧
を
誹
謗
す
る
行
為
が
厳
し
く
誡
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は
『
菩
薩
戒
本
持
犯
要
記
』
の
引
用
で

あ
り
、
最
澄
自
身
の
考
え
は
六
虫
を
挙
げ
た
文
末
に
「
一
乗
学
者
。
好
可

二

思
択
一

也
」
と
、
つ
ま
り
良
く
考
え
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
み
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
文
を
引
い
て
、
南
都
の
僧
綱
や
従
来
の
受
戒
の

在
り
方
へ
の
批
判
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
仏
教
、
日
本

に
お
け
る
山
林
修
行
に
お
い
て
も
同
じ
問
題
が
指
摘
で
き
る
と
考
え
て
い

た
と
推
測
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
最
澄
は
『
菩
薩
戒
本
持
犯
要
記
』
に
述

べ
ら
れ
る
、
断
穀
は
「
邪
戒
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
時
に
名
利
を
求
め
て

人
々
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
受
け
入
れ
て
自
著
に
記
載
し

た
も
の
で
、
こ
こ
に
最
澄
自
身
の
断
穀
に
対
す
る
観
念
を
見
出
す
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
最
澄
は
『
山
家
学
生
式
』
や
『
顕
戒
論
』
の
中
で
、
天
台
戒
壇

受
戒
者
の
十
二
年
間
の
比
叡
山
山
篭
修
行
を
う
ち
立
て
、
そ
の
意
義
を
繰

り
返
し
述
べ
て
お
り
、
山
林
修
行
自
体
の
価
値
を
む
し
ろ
高
く
評
価
す
る

立
場
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
価
値
を
毀
損

し
か
ね
な
い
極
端
な
苦
行
は
望
ま
し
く
な
い
も
の（

11
（

と
考
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
断
穀
行
に
対
す
る
こ
う
し
た
不
信
感
は
、
九
世
紀
の
日
本
に

お
い
て
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
ら
し
い
。『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉

衡
元
年
（
八
五
四
）
七
月
乙
巳
条（

11
（

に
は
、

　

備
前
国
貢
二

一
伊
蒲
塞
一

。断
レ

穀
不
レ

食
。有
レ

勅
。安
二

置
神
泉
苑
一

。

男
女
雲
会
。
観
者
架
レ

肩
。
市
里
為
レ

之
空
。
数
日
之
間
。
遍
二

於
天

下
一

。
呼
為
二

聖
人
一

。
各
乞
二

私
願
一

。
伊
蒲
塞
仍
有
二

許
諾
一

。
婦
人

之
類
。莫
レ

不
二

眩
惑
奔
咽
一

。後
月
餘
日
。或
云
。伊
蒲
塞
夜
人
定
後
。

以
レ

水
飲
二

送
数
升
米
一

。
天
曉
如
レ

廁
。
有
レ

人
窺
レ

之
。
米
糞
如
レ

積
。

由
レ

是
声
価
応
レ

時
減
折
。
児
婦
人
猶
謂
二

之
米
糞
聖
人
一

。

と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
も
継
承
さ
れ
る
大
変
有
名
な
説
話
の
原
点
と
な
る
も
の
で
、
備
前
国
か

ら
召
し
出
さ
れ
た
断
穀
行
者
が
勅
に
よ
り
神
泉
苑
に
置
か
れ
、
人
々
が
こ

れ
を
熱
狂
的
に
信
仰
し
た
が
、
後
日
に
な
っ
て
米
の
糞
を
発
見
さ
れ
て
断

穀
行
が
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
顕
す
る
内
容
と
な
る
。

　

こ
の
逸
話
か
ら
は
、
断
穀
行
者
が
ま
さ
し
く
「
無
比
」
の
存
在
で
あ
り
、

こ
れ
が
信
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
備
前
か
ら
都
に
ま
で
そ
の
名
前
が
知
れ

渡
る
、人
々
の
信
仰
心
を
奮
い
起
こ
す
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
、
最
澄
が
『
顕
戒
論
』
で
懸
念
し
た
よ
う
に
、
邪
戒
と
し
て
人
々

を
誑
か
す
行
為
に
容
易
に
転
落
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
非
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常
に
イ
ン
チ
キ
臭
い
存
在
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う（

1（
（

。

　

も
う
一
つ
、
同
じ
九
世
紀
の
事
例
と
し
て
、『
管
家
文
草
』
に
収
録
さ

れ
た
菅
原
道
真
の
漢
詩
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
は
道
真
が
讃
岐
守
に
任
じ

ら
れ
現
地
に
赴
任
し
て
い
た
時
代
（
八
八
六
―
八
九
〇
）
に
、
瀬
戸
内
海

の
孤
島
で
修
行
す
る
断
穀
行
者
の
元
を
訪
れ
て
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

疲
羸
粒
を
絶
て
る
僧
」
草
庵
は
石
稜
に
結
べ
り
」
石
の
高
さ
三
四
丈
」

波
の
勢
百
千
層
」
隣
絶
え
て
粮
到
り
難
し
」
路
尖
に
し
て
人
登
ら
ず
」

其
の
長
く
断
食
せ
る
を
聞
き
て
」
虚
号
遍
く
相
称
け
た
り
」
骨
は
肌

を
穿
ち
て
立
た
む
と
す
」
魂
は
魄
を
離
れ
て
昇
る
べ
し
」
我
れ
実
な

り
や
不
や
を
知
ら
む
と
し
て
」
試
に
米
三
升
を
擲
ぐ
」
納
受
し
て
即

ち
言
ひ
て
曰
く
」
施
主
誠
に
馮
み
ま
つ
る
に
足
れ
り
」
今
朝
も
し
遇

ひ
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
せ
ば
」
屍
僵
れ
て
遂
に
興
つ
こ
と
な
か
ら
ま

し
と
い
ふ
」
彼
は
我
を
須
ち
て
食
ふ
に
非
ず
」
我
は
彼
を
知
り
て
矜

れ
ぶ
に
非
ず
」
嗷
嗷
た
り
閭
巷
の
犬
」
當
に
此
の
僧
朋
を
吠
え
よ（

11
（

　

痩
せ
衰
え
て
穀
物
を
断
っ
て
い
る
僧
が
、
海
中
の
石
の
上
に
草
庵
を
結

ん
で
い
た
。
険
し
い
環
境
か
ら
人
は
近
づ
け
ず
、
長
い
間
断
食
を
し
て
い

る
姿
が
噂
と
な
り
、
虚
号
が
知
れ
渡
っ
た
。
そ
の
姿
は
骨
ば
か
り
で
魂
が

離
れ
た
よ
う
で
あ
る
と
。
道
真
は
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た

め
そ
の
許
を
訪
れ
、
米
三
升
を
投
げ
与
え
て
み
た
。
す
る
と
僧
は
米
を
受

け
取
り
、
道
真
に
遭
っ
て
い
な
け
れ
ば
飢
え
て
死
ん
で
い
た
と
礼
を
述
べ

た
。
こ
う
し
た
顛
末
を
記
し
た
上
で
、
最
後
に
は
そ
の
詐
術
に
対
し
て
怒

り
の
声
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

学
識
あ
る
学
者
・
政
治
家
ら
し
く
、
道
真
は
最
初
か
ら
断
穀
に
対
し
て

懐
疑
的
だ
っ
た
よ
う
で
、
米
を
投
げ
与
え
る
と
い
う
、
な
か
な
か
際
ど
い

や
り
方
で
そ
の
真
偽
を
確
か
め
、
嘘
を
暴
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
断
穀
行

に
対
す
る
一
抹
の
期
待
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
時
の
知
識
人
の

断
穀
行
に
対
す
る
思
潮
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　

以
上
、
本
節
で
見
た
内
容
と
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
事
項
を
ま
と
め
て
み

る
と
、
奈
良
時
代
の
日
本
に
は
、
中
国
か
ら
断
穀
行
に
対
す
る
知
識
が
輸

入
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
を
実
践
す
る
者
も
一
定
数
存
在
し
て
い
た
。た
だ
、

同
時
に
中
国
に
お
け
る
否
定
的
な
言
説
も
『
弘
明
集
』
の
よ
う
な
書
物
を

通
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
九
世
紀
の
日
本
で
は
断
穀
に

対
す
る
否
定
的
な
観
念
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
し
か
も
そ
れ
は
最
澄
の
場
合
に
見
え
る
よ
う
に
教
義
的
な
裏
付
け

を
持
っ
た
思
想
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
に
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初

期
に
お
い
て
断
穀
行
が
あ
ま
り
流
行
し
な
か
っ
た
理
由
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
断
穀
に
対
す
る
否
定
的
観
念
が
あ
る
中
で
、
な
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ぜ
九
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
こ
れ
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
か
。
次
に
こ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

４
．
平
安
期
の
断
穀
と
『
摩
訶
止
観
』

　

平
安
時
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
大
き
な
変
化
と
し
て
、
密
教
の
導
入

と
山
岳
寺
院
の
増
加
、
山
岳
で
の
苦
行
に
よ
っ
て
獲
得
し
得
る
呪
術
に
対

す
る
期
待
の
増
大
に
よ
っ
て
、
前
代
以
上
に
こ
れ
が
隆
盛
し
た
こ
と
が
早

く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
岡
野
浩
二
は
平
安
時
代
の
山
岳
修
行

者
の
特
質
と
し
て
、
行
者
・
行
人
・
山
伏
と
い
っ
た
新
た
な
呼
称
の
登
場
、

久
修
練
行
・
安
居
・
巡
礼
と
い
う
修
行
形
態
の
確
立
、
祈
祷
や
霊
山
参
詣

と
い
う
非
日
常
の
中
で
の
宮
廷
・
貴
族
と
の
関
係
性
の
深
化
、
寺
院
社
会

に
お
け
る
「
行
」
を
専
門
と
す
る
行
人
（
堂
衆
）
と
い
っ
た
集
団
の
形
成

と
い
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る（

11
（

。

　

ま
た
十
世
紀
半
ば
以
降
に
な
る
と
世
俗
化
し
た
寺
院
社
会
か
ら
の
二
重

出
家
で
あ
る「
遁
世
」を
果
た
し
た
僧
た
ち
が
続
々
と
山
林
に
分
け
入
り
、

実
践
的
修
行
を
行
う
と
と
も
に
、
時
に
往
生
を
果
た
し
た
こ
と
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る（

11
（

。

　

そ
し
て
、
前
者
と
後
者
は
弁
別
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
交
じ
り
合
っ
て

い
て
、
共
通
の
修
行
と
し
て
断
穀
を
選
択
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
前
掲
の
表
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
実
例

と
し
て
『
拾
遺
往
生
伝
』
の
沙
門
蓮
待（

11
（

を
紹
介
し
た
い
。

　

沙
門
蓮
待
者
、
丹
波
国
人
也
。
幼
年
出
家
、
住
二

仁
和
寺
一

。
師
二

事
叡
算
阿
闍
梨
一

。〈
本
名
永
算
〉。
壮
年
之
時
、
道
心
忽
発
、
隠
居

之
後
、
改
二

名
蓮
待
一

。
俗
呼
二

石
蔵
聖
一

矣
。
日
夜
苦
行
、
未
二

曾
休

息
一

。
又
籠
二

金
峰
山
一

、
断
二

穀
塩
味
一

。
身
体
已
枯
、
筋
骨
皆
露
。

諸
僧
相
謂
云
、
上
人
死
時
、
院
内
可
レ

穢
。
即
依
二

衆
議
一

、
雖
レ

出
二

霊
居
一

、
蔵
王
有
レ

告
、
又
以
帰
住
。
而
間
猶
求
二

幽
棲
一

、
遥
入
二

高

野
一

。
数
年
之
後
、
内
心
発
願
、
為
レ

仕
二

貧
家
之
人
一

、
忽
企
二

離
山

之
思
一

。
衆
人
雖
二

相
留
一

、
強
以
出
レ

山
。
但
至
二

于
終
焉
之
時
一

、
必

成
二

帰
之
約
一

。
其
後
修
行
経
歴
、
不
レ

定
二

去
留
一

、
遂
到
二

土
左
国
金

剛
頂
寺
一

。
承
徳
二
年
五
月
十
九
日
、
辞
二

彼
西
海
一

、
帰
二

此
高
野
一

。

【
中
略
】
只
為
レ

宛
二

後
世
資
糧
一

、
奉
レ

読
二

法
花
経
一
万
部
一

。
其
後

不
三

復
記
二

巻
数
一

。【
中
略
】
同
六
月
七
日
、
上
人
自
剃
レ

頭
整
レ

衣
。

似
レ

無
二

悩
気
一

。【
中
略
】
整
レ

服
而
向
二

西
方
一

。
手
結
二

定
印
一

、
挙
レ

声
唱
。南
無
三
身
即
一
阿
弥
陀
如
来
。南
無
大
慈
大
悲
観
自
在
菩
薩
。

南
無
弘
法
大
師
遍
照
金
剛
菩
薩
。
如
レ

此
称
礼
、
端
坐
入
滅
。
諸
僧

望
見
、
両
眼
有
レ

涙
。
当
二

于
此
時
一

、
西
天
雲
聳
、
前
林
風
惨
。
雲

上
有
二

雷
音
一

、
風
下
有
二

香
気
一

。
須
臾
天
晴
、
雲
無
レ

所
レ

処
。
于
レ

時
春
秋
八
十
六
【
以
下
略
】
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彼
の
生
涯
を
通
し
た
修
行
の
姿
は
焦
点
の
当
て
方
に
よ
っ
て
様
々
で
、

仁
和
寺
で
学
ん
だ
後
で
発
心
・
隠
居
し
た
遁
世
僧
で
あ
り
、
金
峰
山
で
籠

山
修
行
す
る
断
穀
行
者
で
あ
り
、
金
峰
山
か
ら
高
野
山
ま
で
を
抖
擻
す
る

山
林
修
行
者
で
あ
り
、
高
野
下
山
後
は
市
井
を
巡
る
聖
で
あ
り
、
万
部
経

を
読
誦
す
る
持
経
者
で
も
あ
り
、
西
方
極
楽
浄
土
を
希
求
す
る
浄
土
信
仰

者
で
も
あ
っ
た
。
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
時
代
に
山
林
で
修
行

し
た
僧
侶
は
、
こ
う
し
た
多
様
性
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う（

11
（

。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
こ
う
し
た
山
林
修
行
の
価
値
を
認
め
る
思

想
的
背
景
、そ
の
教
理
的
裏
付
け
が
、天
台
智
顗
の『
摩
訶
止
観
』（
五
九
四

成
立
）
巻
四
・
第
六
方
便
章
「
具
五
縁
」
の
一
節
で
あ
る
「
第
三
閑
居
静

処
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た（

11
（

。

　

こ
の
方
便
章
は
止
観
行
を
実
践
す
る
上
で
必
要
な
準
備
を
五
類
型
、

二
十
五
項
目
に
分
け
て
説
明
す
る
内
容
で
、
そ
の
第
一
類
型
で
あ
る
「
具

五
縁
」
と
は
修
行
に
適
し
た
五
つ
の
条
件
や
環
境
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
説
き
、「
閑
居
静
処
」
と
は
静
か
な
場
所
に
閑
居
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る（

11
（

。

　

ま
た
、
遁
世
文
学
研
究
や
遁
世
僧
研
究
に
お
い
て
も
、『
摩
訶
止
観
』

が
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
平
安
期
以
降

の
山
林
修
行
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
非
情
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
が
改
め
て
評
価
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
同
じ
『
摩
訶
止
観
』「
具
五
縁
」

の
中
の
一
節
で
あ
る
「
第
二
衣
食
具
足
」
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
は
止
観

行
に
ふ
さ
わ
し
い
衣
食
の
在
り
方
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も

な
く
本
稿
で
の
関
心
は
食
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
お
、
食
の
記
述

と
「
第
三
閑
居
静
処
」
は
内
容
が
連
関
し
て
い
る
の
で
、
や
や
長
文
と
な

る
が
次
に
両
方
を
引
用
す
る（

1（
（

。

　

食
と
は
三
処
に
食
を
論
ず
。
以
て
身
を
資た
す

け
て
道
を
養
ふ
べ
し
。

一
に
は
深
山
に
跡
を
絶
ち
、
遠
く
人
民
を
去
り
、
た
だ
甘
果
美
水
、

一
菜
一
果
を
資と

る
の
み
。
或
は
松
柏
を
餌く
ら

う
て
以
て
精
気
を
続
く
。

雪
山
の
甘
香
藕は
す

等
、
食
し
お
わ
っ
て
心
を
繋
け
、
思
惟
坐
禅
し
て
更

に
余
事
無
き
が
如
し
。
是
の
如
き
の
食
は
上
士
也
。
二
に
は
阿
蘭
若

処
に
頭
陀
抖
摟
す
。
放
牧
の
声
を
絶
す
、
是
れ
修
道
の
処
な
り
。
分

衛
し
て
自
ら
資た
す

く
。
七
仏
皆
乞
食
の
法
を
明あ
か

す
。
方
等
・
般
舟
・
法

華
に
も
皆
乞
食
を
云
ふ
也
。路
径
若
し
遠
け
れ
ば
分
衛
に
労
妨
あ
り
。

若
し
近
け
れ
ば
人
物
相
喧
し
。
遠
か
ら
ず
近
か
ら
ず
。
食
を
乞
ふ
に

便す
な
はち

易
き
は
是
れ
中
士
也
。
三
に
は
既
に
穀
を
絶
ち
果
を
餌く
ら

ふ
こ
と

能
わ
ず
、又
頭
陀
乞
食
す
る
こ
と
能
わ
ず
、外
護
の
檀
越
が
食
を
送
っ

て
供
養
す
。
亦
受
く
る
こ
と
を
得
べ
し
。
又
僧
中
の
如
法
に
結
浄
食

も
、
亦
受
く
る
こ
と
を
得
べ
き
は
下
士
也
。【
以
下
略
】

　

第
三
に
閑
居
静
処
と
は
、衣
食
を
具
足
す
と
雖
も
住
処
は
い
か
ん
。
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随
自
意
の
ご
と
き
は
処
に
触
れ
て
安
ん
ず
べ
き
も
、
三
種
の
三
昧
は

必
ず
好
処
を
須も
ち

ふ
。
好
処
に
三
あ
り
。
一
に
は
深
山
幽
谷
、
二
に
は

頭
陀
抖
擻
、
三
に
は
蘭
若
伽
藍
。
深
山
幽
谷
の
ご
と
き
は
、
途
路
艱

険
に
し
て
永
く
人
蹤
を
絶
す
。
誰
か
相
悩
乱
せ
ん
。
意
を
恣
に
し
て

禅
観
し
、
念
念
道
に
在
り
。
毀
誉
起
こ
ら
ず
。
是
処
最
も
勝
る
。
二

に
頭
陀
抖
摟
は
、
極
め
て
近
き
も
三
里
、
交
往
も
亦
疎
し
。
煩
悩
を

覚
策
す
。
是
処
次
と
為
す
。
三
に
は
蘭
若
伽
藍
、
閑
静
の
寺
。
独
り

一
房
に
処
し
て
事
物
に
干
ら
ず
、
門
を
閉
じ
て
静
坐
し
、
正
諦
に
思

惟
す
。
是
処
を
下
と
為
す
。
若
し
三
処
を
離
れ
て
余
は
則
ち
不
可
な

り
【
以
下
略
】

　

理
想
的
な
食
の
在
り
方
と
修
行
の
場
所
が
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
し
か
も
上
中
下
に
ラ
ン
ク
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
食
と
住
の
対
応

関
係
を
整
理
す
る
と
、

・ 

上
士
（
優
）／
一
菜
一
果
、
松
栢
（
＝
絶
穀
・
餌
果
）／
深
山
幽
谷

・
中
士
（
次
）／
頭
陀
抖
擻
、
乞
食
／
阿
蘭
若
処

・
下
士
（
下
）／
檀
越
供
養
、
結
浄
食
／
伽
藍

と
な
る
。
仏
道
修
行
で
選
択
す
べ
き
は
こ
の
三
種
の
内
の
い
ず
れ
か
で
あ

り
、
し
か
も
深
山
幽
谷
で
の
絶
穀
が
最
も
優
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

文
中
の
「
雪
山
」
は
『
大
般
涅
槃
経
』
第
十
四
聖
行
品
の
雪
山
童
子
の

逸
話
に
よ
る
も
の
。前
世
の
釈
迦
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
で
修
行
し
て
い
た
時
、

豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
て
、「
其
中
唯
食
二

諸
果
一

。
食
已
繋
レ

心
思
惟
坐
禅

経
二

無
量
歳
一

」（
11
（

と
い
う
修
行
を
続
け
て
い
た
。
あ
る
時
、
羅
刹
（
実
は
帝

釈
天
）
の
唱
え
る
「
諸
行
無
常　

是
生
滅
法
」
の
偈
を
聞
き
、
残
り
の
半

分
の
「
生
滅
滅
為　

寂
滅
為
楽
」
を
聞
く
た
め
に
、
飢
え
た
羅
刹
の
食
糧

と
し
て
身
を
捧
げ
た
と
い
う
内
容
で
、
様
々
な
仏
典
に
引
用
さ
れ
、
日
本

に
お
い
て
も
多
く
の
書
物
に
掲
載
さ
れ
る
人
気
の
あ
っ
た
話
で
あ
る（

11
（

。

　

つ
ま
り
、
修
行
を
志
す
者
が
『
摩
訶
止
観
』
の
「
第
二
衣
食
具
足
」
を

読
め
ば
、深
山
幽
谷
に
お
け
る
断
穀
が
雪
山
童
子
に
比
肩
し
得
る
よ
う
な
、

最
も
優
れ
た
実
践
す
べ
き
修
行
で
あ
る
と
、
誰
も
が
認
識
し
た
と
思
わ
れ

る
。
元
々
断
穀
は
仏
教
教
義
に
基
づ
く
根
拠
が
弱
く
、
そ
の
正
当
性
が
薄

弱
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、『
摩
訶
止
観
』
の
内
容
が
理
解
さ
れ
広
ま
っ
て
い

く
中
で
、
そ
の
内
容
に
依
拠
し
て
積
極
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
結
果
こ
れ
を
実
践
す
る
修
行
者
が
増
加
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が

本
論
の
見
通
し
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
仮
説
の
問
題
は
日
本
に
お
け
る
『
摩
訶
止
観
』
の
研
究
・

普
及
の
立
役
者
が
最
澄
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
『
摩
訶
止

観
』
の
受
容
は
鑑
真
に
始
ま
る
と
さ
れ
、
最
澄
は
そ
の
一
部
を
見
て
感
銘

を
受
け
、
天
台
教
学
を
求
め
て
中
国
に
留
学
し
て
、
天
台
七
祖
道
邃
に
よ

る
『
摩
訶
止
観
』
講
義
を
聴
聞
し
、
全
部
を
書
写
し
て
持
ち
帰
っ
た（

11
（

。
ま

た
『
山
家
学
生
式
』
に
お
い
て
、
毎
年
二
人
の
年
分
度
者
の
内
一
人
に
、
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『
摩
訶
止
観
』
を
読
み
、
そ
の
実
践
で
あ
る
四
種
三
昧
を
行
う
「
止
観
業
」

を
修
学
さ
せ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。そ
の
一
方
で
、先
に
見
た
よ
う
に
、

『
顕
戒
論
』
で
展
開
さ
れ
た
最
澄
自
身
の
断
穀
観
は
、『
菩
薩
戒
本
持
犯

要
記
』
に
依
拠
し
て
、
断
穀
行
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
考

え
方
は
『
摩
訶
止
観
』「
第
二
衣
食
具
足
」
の
記
載
と
整
合
性
が
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

恐
ら
く
最
澄
は
、
南
都
と
の
宗
教
的
な
対
立
に
打
ち
勝
つ
た
め
、
ま
た

教
団
を
率
い
て
多
く
の
弟
子
を
育
成
す
る
立
場
の
者
と
し
て
、
断
穀
に
関

し
て
は
『
摩
訶
止
観
』
の
内
容
を
理
解
し
つ
つ
も
、
敢
え
て
『
菩
薩
戒
本

持
犯
要
記
』
の
考
え
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
最
澄
の
死
後
、よ
り
大
き
な
宗
教
的
影
響
力
を
持
ち
得
た
の
は
、

最
澄
自
身
が
そ
の
宣
揚
に
努
め
た
『
摩
訶
止
観
』
で
あ
り
『
顕
戒
論
』
で

は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
源
信
『
往
生
要
集
』
の
巻
下
第
九

「
助
道
資
縁（

11
（

」
に
は
、
念
仏
の
助
け
と
な
る
条
件
を
解
説
す
る
中
で
次
の

様
に
述
べ
る
。

　

其
出
家
人
亦
有
二

三
類
一

。
若
上
根
者
、
草
座
鹿
皮
、
一
菜
一
菓
、

如
二

雪
山
大
士
一

是
也
。
若
中
根
者
、
常
乞
食
・
糞
掃
衣
。
若
下
根
者
、

檀
越
嚫
施
。
但
少
有
二

所
得
一

、
即
便
知
レ

足
。
具
如
二

止
観
第
四
一

。

　
『
摩
訶
止
観
』巻
四
の「
衣
食
具
足
」全
体
の
要
約
で
あ
り
、詳
細
は『
摩

訶
止
観
』
の
本
文
に
譲
っ
て
い
る
。
ま
た
、
源
信
の
著
作
と
仮
託
さ
れ
て

い
る
『
止
観
坐
禅
記（

11
（

』
で
も
、
閑
処
で
の
坐
禅
に
三
品
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
上
で
、
深
山
幽
谷
に
お
け
る
「
憑
二

一
水
一
菓
一

。
餌
二

松
栢
一

以
続
二

精

気
一

。
恣
思
惟
坐
禅
。
更
無
レ

餓
二

余
事
一

。
如
二

雪
山
童
子
一

。」
が
上
品
で
、

頭
陀
抖
擻
で
の
乞
食
が
中
品
、
伽
藍
で
の
静
坐
が
下
品
で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。『
摩
訶
止
観
』
自
体
の
普
及
と
共
に
、
こ
う
し
た
引
用
著
作
を
通

し
て
も
、
そ
の
断
穀
観
は
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う（

11
（

。

　

そ
の
結
果
、
前
掲
表
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
多
く
の
断
穀
行
者
の
活
動
が

生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
表
の
中
で
天
台
と
関
わ
り
を
有
す
る
僧
侶
と

し
て
、
円
仁
、
陽
勝
、
相
応
、
尊
意
、
浄
蔵
、
増
賀
、
叡
好
、
応
照
、
延

救
、
定
秀
、
覚
尊
な
ど
多
く
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
、
天
台
系
の
山
林
修

行
の
中
に
断
穀
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

５
．
空
海
の
断
穀
行
と
空
海
伝

　

前
節
で
は
『
摩
訶
止
観
』
と
い
う
天
台
教
学
と
断
穀
と
の
関
わ
り
を
検

討
し
た
が
、
日
本
に
お
け
る
断
穀
行
の
淵
源
を
考
え
る
上
で
、
空
海
の
存

在
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

空
海
の
生
涯
を
辿
る
と
、
山
林
修
行
を
重
視
す
る
行
者
と
い
う
姿
が
強

く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
し
、
特
に
断
穀
行
者
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら

は
、
前
掲
表
の
通
り
そ
の
記
録
が
増
加
し
始
め
る
境
目
の
人
物
と
し
て
重
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要
で
あ
る
。
空
海
個
人
や
そ
の
著
作
に
関
し
て
は
膨
大
な
数
の
先
行
研
究

が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
ま
ず
著
作
の
中
で
語

ら
れ
る
断
穀
行
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

　

空
海
に
よ
り
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
に
記
さ
れ
た
『
三
教
指
帰（

11
（

』
に

は
、
序
文
で
出
家
の
経
緯
を
述
べ
、
十
八
歳
で
一
人
の
沙
門
に
出
会
い
虚

空
蔵
求
聞
持
法
を
呈
さ
れ
、
阿
波
大
瀧
嶽
と
土
佐
室
戸
岬
で
苦
行
し
、
遂

に
明
星
が
来
影
し
た
と
の
経
緯
が
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
論
に
は
儒
教

の
亀
毛
先
生
、
道
教
の
虚
亡
隠
士
、
仏
教
の
仮
名
乞
児
と
い
う
三
人
の
虚

構
の
人
物
が
登
場
し
、
各
宗
教
の
所
論
を
述
べ
た
上
で
仏
教
が
優
れ
て
い

る
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。

　

こ
の
仮
名
乞
児
に
は
若
き
空
海
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
修
行

の
姿
は
「
或
登
二

金
巌
一

。
而
遇
レ

雪
坎
壈
。
或
跨
二

石
峯
一

。
以
絶
レ

粮
轗
軻
」

「
払
レ

霜
食
レ

蔬
。
遙
同
二

伋
行
一

。
掃
レ

雪
枕
レ

肱
。
還
等
二

孔
誡
一

。」
と
記

さ
れ
、
山
岳
で
の
修
行
は
絶
粮
や
蔬
食
を
伴
う
厳
し
い
苦
行
で
あ
っ
た
。

な
お
、
後
半
の
文
章
の
「
食
蔬
」「
枕
肱
」
は
空
海
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
表
現

で
は
な
く
、『
論
語
』「
述
而
」
の
「
飯
二

疏
食
一

飲
レ

水
、
曲
レ

肱
而
枕
レ

之
、

楽
亦
在
二

其
中
一

矣
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。

　

類
似
の
表
現
は
遣
唐
使
と
し
て
留
学
し
た
際
の
「
与
二

福
州
観
察
使
一

入

京
啓（

11
（

」
に
も
見
え
、「
日
本
国
留
学
沙
門
空
海
啓
。
空
海
才
能
不
レ

聞
。
言

行
無
レ

取
。
但
知
二

雪
中
枕
レ

肱
。
雲
峯
喫
一
レ

菜
。」
と
あ
っ
て
、
自
分
を
卑

下
し
つ
つ
、『
論
語
』の
一
節
を
組
み
込
ん
で
、た
だ
山
林
で
の
断
穀
を
行
っ

て
き
た
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）、
綿
百
屯
と
御
製
詩
を
賜
っ
た
嵯
峨
天
皇

に
対
し
て
捧
げ
ら
れ
た
、「
奉
レ

謝
二

恩
賜
百
屯
綿
兼
七
言
詩
一

詩（
1（
（

」
に
は
、

「
方
袍
苦
行
雲
山
裏
、
風
雪
無
常
春
夜
寒
、
五
綴
持
錫
観
二

妙
法
一

、六
年

蘿
衣
啜
二

蔬
飡
一

」
と
あ
り
、
当
時
住
し
て
い
た
高
雄
山
寺
に
お
け
る
苦
行

の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
空
海
の
断
穀
行
は
中
国
漢
詩
文
の
知
識
に
基
づ
い
て
文

学
的
、
美
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
特
徴
と
言
え
よ
う
。
そ
れ

で
は
、
空
海
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
断
穀
行
は
、
没
後
に
夥
し
く
作
成

さ
れ
る
空
海
伝
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。

空
海
の
伝
記
に
関
し
て
は
、
空
海
没
年
で
あ
る
承
和
二
年
（
八
三
五
）
の

年
紀
を
持
つ
『
御
遺
告（

11
（

』
や
『
空
海
僧
都
伝（

11
（

』
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
こ

れ
ら
が
十
世
紀
中
頃
の
成
立
と
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
成
立
時
期
や
成

立
過
程
に
つ
い
て
の
再
検
討
が
進
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
諸
史
料
の
成

立
時
期
に
関
し
て
は
空
海
伝
研
究
を
牽
引
す
る
武
内
孝
善
の
研
究（

11
（

に
基
づ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

空
海
伝
の
中
で
成
立
時
期
の
早
い
も
の
に
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二

年
三
月
庚
午
条（

11
（

や
、
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
成
立
の
『
贈
大
僧
正
空
海
和

上
伝
記（

11
（

』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
非
常
に
簡
潔
な
記
載
と
な
っ
て
お
り
、『
三
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教
指
帰
』
序
文
と
共
通
す
る
阿
波
大
瀧
嶽
・
土
佐
室
戸
岬
に
お
け
る
修
行

や
明
星
来
影
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
る
が
、
断
穀
に
つ
い
て
は
記
す
所
が
無

い
。

　

空
海
伝
で
断
穀
が
語
ら
れ
る
の
は
、『
御
遺
告
』
か
ら
で
あ
り
、
青
年

期
の
修
行
時
と
晩
年
に
死
期
を
悟
っ
て
か
ら
の
二
箇
所
で
あ
る
。
前
者
は

阿
波
大
瀧
嶽
と
土
佐
室
戸
岬
で
の
修
行
に
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。　

心
観
明
星
入
レ

口
。
虚
空
蔵
光
明
照
来
、
顕
二

菩
薩
之
威
一

、
現
二

仏

法
之
無
二
一

。
厥
苦
節
也
則
厳
冬
深
雪
被
二

藤
衣
一

而
顕
二

精
進
道
一

、

炎
夏
極
熱
断
二

絶
穀
漿
一

朝
暮
懺
悔
。
及
二

于
二
十
年
一

。

　

明
星
が
飛
ん
で
来
る
だ
け
で
な
く
、
口
に
入
る
こ
と
で
大
師
と
一
体
と

な
る
奇
跡
が
追
加
さ
れ
、
さ
ら
に
藤
衣
・
絶
穀
の
苦
行
を
二
十
歳
に
な
る

ま
で（

11
（

行
っ
た
と
い
う
逸
話
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
方
の
晩
年
の
記

述
は
、

　

吾
自
二

去
天
長
九
年
十
一
月
十
二
日
一

、
深
厭
二

穀
味
一

、
專
好
二

坐

禪
一

。
皆
是
令
法
久
住
勝
計
、
并
為
二

末
世
後
生
弟
子
門
徒
等
之
一

也
。

方
今
諸
弟
子
等
諦
聴
諦
聴
。
吾
生
期
今
不
レ

幾
。
仁
等
好
住
、
慎
守
二

教
法
一

。
吾
永
帰
レ

山
。
吾
擬
二

入
滅
一

者
今
年
三
月
二
十
一
日
寅
剋
。

諸
弟
子
等
莫
レ

為
二

悲
泣
一

。

と
あ
り
、
天
長
九
年
（
八
三
二
）
か
ら
今
年
＝
承
和
二
年
ま
で
の
三
年
間
、

断
穀
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
、
死
期
を
予
告
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

青
年
期
と
晩
年
の
断
穀
行
は
、『
空
海
僧
都
伝
』
や
『
遺
告
諸
弟
子
等（

11
（

』、

『
弘
法
大
師
行
状
集
記
』（
寛
治
三
年
一
〇
八
九
）、『
高
野
大
師
御
広
伝
』

（
元
永
元
年
一
一
一
八
）、『
弘
法
大
師
行
化
記
』（
平
安
末
期
）
な
ど
に

継
承
さ
れ
、『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』『
真
言
伝
』
の
空
海
伝
や
『
弘
法
大

師
行
状
絵
詞（

11
（

』
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
晩
年
の
断
穀
行
は
記
す
が
、
青
年
期
の
記
載
が
な
い
パ
タ
ー
ン

も
あ
り
、『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』（
康
保
五
年
九
六
八
）、『
弘
法
大

師
伝
』（
長
保
四
年
一
〇
〇
二
）
と
『
遺
告
真
然
大
徳
等
』『
太
政
官
符
案

并
遺
告
』
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
空
海
の
断
穀
行
は
十
世
紀
半
ば
以
降
に
盛
ん
に
作
成
さ

れ
始
め
る
伝
記
史
料
に
連
綿
と
語
り
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。た
だ
、

こ
う
し
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
空
海
伝
の
記
述
は
、
空
海
自
身
の
『
論
語
』

を
踏
ま
え
た
高
尚
な
表
現
か
ら
は
遠
く
、
む
し
ろ
説
話
的
で
あ
る
。
延
喜

十
年
（
九
一
〇
）
東
寺
に
お
い
て
御
影
供
が
始
ま
り
、
延
喜
二
十
一
年
に

弘
法
大
師
と
謚
号
さ
れ
る
な
ど
、
空
海
の
伝
説
化
は
十
世
紀
以
降
顕
著
と

な
り
、
十
一
世
紀
初
頭
に
は
大
師
入
定
伝
承
が
成
立
す
る（

11
（

。
断
穀
行
を
含

む
空
海
伝
の
成
立
は
こ
う
し
た
動
き
に
同
調
し
て
お
り
、
こ
れ
が
実
際
の

山
林
修
行
者
の
行
動
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
空
海
の
断
穀
行
が
説
話
化
し
、
多
様
な
テ
キ
ス
ト
に
継
承
さ
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れ
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
十
世
紀
以
降
に
断
穀
行
者
が
増
加
す
る
も

う
一
つ
の
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
先
に
見
た
『
拾
遺
往
生
伝
』
の

沙
門
蓮
待
が
金
峰
山
や
高
野
山
で
の
断
穀
を
経
て
、
死
に
臨
ん
で
「
南
無

弘
法
大
師
遍
照
金
剛
菩
薩
」
と
称
礼
し
て
往
生
を
遂
げ
た
と
語
ら
れ
る
の

は
、
こ
う
し
た
背
景
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
お
け
る
断
穀
に
対
す
る
認
識
や
断

穀
行
者
の
変
遷
を
見
て
き
た
。
中
国
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
た
断
穀
行

は
肯
定
・
否
定
の
両
義
的
な
側
面
を
有
し
、
奈
良
時
代
の
日
本
に
も
断
穀

に
関
す
る
知
識
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
奈
良
時
代
の
日
本
で
は
断
穀
は
そ

れ
ほ
ど
活
発
で
は
な
く
、
否
定
的
な
評
価
も
社
会
に
根
付
い
て
い
た
。
し

か
し
、
平
安
期
以
降
に
な
る
と
断
穀
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
る
。
こ

の
変
化
は
、
山
林
修
行
や
断
穀
の
価
値
を
高
く
評
価
す
る
『
摩
訶
止
観
』

の
内
容
が
受
容
さ
れ
広
ま
っ
た
こ
と
や
、
空
海
の
断
穀
が
説
話
化
し
て
継

承
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

本
論
の
分
析
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
断
穀
の
淵
源
、
そ
の
出
発
点
の

様
相
を
あ
る
程
度
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
次
の
課
題
と
し

て
、
今
回
見
た
断
穀
に
関
す
る
観
念
が
、
ど
の
よ
う
に
後
の
時
代
に
継
承

さ
れ
、
あ
る
い
は
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
考
え

る
べ
き
課
題
と
し
て
は
、「
木
食
草
衣
」
と
禅
宗
と
の
関
わ
り
や
、
修
験

道
に
お
け
る
断
穀
行
の
再
評
価
、
断
穀
に
対
す
る
否
定
的
観
念
の
継
承
、

断
穀
行
者
の
各
時
代
に
お
け
る
具
体
的
相
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
を
積
み
上
げ
た
上
で
、
室
町
時
代
の
十
穀
聖
・
木
食
聖
登
場

の
意
味
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（1
） 

十
穀
聖
・
木
食
聖
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
堀
一
郎
「
十
穀
聖
」（『
我
が
国
民
間

信
仰
史
の
研
究
』（
創
元
社
、
一
九
五
三
）、
菊
地
武
「
木
食
（
十
穀
・
五
穀
）
考

―
中
世
か
ら
近
世
へ
の
変
遷
―
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
三
四
（
二
）、

一
九
八
六
）、
永
井
義
憲
「
長
谷
寺
と
十
穀
聖
―
十
穀
聖
の
系
譜
―
」（『
豊
山
教

学
大
会
紀
要
』
一
四
、一
九
八
六
）、
太
田
直
之
『
中
世
の
社
寺
と
信
仰
―
勧
進
と

勧
進
聖
の
時
代
―
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
）
な
ど
が
あ
る
。
よ
り
詳
細
な
研
究

史
は
拙
稿
参
照
。

（
（
） 

山
折
哲
雄「
断
食
考（
上
）」（『
駒
沢
大
学
文
化
』二
、一
九
七
六
）、「
断
食
考（
下
）」

（『
駒
沢
大
学
文
化
』
三
、一
九
七
七
）。

（
（
） 

ア
ッ
プ
ル
荒
井
し
の
ぶ
「
法
華
経
と
苦
行
と
滅
罪
―
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ブ
」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
二
四
、二
〇
〇
八
）。

（
（
） 

小
林
崇
仁「
日
本
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
資
糧（
一
）―
乞
食
・
蔬
食
―
」（『
蓮

華
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
三
、二
〇
一
〇
）。
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） 

中
国
仏
教
に
お
い
て
は
『
涅
槃
経
』
や
『
梵
網
経
』
の
影
響
に
よ
っ
て
肉
食
禁
止

の
思
想
が
広
ま
り
、
蔬
食
と
い
う
言
葉
は
肉
を
食
べ
な
い
菜
食
と
い
う
意
味
で
も

広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
諏
訪
義
純
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
菜

食
主
義
思
想
の
形
成
に
関
す
る
管
見
」（『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』

一
二
、一
九
八
二
）。

（
6
） 

道
家
に
よ
る
断
穀
に
関
し
て
は
麥
谷
邦
夫
「
穀
食
忌
避
の
思
想
―
辟
穀
の
傳
統
を

め
ぐ
っ
て
」（『
東
方
学
報
』
七
二
、二
〇
〇
〇
）。

（
7
） 

註
３
荒
井
論
文
。

（
8
） 

引
用
テ
キ
ス
ト
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
以
下
『
大
正
蔵
』）
第
五
二
巻

T
（10（

。
内
容
の
解
釈
や
牟
子
に
関
す
る
解
説
は
、
吉
川
忠
夫
訳
『
大
乗
仏
典
〈
中

国
・
日
本
編
〉
四 

弘
明
集
・
広
弘
明
集
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

（
（
） 

吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
『
高
僧
伝
（
三
）』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
）
巻
九
神
異

篇
上
「
晋
の
羅
浮
山
の
単
道
開
」。
テ
キ
ス
ト
は
『
大
正
蔵
』
第
五
〇
巻

T
（05（

三
八
七
頁
。

（
10
） 『
大
正
蔵
』
第
五
〇
巻T

（06（

九
三
九
頁
。

（
11
） 

な
お
沙
門
法
成
に
つ
い
て
は
同
時
代
の
人
物
と
し
て
『
高
僧
伝
』
巻
十
一
習
禅
篇

に
釈
法
成
が
い
る
が
、
こ
の
人
物
は
「
不
餌
五
穀
、
唯
食
松
脂
」
と
い
う
断
穀
行

者
で
、
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
1（
） 『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
七
巻
八
七
頁
。（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

奈
良
時

代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。

（
1（
） 『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
所
引
「
延
暦
僧
録
第
二 

上
宮
皇
太
子
菩
薩
〈
聖
徳
太
子
〉

傳
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
一
）。

（
1（
） 『
続
高
僧
伝
』
巻
十
七
習
禅
篇
（『
大
正
蔵
』
第
五
〇
巻T

（060

五
六
二
頁
）。

（
15
） 『
日
本
書
紀
』
三
〇
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
）。

（
16
） 『
令
集
解
』
巻
八
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
三
）。

（
17
） 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
）。

（
18
） 

銭
谷
武
平
『
役
行
者
伝
記
集
成
』（
東
方
出
版
、
一
九
九
四
）。

（
1（
） 

小
林
崇
仁
「
奈
良
・
平
安
初
期
の
山
林
寺
院
に
お
け
る
仏
教
者
の
諸
活
動
―
道
俗

相
集
を
め
ぐ
っ
て
」（『
蓮
華
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
一
二
、二
〇
一
九
）。

（
（0
） 

表
の
「
時
期
」
の
中
で
「
～
以
前
」
と
あ
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
（1
） 『
東
大
寺
要
録
』（
続
々
群
書
類
従 

第
一
一
宗
教
部
）、『
扶
桑
略
記
』
欽
明
天
皇

三
二
年
条
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
二
）、『
八
幡
愚
童
訓
』（『
群
書
類
従
』

第
一
輯
神
祇
部
、『
続
群
書
類
従
』
第
二
輯
上
神
祇
部
ほ
か
）
な
ど 

。

（
（（
） 『
元
亨
釈
書
』
巻
一
五
方
応
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
一
）。

（
（（
） 『
本
朝
神
仙
伝
』
六
行
叡
居
士
（『
往
生
伝　

法
華
験
記
』『
日
本
思
想
大
系
』
７
）。

（
（（
） 『
最
澄
』（『
日
本
思
想
大
系
』
四
）。
以
下
『
顕
戒
論
』『
山
家
学
生
式
』
の
引
用

は
同
書
に
よ
る
。

（
（5
） 

南
都
に
よ
る
主
張
は
『
顕
戒
論
』
の
各
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
間
の

南
都
僧
綱
と
の
論
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
大
久
保
良
峻
『
伝
教
大
師　

最
澄
』（
法

蔵
館
、
二
〇
二
一
）
を
参
照
し
た
。

（
（6
） 『
大
正
蔵
』
第
四
五
巻T

1（007

。

（
（7
） 

註
（（
前
掲
書
の
頭
注
参
照
。

（
（8
） 

読
み
下
し
は
註
（（
前
掲
書
を
参
照
。

（
（（
） 『
顕
戒
論
』
巻
中
「
開
示
未
得
仏
智
慧
平
人
得
罪
過
明
拠
四
十
二
」
で
は
「
諸
方

無
行
経
」
を
引
用
し
て
、
苦
行
の
僧
侶
が
他
人
を
是
非
す
る
心
に
よ
り
不
浄
悪
心

を
生
じ
、
阿
鼻
大
地
獄
に
堕
し
た
と
い
う
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
（0
） 『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
。

（
（1
） 

な
お
、
こ
の
話
の
モ
チ
ー
フ
は
『
大
智
度
論
』
巻
十
六
の
釈
迦
の
前
世
譚
と
良
く

似
て
い
る
こ
と
が
諸
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
早
く
は
南
方
熊
楠
「
米
糞
上

人
の
話
」（『
南
方
熊
楠
文
集
』
一
、『
東
洋
文
庫
』
三
五
二
）
の
他
、
今
野
達
「
語

園
漫
考
（
三
）
米
糞
聖
人
の
本
地
」（『
横
浜
国
大
国
語
研
究
』
一
〇
、

一
九
九
二
）、
渡
辺
麻
里
子
「
穀
断
の
聖
考
」（
小
峯
和
明
編
『
東
ア
ジ
ア
の
今
昔

物
語
集
』
勉
正
出
版
、
二
〇
一
二
）
等
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
菅
家
文
草
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
七
二
）。
読
み
下
し
も
同
書
に
よ
る
。
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（（
） 
和
歌
森
太
郎
『
修
験
道
史
研
究
』（『
東
洋
文
庫
』
二
一
一
）。

（
（（
） 
岡
野
浩
二
「
平
安
時
代
の
山
岳
修
行
者
」（『
国
史
学
』
二
二
一
、二
〇
一
七
）。

（
（5
） 
大
隅
和
雄
「
遁
世
に
つ
い
て
」（『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
三
（
二
）、

一
九
六
五
）。
吉
岡
諒
「
遁
世
僧
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
佛
教
史
研
究
』

五
七
、二
〇
一
九
）。

（
（6
） 『
拾
遺
往
生
伝
』
上
一
七
「
蓮
待
上
人
」（『
往
生
伝　

法
華
験
記
』『
日
本
思
想
大

系
』
七
）。

（
（7
） 

上
田
さ
ち
子
『
修
験
と
念
仏　

中
世
信
仰
世
界
の
実
像
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
）。

（
（8
） 

註
２
山
折
前
掲
論
文
、
註
（（
和
歌
森
前
掲
書
、
註
（（
岡
野
前
掲
論
文
な
ど
。

（
（（
） 『
大
正
蔵
』
第
四
六
巻T

1（11
。『
摩
訶
止
観
』
に
関
す
る
概
略
は
池
田
魯
參
『『
摩

訶
止
観
』
を
読
む
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
七
）
を
参
照
。

（
（0
） 

陸
晩
霞
「『
摩
訶
止
観
』
と
中
世
人
の
遁
世
」（『
遁
世
文
学
論
』
武
蔵
野
書
院
、

二
〇
二
〇
）、
吉
岡
諒
「
十
世
紀
に
お
け
る
遁
世
僧
の
位
相
―『
摩
訶
止
観
』
の
論

理
と
教
化
の
関
係
―
」（『
年
報
日
本
思
想
史
』
一
七
、二
〇
一
八
）。

（
（1
） 

訳
文
は
『
国
訳
大
蔵
経
』
宗
典
部
第
一
三
巻
、
関
口
真
大
校
注
『
摩
訶
止
観
―
禅

の
思
想
原
理
―
』
上
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
六
）
を
参
照
。

（
（（
） 『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻T

（7（

四
四
九
頁
。

（
（（
） 『
三
宝
絵
』
上
巻
十
「
雪
山
童
子
」
な
ど
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
一
）。

（
（（
） 

同
註
（5
大
久
保
前
掲
書
。
英
亮
「
最
澄
に
お
け
る
天
台
修
学
期
の
再
検
討
」（『
佛

教
學
セ
ミ
ナ
ー
』
一
一
二
、二
〇
二
〇
）。

（
（5
） 『
源
信
』（『
日
本
思
想
大
系
』
六
）。

（
（6
） 「
止
観
坐
禅
記
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
三
一
巻
）。

（
（7
） 

な
お
、『
摩
訶
止
観
』
方
便
章
の
内
容
は
、
智
顗
が
三
十
代
で
撰
述
し
た
『
禅
門

修
証
』
の
要
略
で
あ
る
『
天
台
小
止
観
』（
関
口
真
大
訳
註
『
天
台
小
止
観　

坐

禅
の
作
法
』
岩
波
文
庫
一
九
七
四
）
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
さ
ら
に
『
天
台

小
止
観
』
は
『
摩
訶
止
観
』
よ
り
先
に
、
八
世
紀
前
半
に
は
日
本
に
紹
介
さ
れ
て

お
り
、
奈
良
時
代
に
は
そ
の
内
容
が
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

 

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
断
穀
に
関
わ
る
記
述
が
「
上
人
の
大
士
は
、
深
山
に
世

を
絶
し
、
薬
果
蔬
菜
を
得
る
に
随
っ
て
身
を
資
く
」
と
あ
る
の
み
で
、
省
略
さ
れ

過
ぎ
て
い
て
わ
か
り
づ
ら
い
こ
と
。
ま
た
同
書
が
、
広
く
受
容
さ
れ
る
の
は
一
一

世
紀
に
宋
の
明
智
大
師
が
刊
本
を
出
版
し
て
以
降
で
（
前
掲
書
「
解
説
」）、
実
際

『
往
生
要
集
』
や
『
止
観
坐
禅
記
』
で
引
用
さ
れ
る
の
も
『
摩
訶
止
観
』
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
平
安
初
期
に
お
け
る
同
書
の
断
穀
に
対
す
る
影
響
は
大
き
く
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（8
） 『
三
教
指
帰 

性
霊
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
七
一
）。
以
下
『
三
教
指
帰
』『
性

霊
集
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
な
お
、『
三
教
指
帰
』
に
関
し
て
は
真
偽
の
論

争
が
続
い
て
お
り
、
本
論
で
は
真
作
説
の
立
場
で
立
論
す
る
。
近
年
の
研
究
動
向

に
つ
い
て
は
、
大
柴
清
園
「
再
論
『
三
教
指
帰
』
真
作
説
」（『
高
野
山
大
学
密
教

文
化
研
究
所
紀
要
』
二
九
、二
〇
一
六
）
や
大
本
敬
久
「『
三
教
指
帰
』
に
見
る
空

海
と
四
国
」（『
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
』
六
、二
〇
二
一
）
を
参
照
。

（
（（
） 

金
谷
治
訳
註
『
論
語
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
）。
文
中
の
「
伋
」
は
孔
子
の
孫

の
子
思
の
こ
と
で
、
蔬
食
が
伋
の
行
い
と
同
じ
と
い
う
の
は
、
皇
甫
謐
（
二
一
五

―
二
八
二
）
撰
『
高
士
伝
』
の
公
儀
潜
伝
に
、
魯
穆
公
が
子
思
を
大
臣
と
し
て
迎

え
よ
う
と
し
た
時
、
子
思
は
友
人
で
あ
る
公
儀
潜
を
推
薦
し
、「
雖
二

蔬
食
飲
水
一

、

伋
亦
願
在
二

下
風
一

」
と
進
言
し
た
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な

お
本
史
料
に
つ
い
て
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
『
中
国
哲
学
電
子
化
計
画
』（https://

ctext.org/

）
を
参
照
。
後
段
の
孔
子
の
誡
め
に
等
し
い
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
一

文
が
『
論
語
』「
述
而
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
50
） 『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
巻
第
五
。

（
51
） 『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』巻
第
三
。な
お
こ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
中
谷
征
充「「
奉

謝
恩
賜
百
屯
綿
兼
七
言
詩
詩
一
首
并
序
」
と
「
御
製
詩
」」（『
密
教
文
化
』

二
一
九
、二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

（
5（
） 『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
七
巻
。

（
5（
） 『
弘
法
大
師
全
集
』（
増
補
三
版
）
首
巻
。
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武
内
孝
善「
御
遺
告
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』四
三（
二
）、

一
九
九
五
）、
同
「『
空
海
僧
都
伝
』
と
『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』」（『
密
教
文
化
』

二
一
八
、二
〇
〇
七
）、同『
空
海
は
い
か
に
し
て
空
海
と
な
っ
た
か
』（
角
川
選
書
、

二
〇
一
五
）。

（
55
） 『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
巻
２
。

（
56
） 

同
註
5（
前
掲
書
。

（
57
） 『
御
遺
告
』
の
引
用
部
分
の
み
だ
と
二
十
年
間
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
他
の
伝
記

の
記
述
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
「
二
十
の
年
に
及
ぶ
」
と
読
ん
で
二
十
歳
ま
で
と

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

（
58
） 

空
海
伝
は
前
掲
書
に
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
以
下
本
文
に
書
名
の
出
る
空

海
伝
の
出
典
を
こ
こ
に
提
示
し
て
お
く
。『
遺
告
諸
弟
子
等
』『
遺
告
真
然
大
徳
等
』

『
太
政
官
符
案
并
遺
告
』（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
第
七
巻
）。『
弘
法
大
師
行
状

集
記
』『
高
野
大
師
御
広
伝
』『
弘
法
大
師
行
化
記
』（『
弘
法
大
師
全
集
』（
増
補

三
版
）
首
巻
）。『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』『
弘
法
大
師
伝
』（『
弘
法
大
師
伝

全
集
』
第
一
巻
）。

（
5（
） 『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
上
・
下
（『
続
日
本
の
絵
巻
』
一
〇
・
一
一
、
中
央
公
論
社
、

一
九
九
〇
）。

（
60
） 

白
井
優
子
『
空
海
伝
説
の
形
成
と
高
野
山
―
入
定
伝
説
の
形
成
と
高
野
山
納
骨
の

発
生
』（
同
成
社
、
一
九
八
六
）、
辻
本
弘
「
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
に
関
す

る
一
考
察
」（『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
四
六
、二
〇
〇
八
）。




