
訳
語
に
あ
た
る
。

思
議
で
は
な
い
。

中
国
に
お
い
て
、
佛
教
の
出
家
修
行
者
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
語

に
は
三
つ
の
系
統
が
存
在
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
最
も
一
般
的
な
訳
語
と
し
て
は
、

「
沙
門
」
「
比
丘
」
「
僧
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
佛
教
の
中
国
受
容
に
伴
っ
て
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
等
の
諸
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
国
起
源
の
言
葉
で
は
な

い
。
い
ま
、
上
掲
の
三
訳
に
つ
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
と
そ
の
意
義
に
つ
い

(
1
)
 

て
概
観
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

笞
a
m
a
l
}
a

と
は
、
修
業
に
つ
と
め
る
者
の
意
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
や
バ
ラ

モ
ン
の
権
威
を
認
め
な
い
自
由
思
想
の
修
行
者
、
す
な
わ
ち
佛
教
の
み
な
ら
ず
ジ

ャ
イ
ナ
教
等
の
諸
宗
教
の
出
家
者
を
も
総
称
し
た
。
「
沙
門
」
は
百
r
a
m
a
l
}
a

の
音

b
h
i
k
~
u

と
は
、
乞
食
の
意
で
あ
る
。
佛
教
に
お
い
て
は
出
家
し
て
佛
道
に
入

り
、
具
足
戒
を
受
け
た
男
子
の
修
行
者
を
指
し
た
。
同
じ
く
女
子
の
出
家
修
行
者

を

b
h
i
k
~
U
I
]
-
1

と
呼
ぶ
。
「
比
丘
」
は
b
h
i
k
~
u

の
音
訳
語
に
あ
た
る
。
b
h
i
k
~
U
I
]
-
I

は

た
る
。

は

じ

め

に

—
ー
訳
語
の
受
容
を
中
心
に

「
比
丘
尼
」
と
訳
さ
れ
た
。

s

吾
g
h
a

と
は
、
集
団
の
意
で
あ
る
。
古
代
イ
ン
ド
で
は
政
治
的
・
商
業
的
な

団
体
・
組
合
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
後
に
佛
教
が
そ
れ
を
採
り
入
れ
て
比
丘

（
修
行
者
）
の
団
体
つ
ま
り
佛
教
教
団
の
呼
称
と
し
、
佛
教
の
根
幹
を
構
成
す
る

佛
法
僧
三
宝
の
ひ
と
つ
に
も
数
え
ら
れ
た
。
「
僧
」
は
s
a
涅
音

i

の
音
訳
語
に
あ

こ
の
よ
う
に
、
埒
目

1
a
1
:
a
·
b
h
i
k
~
u
·
s
a
i
:
µ
g
h
a

は
そ
れ
ぞ
れ
が
大
き
く
異
な
る

背
景
と
意
味
合
い
を
持
っ
て
成
立
し
た
言
葉
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
諸
語
の
中

国
に
お
け
る
翻
訳
語
、
沙
門
・
比
丘
・
僧
等
は
語
義
の
区
別
が
非
常
に
曖
昧
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
中
国
一
般
社
会
で
は
、
三
語
は
総
じ
て
佛
教
の
出
家
修
行
者
自

体
の
呼
称
で
あ
る
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
義
に
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

解
釈
と
し
て
は
b
h
i
k
~
u

の
原
義
に
最
も
近
い
が
、
沙
門
や
僧
を
そ
れ
と
同
義
に

扱
う
の
は
、
本
来
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
相
当
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
不

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
＼
中
国
間
に
お
け
る
相
違
が
な
ぜ
生
じ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
想
定
さ
れ
る
原
因
に
は
幾
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
沙
門
が
諸
宗
教
の

出
家
者
の
総
称
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
国
に
伝
来
し
行
わ
れ
た
出
家
宗
教
が
佛

中
国
に
お
け
る
出
家
者
概
念
の
成
立
と
展
開

宮

軋鳥

純

子
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教
の
み
で
あ
れ
ば
、
沙
門
II
佛
教
の
出
家
者
、
と
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
初
期
の
中
国
佛
教
に
教
団
と
い
う
べ
き
出
家
者
の
集
団
が
存
在
し
な
か
っ

(
2
)
 

た
と
い
う
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
S

且
1
g
h
a

の
概
念
が
理
解
さ
れ
ず
、
個
々
の
修
行

(
3
)
 

者
そ
の
も
の
の
呼
称
と
考
え
ら
れ
た
の
も
無
理
な
く
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

佛
教
受
容
以
前
の
中
国
に
は
出
家
修
行
者
と
い
う
観
念
が
欠
如
し
て
お
り
、
こ
の

事
実
が
沙
門
II
比
丘
II
僧
と
い
う
、
い
わ
ば
「
誤
解
」
を
生
む
根
本
的
な
要
因
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

佛
教
学
・
佛
教
史
学
の
見
地
か
ら
、
中
国
佛
教
教
団
の
成
立
や
実
態
の
把
握
に

関
し
て
は
、
教
派
・
宗
派
毎
の
個
別
の
事
例
を
中
心
と
し
て
こ
れ
ま
で
非
常
に
多

種
多
様
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
佛
教
者
や
佛
教
教

団
そ
の
も
の
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
翻
っ
て
、
自
ら
に
と
っ
て
全
く
異
質

で
あ
っ
た
出
家
者
や
教
団
と
い
う
存
在
を
受
容
し
た
側
に
立
っ
た
も
の
は
殆
ど
無

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
未
知
の
存
在
で
あ
っ
た
出
家
修
行
者

や
佛
教
教
団
を
中
国
社
会
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
受
け
入
れ
た
か
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
上
述
の
三
語
、

s
r
a
m
a
l
}
-
a
.
 
bhik~u 

.
 sa
r
p
.
g
h
a

の
主

な
訳
語
で
あ
る
沙
門
・
比
丘
・
僧
の
受
容
の
過
程
を
お
い
、
そ
の
検
討
を
通
じ

て
、
中
国
に
お
け
る
出
家
者
と
い
う
概
念
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

1
、
佛
教
経
典
に
お
け
る
出
家
者
ー
比
丘
及
び
沙
門

中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
佛
教
経
典
の
、
漠
文
へ
の
翻
訳
が
始
ま
っ
た
の
は
後
漢

時
代
と
さ
れ
る
。
現
存
最
古
の
経
典
目
録
で
あ
る
梁
僧
祐
撰
『
出
三
蔵
記
集
』
そ

の
他
の
史
料
に
拠
れ
ば
、
後
漠
明
帝
の
時
、
迦
葉
摩
騰
と
竺
法
蘭
の
手
に
よ
り
訳

一
、
漢
訳
佛
典
に
み
る
出
家
者
の
規
定

を
す
な
わ
ち
「
沙
門
」
と
名
づ
け
る
と
い
う
。

(
4
)
 

出
さ
れ
た
『
四
十
二
章
経
』
が
そ
の
塙
矢
で
あ
る
と
い
う
。
明
帝
が
金
人
す
な
わ

ち
佛
を
夢
に
見
て
使
者
を
西
方
に
遣
わ
し
佛
像
や
経
典
を
求
め
、
そ
の
結
果
と
し

て
『
四
十
二
章
経
』
が
訳
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
は
現
在
で
は
真
実
性
が
疑
わ
れ
て

お
り
、
特
に
現
存
す
る
『
四
十
二
章
経
』
の
本
文
は
東
晋
代
以
降
の
成
立
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

そ
の
本
文
を
見
て
み
よ
う
。
経
名
の
通
り
四
十
二
章
か
ら
な
る
こ
の
『
四
十
二

章
経
』
は
、
は
じ
め
の
第
一
章
・
ニ
章
が
出
家
者
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
と
な
っ

て
い
る
。佛

言
え
ら
く
、
親
を
辞
し
て
家
を
出
で
て
道
を
為
す
、
名
づ
け
て
沙
門
と
曰

う
。
常
に
二
百
五
十
戒
を
行
い
、
四
箕
道
の
行
を
為
し
、
進
志
清
浄
に
し
て

阿
羅
漢
と
成
る
。

佛
言
え
ら
く
、
鑽
髪
を
除
き
、
沙
門
と
為
る
。
道
法
を
受
け
、
世
の
資
財
を

去
り
て
、
乞
求
し
て
足
を
取
る
。
日
中
に
一
食
し
、
樹
下
に
一
宿
す
。
憧
み

(
5
)
 

て
再
び
せ
ず
。
人
を
し
て
愚
弊
な
ら
し
む
る
は
、
愛
と
欲
と
な
れ
ば
な
り
。

こ
こ
で
は
「
沙
門
」
の
何
た
る
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、
親
し
い
人
々

と
の
縁
を
切
っ
て
「
出
家
」
す
る
。
い
わ
く
二
百
五
十
の
戒
律
を
受
持
す
る
。
第

二
章
で
は
さ
ら
に
剃
髪
し
、
私
有
の
財
産
を
捨
て
て
乞
食
を
行
う
も
の
等
、
そ
れ

『
四
十
二
章
経
』
の
こ
の
記
述
は
、
短
い
文
言
で
は
あ
る
が
佛
教
の
出
家
修
行

者
に
関
し
て
よ
く
概
略
を
説
明
し
得
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
出
家
の
こ
と
、

(
6
)
 

剃
髪
と
い
う
外
形
、
持
戒
等
の
行
動
面
、
阿
羅
漠
に
な
る
と
い
う
最
終
目
標
等
が

全
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
出
家
者
に
つ
い
て
容
易
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が

ら
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
佛
教
の
修
行
者
に
限
定
さ
れ
た
呼
称
な
ら
ば
本
来

は
比
丘
b
h
i
k
~
u

で
あ
る
は
ず
で
、
こ
れ
を
「
沙
門
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
は
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疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
完
備
さ
れ
た
解
説
に
は
、
完
備
さ
れ
て

い
る
が
故
に
む
し
ろ
中
国
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
二

章
は
佛
教
の
出
家
者
と
い
う
存
在
に
対
す
る
知
識
を
殆
ど
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
々

を
対
象
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
書
き
方
は
他
の

漢
訳
佛
典
に
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
四
十
二
章
経
』
訳
出
の
後
、
佛
典
の
翻
訳
が
次
々
と
行
わ
れ
た
。
初
期
の
訳

経
は
主
と
し
て
西
域
僧
の
手
に
な
っ
て
お
り
、
『
出
三
蔵
記
集
』
に
よ
れ
ば
後
漠

代
で
は
桓
帝
期
の
安
世
高
・
支
識
、
霊
帝
期
の
厳
佛
調
、
献
帝
期
の
孟
康
詳
等
の

名
を
あ
げ
て
い
る
。
以
下
、
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
訳
経
僧
と
そ
の
翻
訳
経
典
の

数
も
膨
大
に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
多
く
の
経
典
の
中
で
、
最
も
多
く
現
れ
る
出
家
者
は
、
佛
陀
の
弟

子
、
説
法
の
聞
き
手
と
し
て
の
出
家
者
で
あ
る
。
佛
教
の
経
典
は
そ
の
殆
ど
が
佛

陀
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
説
法
を
記
録
し
た
と
い
う
体
裁
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
必
ず
場
所
と
聞
き
手
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

聞
く
こ
と
是
く
の
如
し
。

一
時
、
佛
は
拘
留
国
の
行
治
処
の
名
づ
け
て
法
と

為
す
に
在
り
。
時
に
拘
留
国
の
人
、
会
し
て
時
に
在
り
。
佛
は
諸
の
比
丘
に

告
げ
、
比
丘
は
応
ず
る
こ
と
唯
然
た
り
。
比
丘
は
佛
に
従
り
て
聞
き
、
佛
は

(
7
)
 

便
ち
告
ぐ
る
こ
と
是
く
の
如
し
。

聞
く
こ
と
是
く
の
如
し
。

一
時
、
佛
は
王
舎
城
の
霊
鷲
山
に
遊
ぶ
。
大
比
丘

衆
と
倶
な
り
。
四
万
二
千
の
菩
薩
、
八
万
四
千
の
一
切
大
聖
は
、
神
通
を
以

(
8
)
 

て
達
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
経
典
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
佛
は
あ
る
場
所
に
お
り
、

「
比
丘
」
や
ま
た
そ
の
他
の
者
達
が
そ
の
周
囲
に
い
て
、
佛
陀
の
教
説
を
聞
く
の

で
あ
る
。
比
丘
は
出
家
の
修
行
者
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
佛
陀
の
弟
子
の
呼
称
で
あ

無
尽
福
王
棄
国
損
王
は
天
上
世
間
の
諸
楽
を
慕
わ
ず
、
唯
だ
無
上
正
真
の
道

を
志
す
。
家
の
信
に
因
り
て
出
家
し
道
を
為
し
て
沙
門
と
作
る
。
諸
子
も
亦

た
然
り
て
皆
沙
門
と
作
る
。
時
に
国
人
、
王
の
国
を
棄
つ
る
を
見
、
六
万
人

(
9
)
 

が
悉
く
沙
門
と
為
る
。
中
宮
の
採
女
四
大
夫
人
も
亦
た
沙
門
と
為
る
。

西
晋
竺
法
護
訳
『
佛
説
海
龍
王
経
』

こ
の
経
文
で
は
、
無
尽
福
王
棄
国
損
王
と
そ
の
妻
子
、
国
人
ま
で
も
が
出
家
し

て
「
沙
門
」
と
な
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

勿
論
、
「
比
丘
」
「
沙
門
」
と
は
何
た
る
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
経
典
も
存
在

す
る
。
例
え
ば
東
晋
の
佛
陀
跛
駄
羅
・
法
顕
訳
『
摩
詞
僧
祇
律
』
に
は
「
比
丘
」

の
っ
と

比
丘
と
は
、
具
足
を
受
け
善
＜
具
足
を
受
く
、
法
に
如
り
て
法
に
如
ら
ず
ん

ば
非
ず
。
和
合
に
し
て
和
合
せ
ず
ん
ば
非
ず
。
称
歎
す
べ
く
し
て
称
歎
す
べ

か
ら
ず
ん
ば
非
ず
。
二
十
に
満
ち
て
満
た
ず
ん
ば
非
ず
。
是
れ
比
丘
と
名
づ

(10) 

く
る
の
義
な
り
。

具
足
戒
を
受
け
た
二
十
歳
以
上
の
者
で
法
に
則
っ
て
あ
い
和
合
し
、
称
賛
さ
れ

一
応
、
比
丘
や
沙
門
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

ま
た
「
沙
門
」
に
つ
い
て
は
東
晋
僧
伽
提
婆
訳
『
中
阿
含
経
』
に
、

鑽
髪
を
剃
除
し
袈
裟
衣
を
著
け
、
至
信
に
し
て
家
を
捨
て
家
無
く
し
て
道
を

(11) 

学
ぶ
。
彼
れ
本
の
名
を
捨
て
て
同
じ
く
沙
門
と
曰
う
。

等
と
あ
る
。

れ
は
む
し
ろ
特
別
な
場
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
既
に
見
た
と
お
り
、
「
比
丘
」
や

「
沙
門
」
は
常
に
そ
の
概
念
規
定
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
で
は
な

る
べ
き
者
が
比
丘
で
あ
る
と
い
う
。

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

次
に
、
説
法
中
に
現
わ
れ
る
登
場
人
物
と
し
て
の
出
家
者
が
あ
る
。

ろ
う
。
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く
、
ご
く
一
般
的
に
出
家
者
の
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
原
経
典

の
成
立
地
に
お
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
出
家
者
と
い
う
概
念
が
本
来
存
在
し
な
か
っ
た
中
国
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
漢
訳
佛
典
を
読
ん
だ
と
し
て
も
「
比
丘
」
や
「
沙
門
」
に
つ
い
て
そ
の
相

違
ー
沙
門
は
出
家
者
の
総
称
で
、
比
丘
は
佛
道
の
出
家
者
で
あ
る
こ
と
等
ー
を
詳

細
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
劉
宋
求

那
跛
陀
羅
訳
『
雑
阿
含
経
』
に
見
え
る
、

爾
の
時
、
世
尊
は
諸
の
比
丘
に
告
ぐ
。
「
沙
門
及
び
沙
門
の
法
有
り
。
諦

聰
、
善
思
せ
よ
。
当
に
汝
が
為
に
説
か
ん
。
何
等
を
沙
門
法
と
為
す
や
。
八

聖
道
、
正
見
乃
至
正
定
を
謂
う
。
何
等
を
沙
門
と
為
す
や
。
此
の
法
を
成
就

(12) 

せ
ん
が
若
き
者
、
是
を
沙
門
と
名
づ
く
」

の
よ
う
な
経
文
で
は
、
佛
の
弟
子
を
直
接
的
に
は
「
比
丘
」
、
観
念
的
な
出
家
者

を
「
沙
門
」
と
し
て
い
る
が
、
結
局
は
ど
ち
ら
の
訳
語
も
佛
教
の
出
家
者
を
指
す

と
単
純
化
し
て
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

2
、
「
僧
」
の
用
法

次
に
「
僧
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
佛
教
の
根
幹
を
構
成
し
、
衆
生
の
帰
依

す
べ
き
対
象
と
さ
れ
る
三
宝
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
僧
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

(13) 

喜
g
h
a
を
音
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、

sa:rp.'

g
h
a
は
集
団
・
共
同
体
の
意
味
で
あ
り
、
佛
教
に
お
い
て
は
出
家
修
行
者
で
あ
る

比
丘
の
団
体
、
す
な
わ
ち
佛
教
教
団
を
s
a涅
~
h
aと
呼
称
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
佛
・
法
・
僧
と
い
う
時
の
僧
と
は
佛
の
弟
子
や
信
者
と
い
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
佛
の
教
え
を
受
持
す
る
教
団
を
指
し
た
。

僧
と
い
う
語
も
沙
門
・
比
丘
な
ど
と
同
じ
く
、
漢
訳
佛
典
中
に
は
古
く
か
ら
用

佛
、
是
の
念
を
作
し
已
り
、
即
ち
自
ら
提
婆
達
多
に
約
救
す
ら
く
、
汝
、
和

合
僧
を
破
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
莫
か
れ
。
破
僧
因
縁
の
事
を
受
持
す
る
莫
か

れ
。
汝
、
当
に
僧
と
和
合
す
べ
し
。
僧
の
和
合
す
れ
ば
歓
喜
し
て
詳
い
無

く
、
心
を
一
に
し
学
を
一
に
す
る
こ
と
水
・
乳
の
合
す
る
が
如
し
。
安
楽
の

(14) 

住
を
得
ん
。

こ
れ
は
後
秦
の
弗
若
多
羅
・
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
漢
訳
『
十
誦
律
』
の
一
節
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
僧
の
和
合
に
つ
い
て
説
か
れ
て
お
り
、
「
詳
い
無
く
、
心
を
一
に

し
学
を
一
に
す
る
」
こ
と
が
そ
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
。
和
合
す
る
「
僧
」
と

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
々
の
集
ま
り
、
教
団
を
意
味
し
よ
う
。
『
十
誦
律
』
に

は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

汝
等
は
、
種
種
の
雑
姓
、
種
種
の
国
土
、
種
種
の
家
な
る
も
、
佛
法
を
信
ず

る
が
故
に
、
鑽
髪
を
剃
除
し
法
服
を
著
け
、
佛
に
随
い
て
出
家
す
。
秋
葉
落

(15) 

ち
て
風
一
虞
に
吹
く
が
如
し
。
汝
等
も
亦
た
爾
り
。

こ
こ
で
は
僧
と
い
う
語
は
明
記
し
な
い
も
の
の
、
出
家
者
の
集
団
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
生
国
や
身
分
を
異
に
す
る
人
々
が
、
佛
法
を
信
ず
る
と
い
う
一
点
に

お
い
て
等
し
く
佛
に
随
い
出
家
す
る
。
秋
、
落
葉
が
風
に
吹
か
れ
て
一
箇
所
に
集

う
と
い
う
比
喩
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
ら
出
家
者
が
形
成
す
る
集
団
、
す
な
わ
ち
教

団
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
和
合
僧
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

に
違
い
な
い
。

僧
の
意
味
、
比
丘
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
、
す

ぐ
れ
て
明
快
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

云
何
が
僧
伽
と
名
づ
く
る
や
。
僧
伽
は
秦
に
獄
と
言
う
。
多
く
の
比
丘
の
一

虞
に
和
合
す
る
を
是
れ
僧
伽
と
名
づ
く
。
警
う
れ
ば
大
樹
の
叢
緊
す
る
を
是

い
ら
れ
て
い
る
。
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れ
名
づ
け
て
林
と
為
す
が
如
し
。

一
の
樹
を
除
け
ば
亦
た
林
無
し
。
是
く
の
如
く
し
て
―
一
の
比
丘
を
名
づ
け

て
僧
と
為
さ
ず
。
―
一
の
比
丘
を
除
け
ば
亦
た
僧
無
し
。
諸
の
比
丘
和
合
す

(16) 

る
が
故
に
僧
の
名
生
ず
。

僧
（
伽
）
と
は
中
国
で
い
う
衆
で
あ
る
。
比
丘
が
一
所
に
集
う
の
を
僧
と
呼

ぶ
。
そ
れ
は
木
々
が
群
生
す
る
の
を
林
と
名
づ
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
個
々

の
木
を
林
と
は
呼
ば
ず
、
し
か
し
木
々
が
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
林
で
は
な
い
。

僧
も
同
様
に
、
構
成
員
た
る
比
丘
た
ち
個
人
を
僧
と
は
呼
ば
な
い
が
、
し
か
し
か

れ
ら
が
い
な
く
な
れ
ば
僧
も
ま
た
存
在
し
得
な
い
。
『
智
度
論
』
に
よ
れ
ば
、
僧

は
比
丘
の
集
団
で
あ
り
、
比
丘
自
身
を
僧
と
は
呼
ば
な
い
。
従
っ
て
僧
と
比
丘
と

は
同
義
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、
佛
典
中
に
表
れ
る
「
僧
」
も
、
先
に
見
た
「
比
丘
」
や
「
沙
門
」
と

同
じ
く
、
常
に
そ
の
正
確
な
意
味
が
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り

上
述
の
よ
う
な
例
が
特
別
な
の
で
あ
り
、
大
抵
は
他
の
語
彙
と
同
じ
く
文
脈
に
沿

っ
て
特
に
意
味
を
注
記
す
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
中
で
も
多
く
見
ら
れ

る
の
は
、
「
比
丘
僧
」
と
い
う
訳
語
で
あ
る
。
例
え
ば
東
晋
の
佛
陀
跛
陀
羅
・
法

顕
訳
『
摩
詞
僧
祇
律
』
に
は
、

世
尊
、
成
道
す
る
こ
と
五
年
に
し
て
比
丘
僧
は
悉
く
清
浄
た
り
。
是
れ
よ
り

已
後
、
漸
漸
に
し
て
非
を
為
す
。
世
尊
、
事
に
随
い
て
制
戒
を
為
り
、

た
ち
ど
こ
ろ

(17)

立
に
波
羅
提
木
叉
を
説
く
。

と
あ
る
。
佛
陀
が
成
道
し
て
五
年
を
過
ぎ
る
と
、
「
比
丘
僧
」
は
漸
く
乱
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
佛
陀
は
波
羅
提
木
叉
す
な
わ
ち
戒
律
を
制
し
た
と
い
う
。
ま
た
後
秦

の
佛
陀
耶
舎
・
竺
佛
念
訳
『
四
分
律
』
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
多
く
現
れ
る
。

世
尊
、
此
の
因
縁
を
以
て
比
丘
僧
を
集
め
、
彼
の
比
丘
を
呵
責
し
て
言
え
ら

―
一
の
樹
を
名
づ
け
て
林
と
為
さ
ず
。

る
こ
と
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

く
、
汝
が
所
為
は
非
な
り
。
威
儀
に
非
ず
、
沙
門
の
法
に
非
ず
、
浄
行
に
非

(18) 

ず
、
随
順
の
行
に
非
ず
。
応
に
為
す
べ
か
ら
ざ
る
の
所
な
り
。

あ
る
出
来
事
や
事
件
が
起
こ
る
と
、
佛
陀
は
「
此
の
因
縁
を
以
て
比
丘
僧
を
集

め
」
、
説
法
の
類
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
比
丘
僧
」
を
集
め
て
非
行
を
犯
し

た
「
比
丘
」
を
沙
門
の
法
に
非
ず
と
叱
責
し
て
い
る
。
原
義
か
ら
い
え
ば
こ
れ
は

比
丘
の
集
団
、
「
比
丘
ー
僧
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
比
丘
僧
」
と
し
て
出

家
者
の
意
、
と
も
と
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
漢
訳
佛
典
に
お
け
る
出
家
者
に
関
す
る
訳
語

は
、
「
沙
門
」
「
比
丘
」
「
僧
」
と
も
に
用
い
ら
れ
、
あ
る
経
典
で
は
何
を
も
っ
て

沙
門
等
と
称
す
る
か
、
そ
の
定
義
づ
け
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
部
分
の

佛
教
経
典
に
お
い
て
は
込
み
入
っ
た
説
明
は
な
さ
れ
ず
、
単
な
る
一
般
的
な
名
詞

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
前
提
と
な
る
知
識
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な

区
別
は
難
し
く
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
ど
れ
も
出
家
者
の
呼
称
と
の
み
理
解
さ
れ

ま
た
、
特
に
「
僧
」
に
は
、
佛
教
経
典
の
中
で
も
出
家
者
個
人
の
意
味
と
も
受

け
取
れ
る
用
例
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
呉
の
支
謙
訳
『
撰
集
百

縁
経
』
に
は

我
等
、
今
、
佛
の
威
光
を
蒙
り
、
此
の
諸
難
よ
り
脱
す
。
今
若
し
平
安
に
達

到
せ
ば
、
嘗
に
佛
僧
が
為
に
塔
寺
を
造
立
し
、
佛
僧
を
請
命
し
て
、
其
の
中

に
安
置
せ
ん
。
諸
の
鮪
膳
を
設
け
、
須
む
る
所
を
供
給
し
て
、
皆
な
乏
す
る

(19) 

こ
と
無
か
ら
し
め
ん

と
あ
っ
て
、
「
佛
僧
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
佛
と
（
そ
の
教
団
で

あ
る
）
僧
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
文
字
だ
け
を
見
れ
ば
ま
た
「
佛
の
弟
子
」
と

も
と
れ
て
曖
昧
で
あ
る
。
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゜
、つ す

る
。

1
、
桑
門
と
沙
門

二
、
中
国
に
お
け
る
出
家
者
の
訳
語
の
展
開

こ
の
よ
う
に
漢
訳
佛
典
に
お
い
て
さ
え
あ
ま
り
明
確
な
区
別
が
あ
っ
た
と
は
い

え
な
い
「
沙
門
」
「
比
丘
」
「
僧
」
の
訳
語
は
、
中
国
一
般
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
、
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
中
国
で
書
か
れ
た
文
献

に
目
を
転
じ
、
そ
こ
に
出
家
者
と
そ
の
訳
語
が
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
か
を

考
察
す
る
。

ー
最
初
期
の
出
家
者
ー

本
節
で
は
、
先
に
見
た
佛
典
に
お
け
る
出
家
者
に
つ
い
て
の
記
述
を
踏
ま
え
な

(20) 

が
ら
、
初
期
の
佛
教
関
連
史
料
中
に
見
ら
れ
る
出
家
者
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
り

上
げ
、
出
家
者
が
ど
の
よ
う
な
名
称
と
認
識
を
も
っ
て
表
さ
れ
て
い
た
か
を
考
察

中
国
佛
教
史
に
お
け
る
初
期
と
は
、
お
よ
そ
後
漠
か
ら
東
晋
が
成
立
す
る
前
後

ま
で
の
時
期
を
指
す
。
諸
先
学
に
よ
り
「
準
備
の
時
代
」
「
初
期
翻
訳
時
代
」
等

(21) 

と
称
さ
れ
る
当
該
時
期
は
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
佛
教
が
本
格
的
に
中
国
に
受
容

さ
れ
始
め
る
以
前
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
外
国
僧
を
中
心
と
し
た
経
典
の
漢
訳
作

業
が
進
め
ら
れ
、
漢
人
の
信
者
も
現
れ
る
な
ど
佛
教
と
い
う
宗
教
の
存
在
は
少
し

ず
つ
で
は
あ
る
が
容
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
痕
跡
が
文
献
上
に
僅
か
な
が
ら
も

認
め
ら
れ
る
の
が
、
後
漠
期
以
降
な
の
で
あ
る
。
後
漢
の
佛
教
信
仰
の
実
態
に
関

す
る
論
考
は
、
史
料
の
少
な
さ
に
比
し
て
数
多
く
発
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

先
行
諸
研
究
を
参
考
に
、
初
期
す
な
わ
ち
後
漠
期
及
び
そ
の
直
後
に
属
す
る
史
料

の
内
で
、
出
家
者
に
つ
い
て
何
ら
か
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
み
よ

史
上
に
そ
の
名
を
留
め
る
最
初
の
佛
教
信
者
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
る
楚
王
英

は
、
後
漢
光
武
帝
の
子
、
二
代
皇
帝
明
帝
の
従
弟
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
楚
王

(23) 

英
の
来
歴
は
『
後
漠
書
』
巻
四
二
所
載
の
伝
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
少
き

時
は
滞
侠
を
好
み
、
賓
客
と
交
通
」
し
た
楚
王
英
で
あ
っ
た
が
、
「
晩
節
は
更
め

て
黄
老
を
喜
び
、
学
び
て
浮
屠
の
齋
戒
祭
祀
を
為
し
」
た
と
い
う
。
浮
屠
と
は
、

唐
の
李
賢
が
東
晋
哀
宏
『
後
漢
紀
』
の
「
浮
屠
は
、
佛
な
り
」
を
引
用
し
て
注
解

(24) 

と
し
た
よ
う
に
、
佛
11B
u
d
d
h
aの
別
訳
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
黄
帝
•
老
子
と
共

に
佛
教
を
も
併
せ
祀
っ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
良
く
知
ら
れ

て
い
た
ら
し
く
、
永
平
八
（
六
五
）
年
、
贖
罪
の
繍
吊
を
奉
じ
た
楚
王
英
に
対

し
、
明
帝
も
次
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。

詔
し
て
報
じ
て
日
く
、
「
楚
王
は
黄
老
の
微
言
を
誦
し
、
浮
屠
の
仁
祠
を
尚

び
、
黎
齋
す
る
こ
と
三
月
、
神
と
誓
い
を
為
す
、
何
ぞ
嫌
わ
ん
何
ぞ
疑
わ

ん
、
常
に
悔
吝
有
る
べ
け
ん
や
。
其
の
贖
を
還
し
、
以
て
伊
蒲
塞
•
桑
門
の

ぁ

盛
餌
に
助
て
よ
」
と
。

李
賢
は
詔
の
最
後
の
部
分
に
み
え
る
「
伊
蒲
塞
•
桑
門
」
に
再
び
注
し
て
、

伊
蒲
塞
は
即
ち
優
婆
塞
な
り
、
中
華
翻
じ
て
近
住
と
為
す
は
、
戒
を
受
け
行

(25) 

の
堪
え
て
僧
住
に
近
き
を
言
う
な
り
。
桑
門
は
即
ち
沙
門
な
り
。

と
す
る
。
伊
蒲
塞
す
な
わ
ち
優
婆
塞
は

u
p
a
s
a
k
a
、
仕
え
る
者
の
意
で
、
佛
教
で

は
男
性
の
在
家
信
者
を
指
す
。
対
す
る
桑
門
は
沙
門
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
出

家
の
修
行
者
。
明
帝
は
購
わ
れ
た
繍
執
を
楚
王
英
に
返
還
し
、
出
家
・
在
家
の
佛

教
徒
た
ち
へ
の
盛
撰
に
あ
て
よ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
お
い
て
、
出
家
者
は
沙
門
と
同
義
と
さ
れ
る
「
桑
門
」
の
名
称
で

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
帝
の
詔
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
楚
王
英
の
よ
う
な

「
浮
屠
を
尚
ぶ
」
者
に
と
っ
て
の
「
伊
蒲
塞
•
桑
門
」
は
供
養
さ
る
べ
き
も
の
、
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と
い
う
認
識
が
既
に
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。

桑
門
と
い
う
語
は
、
同
時
代
の
別
の
史
料
に
も
見
い
だ
せ
る
。
楚
王
英
よ
り
少

し
後
、
張
衡
（
七
八
＼
一
三
九
）
の
著
し
た
「
西
京
賦
」
の
一
節
が
そ
れ
で
あ

要
紹
、
態
を
修
め
、
麗
服
、
蒋
を
題
ぐ
。
賂
税
、
流
阿
す
れ
ば
、

（
お
）

城
傾
か
ん
。
展
季
•
桑
門
も
、
誰
か
能
く
営
せ
ざ
ら
ん
や
。

「
西
京
賦
」
を
収
め
た
『
文
選
』
の
注
釈
者
で
あ
る
唐
の
李
善
は
、
先
の
『
後

漢
書
』
に
お
け
る
李
賢
と
同
様
に
「
桑
門
は
、
沙
門
な
り
」
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
「
営
」
を
「
惑
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
展
季
•
桑
門
も
、
誰
か
能
く
営
せ

ざ
ら
ん
や
」
は
、
「
展
季
（
柳
下
恵
）
も
桑
門
も
、
誰
が
心
惑
わ
さ
れ
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
解
さ
れ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
う
し
た
表
現
が
成
立
す
る
た
め
に
、
桑

門
が
禁
欲
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
当
時

の
、
特
に
長
安
に
お
い
て
は
一
般
に
桑
門
が
禁
欲
的
な
者
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

三
国
時
代
、
魏
の
魚
秦
が
撰
し
た
『
魏
略
』
西
戎
伝
に
は
臨
兒
国
の
条
が
あ

る
。
臨
兒
国
は
浮
屠
と
称
さ
れ
る
佛
教
の
開
祖
の
生
国
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た

め
か
佛
教
関
係
の
記
事
で
構
成
さ
れ
る
。
浮
屠
誕
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
佛
教
の
初

伝
に
つ
い
て
述
べ
た
後
は
、
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

「
浮
屠
の
載
す
る
所
」
と
は
、
臨
兒
国
条
の
冒
頭
に
「
浮
屠
経
に
云
え
ら
く
」

と
あ
る
の
と
同
意
で
、
佛
教
経
典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

る。

浮
屠
の
載
す
る
所
の
臨
蒲
塞
•
桑
門
·
伯
聞
·
疏
問
·
白
疏
間
・
比
丘
・
晨

門
と
は
、
皆
な
弟
子
の
号
な
り
。
（
中
略
）
浮
屠
に
属
す
る
弟
子
の
別
号
、

合
わ
せ
て
二
十
九
有
る
も
、
詳
ら
か
に
載
す
能
わ
ず
、
故
に
之
を
略
す
る
こ

（
切
）

と
此
れ
の
如
し

一
顧
し
て

佛
典
に
お
け
る
「
臨
蒲
塞
·
桑
門
・
伯
聞
・
疏
問
•
白
疏
間
・
比
丘
・
晨
門
」
が

ど
れ
も
皆
、
佛
の
弟
子
の
呼
び
名
で
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に
弟
子
の
号
は
他
に
も

数
多
く
あ
る
と
す
る
。
こ
の
内
、
臨
蒲
塞
は
先
の
明
帝
の
詔
に
あ
っ
た
伊
蒲
塞
の

異
訳
語
で
在
家
の
男
性
信
者
、
桑
門
は
沙
門
す
な
わ
ち
出
家
者
、
比
丘
も
「
は
じ

め
に
」
で
述
べ
た
如
く
佛
教
出
家
者
の
呼
称
で
あ
る
。
残
り
の
伯
聞
・
疏
問
•
白

疏
間
・
晨
門
に
関
し
て
は
現
存
の
佛
典
そ
の
他
に
一
切
用
例
が
見
当
た
ら
ず
、
省

略
さ
れ
た
と
い
う
「
別
号
」
に
つ
い
て
も
詳
細
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
し
か

し
、
臨
蒲
塞
と
比
丘
を
除
く
伯
聞
・
疏
問
•
白
疏
間
・
晨
門
は
、
桑
門
な
い
し
沙

門
に
似
通
っ
た
部
分
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が

sramaJJa
の
音
訳
語
の
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
魚
祭
は
、
「
弟

子
の
号
」
や
「
別
号
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
家
者
の
総
称

と
し
て
の
呼
称
で
は
な
く
、
佛
陀
の
弟
子
個
人
個
人
に
あ
て
ら
れ
た
呼
び
名
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
と
も
か
く
こ
こ
で
は
、
桑
門
は
佛
の
弟
子
と

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
比
丘
も
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お

比
丘
と
い
う
語
が
、
漠
訳
佛
典
以
外
の
史
料
中
で
は
こ
の
『
魏
略
』
に
見
ら
れ
る

の
が
初
出
で
あ
る
。
比
丘
に
つ
い
て
は
次
節
で
改
め
て
言
及
す
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
佛
教
受
容
の
初
期
段
階
に
お
け
る
出
家
者
は
、

「
桑
門
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
後
の
注
釈
が
示
す
通
り
、
笞
ama.J}.a

の
音
訳
語
す
な
わ
ち
「
沙
門
」
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
沙
門
よ
り
以
前
に
使
わ

れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桑
門
が
い
つ
頃
か
ら
沙
門
に
変
化
し
た
か
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
西
晋
恵
帝
の
長
子
で
あ
る
廃
太
子
司
馬
通
は
、
小
名
を
「
沙
門
」

(28) 

と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
名
付
け
の
真
意
は
不
明
で
あ
る
が
、
西
晋
の
帝
室
に
お

い
て
も
沙
門
と
い
う
名
称
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
よ
っ
て
西
晋
頃
に

は
桑
門
か
ら
沙
門
へ
の
シ
フ
ト
が
あ
る
程
度
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
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測
で
き
る
。

桑
門
と
沙
門
の
関
連
に
つ
い
て
は
次
節
で
再
び
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
、

当
時
一
般
に
出
家
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
内
容
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ

う
。
初
期
史
料
に
言
及
さ
れ
た
出
家
者
に
対
す
る
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
断

片
的
で
は
あ
る
が
、
総
合
す
れ
ば
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
桑
門

は
、
浮
屠
こ
と
佛
陀
の
弟
子
で
あ
り
、
禁
欲
的
な
生
活
を
送
り
、
信
者
に
と
っ
て

は
ま
さ
に
敬
い
供
養
す
べ
き
対
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
出
家
者

に
対
す
る
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
時
期
既
に
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
い
た
も

(29) 

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
出
家
者
に
対
す
る
理
解
は
、
東
晋
代
に
お
け
る
佛
教
の
流
行
•
発
展

と
共
に
深
化
し
た
。
そ
の
証
左
の
ひ
と
つ
が
、
哀
宏
（
三
二
八
＼
三
七
六
）
『
後

漠
紀
』
の
佛
教
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

浮
屠
は
、
佛
な
り
、
西
域
天
竺
国
に
佛
道
有
り
。
佛
と
は
、
漠
に
覚
と
言
う

な
り
、
将
に
以
て
群
生
を
覚
悟
せ
し
む
れ
ば
な
り
。
其
の
教
は
修
善
慈
心
を

つ
ま
ぴ

以
て
主
と
為
し
、
殺
生
せ
ず
、
専
ら
清
静
に
務
む
。
其
の
精
ら
か
な
る
者
を

や
す

沙
門
と
為
す
。
沙
門
は
、
漠
に
息
と
言
う
な
り
、
蓋
し
意
を
息
め
欲
を
去
り

(30) 

て
無
為
に
帰
せ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。

こ
れ
は
、
先
に
あ
げ
た
楚
王
英
の
記
事
の
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

ず
浮
屠
に
つ
い
て
は
佛
と
同
意
で
あ
る
こ
と
、
意
訳
す
れ
ば
覚
と
な
る
こ
と
を
述

べ
る
。
な
ぜ
覚
な
の
か
と
い
え
ば
、
衆
生
を
覚
悟
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
佛
教
の
教
義
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
佛
と
同
様
の
論
法
で
沙
門
に
つ
い
て

も
説
明
す
る
。
「
沙
門
は
心
を
静
め
て
欲
望
を
と
り
除
き
、
究
極
的
に
は
無
為
す

な
わ
ち
涅
槃
の
境
地
に
到
達
せ
ん
と
す
る
か
ら
息
で
あ
る
」
、
と
い
う
哀
宏
の
解

釈
が
、
何
に
拠
っ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
哀
宏
自
身
の
佛
教
に
対
す
る
知

2
、
「
沙
門
」
と
「
僧
尼
」

て
い
こ
う
。

識
や
理
解
が
、
単
に
表
層
的
で
は
な
く
相
応
に
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深
い
。

こ
の
『
後
漢
紀
』
の
記
事
以
降
、
佛
教
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
解

(32) 

説
的
な
記
述
が
史
書
等
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
佛
教
受
容
が
拡
大
し
た
結
果
、
佛
教
に
関
す
る
知
識
が
中
国
に
お
い
て
も

既
知
の
も
の
と
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
史
料
中
に
お
け
る
佛
教

に
関
連
す
る
記
事
は
東
晋
よ
り
飛
躍
的
に
増
え
、
や
は
り
佛
教
と
い
う
も
の
、
そ

の
存
在
が
中
国
社
会
に
と
っ
て
身
近
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
節
を
改

め
て
、
東
晋
六
朝
期
以
降
に
は
ど
の
よ
う
に
出
家
者
が
史
料
中
に
表
れ
る
か
を
見

東
晋
以
降
に
お
い
て
も
、
出
家
者
を
示
す
訳
語
と
し
て
主
に
用
い
ら
れ
た
の

は
、
や
は
り
「
沙
門
」
で
あ
っ
た
。
特
に
出
家
者
の
名
の
前
に
つ
け
て
「
沙
門

某
」
と
の
言
い
方
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。

時
に
沙
門
釈
恵
休
有
り
、
局
文
を
善
く
し
、
辞
釆
綺
睦
な
り
。
（
徐
）
湛

之
、
之
と
甚
だ
厚
し
。
世
祖
命
じ
て
還
俗
せ
し
む
。
本
の
姓
は
湯
、
位
は
揚

(33) 

州
従
事
史
に
至
る
。

『
宋
書
』
巻
七
一
、
徐
湛
之
伝

（
延
昌
三
年
十
一
月
）
丁
巳
、
幽
州
の
沙
門
劉
僧
紹
、
衆
を
緊
め
て
反
き
、

(34) 

自
ら
浮
居
国
明
法
王
と
号
す
。
州
郡
捕
え
て
之
を
斬
る
。

『
魏
書
』
巻
八
、
宣
武
帝
紀
延
昌
三
年
十
一
月
条

こ
の
「
沙
門
某
」
と
い
う
表
現
は
漢
訳
佛
典
中
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る

が
、
佛
教
文
献
中
で
も
中
国
撰
述
の
も
の
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
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中
国
で
生
成
発
展
し
た
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
僧
祐
は
『
出
三
蔵

記
集
』
に
お
い
て
出
家
の
訳
経
者
の
名
を
全
て
「
安
息
国
沙
門
安
世
高
」
「
月
支

函）

国
沙
門
支
識
」
等
と
記
し
て
お
り
、
出
家
者
の
名
に
沙
門
を
冠
す
る
用
例
は
佛
教

の
内
外
を
問
わ
ず
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、
特
に
個
人
を
限
定
せ
ず
に
出
家
者
一
般
を
指
し
て
「
沙
門
」
と
い
う
場

合
も
勿
論
多
い
。

（
何
充
）
而
し
て
性
は
釈
典
を
好
む
、
佛
寺
を
崇
修
し
、
沙
門
に
供
給
す
る

お

(36)

こ
と
百
を
以
て
数
う
、
業
費
巨
億
な
る
に
而
れ
ど
も
吝
し
ま
ざ
る
な
り
。

『
晋
書
』
巻
七
七
、
何
充
伝

諸
の
沙
門
の
粟
四
千
石
を
輸
り
て
京
倉
に
入
る
こ
と
有
る
者
は
、
本
州
の
統

（
初
）

を
授
け
、
若
し
本
州
無
く
ん
ば
、
大
州
都
を
授
く
。

『
魏
書
』
巻
―
1
0
、
食
貨
志

佛
教
の
出
家
修
行
者
す
な
わ
ち
「
沙
門
」
と
い
う
存
在
は
、
こ
の
頃
に
は
珍
し

い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
中
国
人
の
出
家
者
も
相
当
い
た
と
思
わ
れ
る
。

郵
州
行
事
張
沈
、
偽
寛
陵
太
守
丘
景
先
の
敗
る
る
を
聞
き
、
形
を
変
じ
て
沙

(38) 

門
と
為
り
て
逃
走
す
る
も
、
追
檎
し
て
誅
に
伏
す
。『

宋
書
」
巻
八
四
、
郎
碗
伝

そ
こ
で
、
逃
走
の
際
に
身
を
隠
す
手
段
と
し
て
「
沙
門
と
為
る
」
こ
と
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
「
形
を
変
じ
て
」
と
は
、
恐
ら
く
剃
髪
し
、
袈
裟

衣
を
ま
と
う
な
ど
し
て
外
形
を
出
家
者
に
似
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事

例
も
度
々
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
出
家
の
姿
と
な
っ
て
も
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い

程
度
に
は
社
会
に
佛
教
の
出
家
修
行
者
が
お
り
、
そ
れ
が
「
沙
門
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
初
期
史
料
に
見
ら
れ
た
「
桑
門
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
般
に
沙
門
の
古

訳
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
桑
門
は
東
晋
以
降
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
る

語
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
唐
代
の
人
間
で
あ
る
李
賢
や
李
善
は
「
桑
門
は
沙
門
な

り
」
と
注
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
く
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
晋
書
』

で
は
支
遁
に
対
し
て
「
沙
門
支
遁
」
（
巻
五
六
他
）
、
「
桑
門
支
遁
」
（
巻
七
九
）
と

す
る
等
、
他
に
も
「
桑
門
」
の
使
用
は
見
ら
れ
る
の
で
完
全
に
な
く
な
っ
た
と
は

い
え
な
い
が
、
概
ね
「
沙
門
」
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
傾
向
は
東
晋
代
以
降
に
成
っ
た
中
国
人
の
手
に
よ
る
佛
教
関
連
文
献
に
も

見
て
と
れ
る
。
一
節
の
冒
頭
に
取
り
上
げ
た
『
四
十
二
章
経
』
は
、
中
国
最
古
の

訳
経
と
言
わ
れ
て
い
て
い
る
が
実
際
に
は
後
世
の
中
国
撰
述
の
可
能
性
が
あ
る
こ

と
は
先
に
述
べ
た
。
一
、
二
章
に
お
け
る
沙
門
の
定
義
の
他
に
も
、
後
半
で
は
佛

が
弟
子
達
を
沙
門
と
呼
ぶ
な
ど
、
漢
訳
佛
典
で
の
標
準
的
な
「
比
丘
」
と
い
う
呼

び
か
け
と
は
異
な
る
。
『
四
十
二
章
経
』
で
は
出
家
者
を
表
す
語
と
し
て
沙
門
の

み
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
比
丘
や
僧
は
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
四
十
二

章
経
』
の
中
国
撰
述
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
し
、
如
何
に
当
時
の
中
国

(39) 

で
「
沙
門
」
と
い
う
呼
称
が
流
布
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
「
比
丘
」
も
、
既
に
見
た
よ
う
に
佛
典
に
お
い
て
は
頻
繁
に
用
い
ら

れ
、
原
義
と
し
て
は
最
も
「
佛
教
の
出
家
修
行
者
」
に
近
い
．
に
も
関
わ
ら
ず
、
一

般
に
は
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
佛
教
の
出
家

者
と
い
う
同
義
語
と
し
て
の
「
沙
門
」
が
先
行
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
同
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
言
葉
を
改
め
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
同
じ
音

訳
語
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
比
丘
」
と
「
沙
門
」
で
は
字
面
か
ら
い
っ
て
門
の
字

を
用
い
、
あ
る
種
の
学
派
や
集
団
を
連
想
さ
せ
る
「
沙
門
」
の
方
が
中
国
で
は
よ

り
受
容
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
比
丘
と
い
う
語
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
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い
う
の
も
、
比
丘
の
女
性
形
で
あ
る
「
比
丘
尼
」
、
及
び
そ
れ
を
省
略
し
た
「
尼
」

が
文
献
中
に
は
よ
く
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
李
）
彪
、
亡
き
の
後
に
及
び
、
捷
好
果
た
し
て
腋
庭
に
入
り
、
後
宮
は
咸

な
之
を
師
宗
す
。
世
宗
崩
ず
る
や
、
比
丘
尼
と
為
り
、
経
義
を
通
習
し
、
法

(40) 

座
の
講
説
は
、
諸
僧
之
を
歎
重
す
。

『
魏
書
』
巻
六
二
、
李
彪
伝

（
王
）
国
宝
、
乃
ち
陳
郡
の
哀
悦
之
を
し
て
尼
の
支
妙
音
に
因
り
書
を
致
し

て
太
子
の
母
陳
淑
媛
に
与
え
、
国
宝
の
忠
謹
な
る
を
説
か
し
め
、
宜
し
く
親

(41) 

信
せ
ら
る
べ
し
と
。
帝
之
を
知
り
、
託
く
る
に
他
罪
を
以
て
悦
之
を
殺
す
。

『
晋
書
』
巻
七
五
、
王
国
宝
伝

こ
の
「
尼
」
は
女
性
の
出
家
者
を
表
す
も
の
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
最

も
よ
く
見
ら
れ
た
現
象
に
、
「
僧
」
と
の
結
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
僧
尼
」
と

い
う
一
連
の
語
と
し
て
流
布
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
僧
尼
」
こ
そ
、
佛
教
の
訳

語
を
も
と
に
中
国
に
お
い
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。

3
、
「
僧
尼
」
の
成
立

僧
s
且
1gha
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
佛
典
に
お
い
て
す
ら
本
来
の
「
教
団
」

と
い
う
意
味
が
曖
昧
に
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
僧
」
と
い
う
字
は

梵
語
S

且
l

の
訳
に
用
い
る
字
と
さ
れ
て
お
り
、
確
か
に
佛
教
受
容
以
前
の
中
国

に
は
こ
の
字
は
現
れ
な
い
。
訳
語
で
の
使
用
例
と
し
て
は

sarp.gha
の
他
に
無
量

数
を
意
味
す
る
阿
僧
祗

asarμkhya
等
が
あ
る
が
、
こ
の
字
の
成
り
立
ち
、
す
な

わ
ち
人
と
曽
（
か
さ
ね
る
）
を
組
み
合
わ
せ
た
字
義
を
考
慮
す
る
と
や
は
り
初
め

は
sarp.gha
の
音
訳
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
み
な
せ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
字
義
と
成
立
事
情
を
持
つ
に
も
拘
ら
ず
、
や
は
り

わ
か
る
。

っ
た
の
は
東
晋
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

「
僧
」
は
中
国
に
お
い
て
出
家
者
個
人
の
呼
称
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
も
っ

と
も
一
般
に
は
「
沙
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
出
家
者
に
、
新
た
な
呼
び
名
が
加
わ

世
祖
の
大
明
四
年
、
中
興
寺
に
於
い
て
斎
を
設
く
。
一
異
僧
有
り
、
衆
之
を

識
る
莫
し
。
其
の
名
を
問
え
ば
、
答
え
て
言
え
ら
く
、
名
は
明
慧
、
天
安
寺

(42) 

よ
り
来
る
と
。
忽
然
と
し
て
見
え
ず
。

『
宋
書
』
巻
九
七
、
天
竺
国
伝

「
異
僧
」
と
は
、
怪
異
な
出
家
者
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
沙
門

等
と
同
様
に
、
僧
を
個
人
の
形
容
と
し
て
用
い
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
『
魏
書
』

李
彪
伝
の
「
法
座
の
講
説
は
、
諸
僧
之
を
歎
重
す
」
の
「
諸
僧
」
も
、
も
ろ
も
ろ

の
僧
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
僧
自
体
は
出
家
者
個
人
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が

僧
は
一
文
字
で
あ
る
が
故
に
「
異
僧
」
「
諸
僧
」
ま
た
「
衆
僧
」
等
の
よ
う
に

何
ら
か
の
字
を
付
加
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
ま
た
単
独
で
使
わ

れ
る
場
合
も
勿
論
あ
っ
た
。
例
え
ば
佛
教
排
撃
の
書
と
し
て
有
名
な
梁
痘
績
「
神

滅
論
」
に
は
、
論
の
最
後
に
佛
教
信
仰
の
現
状
を
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
。

夫
れ
財
を
謁
く
し
て
以
て
僧
に
赴
き
、
産
を
破
り
て
以
て
佛
に
趨
る
、
而
し
て
親

戚
を
卸
ま
ず
、
窮
贋
を
憐
ま
ざ
る
は
何
ぞ
。
良
に
我
を
厚
く
す
る
の
情
深
く
、
物

(43) 

を
済
う
の
意
浅
き
に
由
ら
ん
。

痘
績
は
、
佛
教
信
者
が
家
財
を
こ
と
ご
と
く
僧
や
佛
に
布
施
し
、
親
類
や
困
窮

の
者
に
憐
れ
み
を
か
け
な
い
の
は
、
ま
っ
た
く
自
ら
の
救
済
を
重
視
す
る
た
め
で

あ
っ
て
他
の
も
の
を
助
け
よ
う
と
い
う
意
思
が
薄
い
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
の

「
僧
」
は
「
佛
」
と
対
に
な
っ
て
お
り
、
佛
法
僧
の
三
宝
を
意
識
し
た
も
の
、
と

す
れ
ば
僧
は
佛
教
教
団
を
指
す
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
単
に
供
養
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の
対
象
と
な
っ
た
佛
教
の
出
家
者
を
指
し
た
と
も
考
え
ら
れ
、
文
脈
か
ら
は
判
別

こ
の
よ
う
に
、
「
僧
」
は
単
独
で
も
ま
た
別
の
語
と
結
び
つ
い
た
形
で
も
使
用

さ
れ
た
。
僧
を
用
い
た
言
葉
の
中
で
も
後
に
非
常
に
流
布
し
た
の
が
「
僧
尼
」
で

有
司
又
た
奏
す
ら
く
、
軍
用
充
た
ず
、
揚
•
南
徐
・
売
・
江
四
州
の
富
有
の

民
の
、
家
資
五
十
万
に
満
ち
、
僧
尼
は
二
十
万
に
満
つ
る
者
、
並
び
に
四
分

に
一
を
換
え
、
此
れ
を
過
ぐ
れ
ば
率
計
し
、
事
息
み
て
即
ち
還
す
べ
し
と
。

『
宋
書
』
巻
三
五
、
索
虜
伝

其
の
三
、
僧
尼
の
以
て
業
を
行
う
に
、
精
純
な
ら
ず
、
姦
慧
を
為
す
こ
と
多

(45) 

き
な
り
。

『
顔
氏
家
訓
』
巻
五
、
帰
心
篇

女
性
の
出
家
者
で
あ
る
「
比
丘
尼
」
が
、
省
略
さ
れ
て
「
尼
」
単
独
で
使
用
さ

れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
れ
と
「
僧
」
が
結
合
し
た
「
僧
尼
」
は
、
仏
教
の

出
家
者
を
総
称
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
出
家
者

た
ち
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
僧
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
出
家
者
個

人
、
し
か
も
男
性
出
家
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

本
来
、
仏
教
教
団
そ
の
も
の
を
表
す
「
僧
」
と
「
尼
」
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
出

家
者
全
体
の
呼
称
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
原
義
か
ら
い
え
ば
成
立
し
得
な
い
言

葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
沙
門
・
比
丘
・
僧
•
と
い
っ
た
訳
語
の
区
別
が
も
と
も
と

曖
昧
で
あ
っ
た
中
国
に
お
い
て
は
極
め
て
自
然
に
「
僧
尼
」
と
い
う
語
が
用
い
ら

れ
た
。
そ
れ
は
中
国
人
の
仏
教
信
者
・
出
家
者
で
も
例
外
で
は
な
い
。

翻
訳
さ
れ
た
経
典
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
僧
尼
」
な
る
語
は
見
ら
れ
な
い

が
、
中
国
撰
述
の
仏
教
文
献
に
は
「
僧
尼
」
が
頻
出
す
る
。
出
家
者
た
ち
の
総
称

あ
る
。

rヽ

0

V
し

こ
r-

＇ 

し

お

わ

り

に

と
し
て
各
方
面
で
便
利
に
用
い
ら
れ
、
各
時
代
に
「
僧
尼
令
」
が
規
定
さ
れ
る
等

そ
の
流
布
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。

若
し
欺
生
の
常
住
を
侵
損
し
僧
尼
を
黙
汚
す
る
有
り
て
、
或
い
は
伽
藍
内
に

て
恣
に
淫
欲
を
行
い
、
或
い
は
殺
し
或
い
は
害
す
、
是
く
の
如
き
等
の
輩
は
、
常

(46) 

に
無
間
地
獄
に
堕
つ
る
べ
し
。

塵
貫
叉
難
陀
訳
と
伝
え
ら
れ
る
『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
に
は
こ
の
よ
う
な
一
説

が
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
本
来
「
僧
尼
」
は
中
国
で
創
作
さ
れ
た
言
葉
で
あ

る
か
ら
翻
訳
仏
典
に
用
い
ら
れ
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
が
、
唐
宋
期
の
漠
訳
仏
典
に

は
稀
に
「
僧
尼
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
本
来
仏

(47) 

典
に
頻
出
す
る
と
こ
ろ
の
「
比
丘
・
比
丘
尼
」
で
あ
る
べ
き
箇
所
と
考
え
ら
れ

る
。
翻
訳
語
を
も
と
に
中
国
で
新
た
に
創
作
さ
れ
た
「
僧
尼
」
と
い
う
語
が
、
再

び
転
じ
て
仏
典
の
翻
訳
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る

訳
語
受
容
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
事
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
訳
仏
典
に
お
け
る
出
家
者
は
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
「
沙
門
」
「
比
丘
」
ま

た
「
僧
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
翻
訳
さ
れ
た
。
勿
論
原
典
の
意
を
汲
む
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
意
味
の
区
別
は
明
記
さ
れ
な
い
ま
で
も
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
出
家
者
や
教
団
に
関
す
る
認
識
を
持
た
な
か
っ
た
中
国
で

は
、
そ
れ
ら
の
訳
語
の
定
義
が
明
確
に
記
述
さ
れ
た
も
の
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
文

脈
の
み
で
そ
の
意
味
の
差
異
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
す

べ
て
が
「
佛
の
弟
子
、
出
家
者
」
の
称
と
と
ら
え
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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中
国
一
般
社
会
に
お
け
る
出
家
者
の
概
念
は
、
「
沙
門
」
お
よ
び
「
桑
門
」
の

訳
語
の
流
布
と
共
に
成
立
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
佛
教
の
本
格
的
受
容
期
で
あ

る
東
晋
代
以
前
に
、
出
家
者
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
当
時
の
史
料
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
出
家
者
が
い
た
と
し
て
も
外
国
人
ば
か
り
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
剃
髪
を
し
袈
裟
を
ま
と
っ
た
一
種
異
様
な
姿
の
か
れ
ら

を
、
人
々
は
「
桑
門
」
の
名
で
呼
び
、
そ
の
行
動
様
式
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
表

面
的
に
せ
よ
あ
る
程
度
は
認
識
し
て
い
た
。
初
期
史
料
の
中
に
お
い
て
す
ら
出
家

者
の
外
見
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
少
な
く
と
も
外
形
の
特
徴
に

つ
い
て
は
説
明
を
加
え
る
必
要
の
無
い
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
、
す
な
わ
ち
出

家
者
達
が
既
に
相
当
数
中
国
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

東
晋
代
以
降
、
佛
教
受
容
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
出
家
者
へ
の
認
識
も
ま
た
深
化

す
る
。
漢
人
の
出
家
者
も
徐
々
に
増
加
し
、
そ
の
存
在
は
よ
り
身
近
に
な
っ
た
。

主
と
し
て
「
沙
門
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
か
れ
ら
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
ぼ

確
立
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
見
ば
か
り
で
な
く
、
佛
道
の
修
行

者
・
実
践
者
と
し
て
の
内
面
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
「
沙
門
と
は
本
来
か
く
あ

る
べ
き
」
と
い
う
前
提
が
存
在
し
、
も
は
や
、
外
見
を
取
り
繕
う
だ
け
で
は
出
家

者
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「
沙
門
」
が
、
個
人
の
仏
教
の
出
家
者
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
と
同
様

に
、
「
僧
」
も
ま
た
出
家
者
を
表
す
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
沙
門
と

僧
の
最
大
の
相
違
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
二
文
字
が
一
文
字
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
沙
門
が
そ
れ
自
体
で
一
語
を
な
す
の
に
対
し
、
僧
は
大
抵
別
の
字
を
付
加
す

る
形
で
使
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
「
僧
尼
」
と
い
う
言

葉
で
あ
る
。

僧
と
尼
、
こ
の
二
つ
の
語
は
原
義
か
ら
い
え
ば
結
合
は
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

注(
1
)
 

概
念
の
確
立
が
見
て
と
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
前
提
を
持
た
な
か
っ
た
中
国
独
自
の
創
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
出
家

者
た
ち
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
僧
尼
」
に
お
け
る
「
僧
」
は
や
は
り
個
々

の
男
性
出
家
者
を
代
表
さ
せ
た
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、
原
語
で
あ
る

s

吾
g
h
a

本
来
の
意
味
、
教
団
を
指
す
も
の
と
し
て
の
「
僧
」
は
そ
の
元
の
意
味

を
解
さ
れ
な
い
ま
ま
中
国
で
出
家
者
の
呼
称
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
集
団
を
基
礎
と
す
る
イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
者
の
存
在
形
態
を
前
提

と
せ
ず
、
出
家
者
を
あ
く
ま
で
個
々
の
者
と
と
ら
え
た
、
中
国
に
お
け
る
出
家
者

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
語
義
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
本
を
参
照
し
た
。
水
野

弘
元
『
佛
教
要
語
の
基
礎
知
識
」
（
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
）
、
望
月
信
亨
『
望

月
佛
教
大
辞
典
』
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
）
、
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
（
東
京

書
籍
）
、
中
村
元
•
福
永
光
司
他
編
『
岩
波
佛
教
辞
典
』
（
岩
波
書
店
）

中
国
へ
の
佛
教
流
入
が
教
団
に
よ
る
伝
道
と
い
っ
た
組
織
的
な
も
の
で
は
な
く

個
々
の
外
国
僧
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
初
期
に
は
漢
人
の
出
家
が
許

可
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
ま
た
上
掲
注

(
1
)

『
岩
波
佛
教
辞
典
』

「
僧
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
現
前
僧
は
、
出
家
儀
式
を
は
じ
め
と
す

る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
日
常
的
佛
教
活
動
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
基
本
単
位

で
あ
り
現
前
僧
に
規
定
さ
れ
な
い
個
人
単
位
の
出
家
者
は
考
え
ら
れ
な
い
。
イ

ン
ド
佛
教
に
お
い
て
「
僧
」
は
第
一
に
こ
の
現
前
僧
を
指
す
が
、
こ
う
し
た
制

度
と
切
り
離
さ
れ
て
経
典
や
論
書
に
記
さ
れ
た
思
想
が
移
入
さ
れ
、
佛
教
が
形

成
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
厳
密
な
意
味
で
律
蔵
に
規
定
す
る
「
僧
」

は

出

現

し

た

こ

と

が

な

い

と

考

え

ら

れ

る

」

．

勿
論
、
漢
訳
佛
典
・
論
書
等
に
は
S

者
g
h
a

の
意
訳
を
「
衆
」
「
和
合
衆
」
と
明

記
す
る
が
、
一
般
に
は
僧
と
い
え
ば
佛
教
の
出
家
者
を
指
す
こ
と
は
、
現
代
日

本
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

梁
僧
祐
撰
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
二
（
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五
五
、
五
頁
下
、
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（且） 10 
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9
)
 

8
)
 

(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

以
下
大
正
五
五
、
五
下
の
よ
う
に
略
す
る
）

漠
孝
明
帝
夢
見
金
人
、
詔
遣
使
者
張
賽
羽
林
中
郎
将
秦
景
到
西
域
。
始
於

月
支
国
遇
沙
門
竺
摩
騰
、
訳
写
此
経
還
洛
陽
。
蔵
在
蘭
豪
石
室
第
十
四
間

中
、
其
経
今
偉
於
世
。

こ
の
明
帝
の
求
法
伝
説
は
か
な
り
早
く
か
ら
流
布
し
て
い
た
ら
し
く
、
東
晋
衷

宏
『
後
漢
紀
』
巻
十
に
も
「
初
、
明
帝
夢
見
金
人
長
大
、
項
有
日
月
光
、
以
問

群
臣
。
或
曰
『
西
方
有
神
、
其
名
日
佛
。
陛
下
所
夢
、
得
無
是
乎
』
於
是
遣
使

天
竺
、
問
其
道
術
而
圏
其
形
像
焉
」
等
と
み
え
る
。

後
漢
迦
葉
摩
騰
．
竺
法
蘭
訳
『
四
十
二
章
経
』
（
大
正
十
七
、
七
二
二
上
）

佛
言
。
賠
親
出
家
為
道
。
名
日
沙
門
。
常
行
二
百
五
十
戒
。
為
四
〗
県
道

行
。
進
志
清
浮
成
阿
羅
漢
。

佛
言
。
除
韻
髪
。
為
沙
門
。
受
道
法
。
去
世
資
財
。
乞
求
取
足
。
日
中
一

食
。
樹
下
一
宿
。
懺
不
再
突
。
使
人
愚
弊
者
。
愛
輿
欲
也
。

阿
羅
漢
は
且
h

目
の
音
訳
語
で
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
修
行
者
で
、
原
始
佛
教
・
部

派
佛
教
に
お
け
る
修
行
者
の
最
高
位
で
あ
る
。

後
漢
安
世
高
訳
『
佛
説
漏
分
布
経
」
（
大
正
一
、
八
五
一
中
）

聞
如
是
。
一
時
佛
在
拘
留
園
行
治
虞
名
為
法
。
時
拘
留
國
人
會
在
。
時
佛

告
諸
比
丘
、
比
丘
應
唯
然
。
比
丘
従
佛
聞
。
佛
便
告
如
是
。

西
晋
竺
法
護
訳
『
大
宝
積
経
密
跡
金
剛
力
士
会
』
（
大
正
十
二
、
四
二
中
）

間
如
是
。
一
時
佛
遊
王
舎
城
震
鷲
山
。
輿
大
比
丘
衆
倶
。
四
萬
二
千
菩

薩
、
八
萬
四
千
一
切
大
聖
、
神
通
以
達
。

西
晋
竺
法
護
訳
『
佛
説
海
龍
王
経
』
巻
二
（
大
正
十
五
、
一
四
一
上
）

無
盛
福
王
棄
國
損
王
不
慕
天
上
世
間
諸
築
。
唯
志
無
上
正
真
之
道
。
因
家

之
信
出
家
為
道
而
作
沙
門
。
諸
子
亦
然
皆
作
沙
門
。
時
國
人
見
王
棄
國
。

六
萬
人
悉
為
沙
門
。
中
宮
採
女
四
大
夫
人
亦
為
沙
門
。

東
晋
佛
陀
跛
駄
羅
・
法
顕
訳
『
摩
詞
僧
祇
律
』
巻
二
（
大
正
二
二
、
二
三
五
下
）

比
丘
者
。
受
具
足
善
受
具
足
。
如
法
非
不
如
法
。
和
合
非
不
和
合
。
可
稲

歎
非
不
可
稲
歎
。
滴
二
十
非
不
満
。
是
名
比
丘
義
。

東
晋
僧
伽
提
婆
訳
『
中
阿
含
経
』
巻
八
、
阿
修
羅
経
（
大
正
一
、
四
七
七
上
）

剃
除
韻
髪
著
袈
裟
衣
。
至
信
捨
家
無
家
學
道
。
彼
捨
本
名
同
曰
沙
門
。

(19) 

(18) 

(17) 
16 
'-" 

(15) 
14 (13) 

(12) 
劉
宋
求
那
跛
陀
羅
訳
『
雑
阿
含
経
』
巻
二
八
、
第
七
九
四
経
（
大
正
二
、
二

O

五
中
）

爾
時
、
世
尊
告
諸
比
丘
。
有
沙
門
及
沙
門
法
。
諦
聴
、
善
思
。
嘗
為
汝

説
。
何
等
為
沙
門
法
。
謂
八
聖
道
、
正
見
乃
至
正
定
。
何
等
為
沙
門
。
若

成
就
此
法
者
、
是
名
沙
門
。

s
者
g
h
a

の
音
訳
語
と
し
て
は
ま
ず
「
僧
伽
」
が
あ
げ
ら
れ
、
「
僧
」
は
こ
れ
の

省
略
形
と
解
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
し
か
し
宇
井
伯
寿
氏
に
よ
れ
ば
、
S

且
1
g
h
a

の
最
後
の
母
音
が
落
ち
て
殆
ど

sarμ
に
近
く
発
音
さ
れ
た
も
の
を
「
僧
」
と
音

写
し
た
と
さ
れ
る
（
宇
井
伯
寿
『
訳
経
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、

三
二
＼
三
三
頁
）
。

後
秦
弗
若
多
羅
•
鳩
摩
羅
什
訳
『
十
誦
律
』
巻
四
（
大
正
二
三
、
二
五
上
）

佛
作
是
念
巳
、
即
自
約
救
提
婆
達
多
、
「
汝
莫
求
破
和
合
僧
。
莫
受
持
破
僧

因
縁
事
。
汝
営
輿
僧
和
合
。
僧
和
合
者
歓
喜
無
諄
、
一
心
一
學
如
水
乳

合
、
得
安
築
住
」

『
十
誦
律
』
巻
四
（
大
正
二
三
、
二
七
下
）

汝
等
種
種
雑
姓
。
種
種
厩
土
。
種
種
家
。
信
佛
法
故
。
剃
除
鑽
髪
著
法
服

随
佛
出
家
。
如
秋
葉
落
風
吹
一
虞
。
汝
等
亦
爾
。

後
秦
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
巻
三
（
大
正
二
五
、
八
0
上）

云
何
名
僧
伽
。
僧
伽
秦
言
訊
。
多
比
丘
一
鹿
和
合
是
名
僧
伽
。
普
如
大
樹

叢
緊
是
名
為
林
。
―
一
樹
不
名
為
林
。
除
―
一
樹
亦
無
林
。
如
是
―
―
比

丘
不
名
為
僧
。
除
―
―
比
丘
亦
無
僧
。
諸
比
丘
和
合
故
僧
名
生
。

東
晋
佛
陀
跛
陀
羅
・
法
顕
訳
『
摩
詞
僧
祇
律
』
巻
二
三
（
大
正
二
二
、
四
―
ニ

中）

世
尊
成
道
五
年
比
丘
僧
悉
清
淫
。
自
是
巳
後
漸
漸
為
非
。
世
尊
随
事
為
制

戒
。
立
説
波
羅
提
木
叉
。

後
秦
佛
陀
耶
舎
・
竺
佛
念
訳
『
四
分
律
』
巻
四
六
（
大
正
二
二
、
八
0
三
下
）

世
尊
。
以
此
因
縁
集
比
丘
僧
呵
責
彼
比
丘
言
。
汝
所
為
非
。
非
威
儀
非
沙

門
法
非
浮
行
非
随
順
行
。
所
不
應
為
。

呉
支
謙
訳
『
撰
集
百
縁
経
』
巻
九
（
大
正
四
、
二
四
四
中
）

我
等
今
者
。
蒙
佛
威
光
。
脱
此
諸
難
。
今
若
平
安
達
到
。
嘗
為
佛
僧
造
立
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(23) 

(22) 

(21) 

(20) 

塔
寺
。
請
命
佛
僧
。
安
置
其
中
。
設
諸
饒
膳
。
供
給
所
須
。
皆
使
無
乏
。

中
国
で
佛
道
修
行
に
入
る
こ
と
を
一
般
に
「
出
家
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の

は
後
の
こ
と
で
、
当
初
は
「
捨
家
」
「
棄
家
」
な
ど
と
表
現
し
た
。
こ
れ
は
中
国

伝
統
の
「
家
」
を
重
ん
ず
る
観
念
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
非
難
的
意

味
合
い
を
こ
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
改
め
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
す
べ
て
の
時
代
に
つ
い
て
「
出

家
者
」
と
表
記
す
る
。

例
え
ば
ア
ー
サ
ー
•
F

・
ラ
イ
ト
、
木
村
隆
一
・
小
林
俊
孝
訳
「
中
国
史
に
お

け
る
佛
教
」
（
第
三
文
明
社
、
一
九
八
0
年
）
で
は
後
漢
明
帝
の
永
平
八
（
六

五
）
年
よ
り
東
晋
の
成
立
ま
で
を
「
準
備
の
時
代
」
と
す
る
。
ま
た
鎌
田
茂
雄

氏
は
東
晋
の
道
安
の
活
躍
以
前
を
「
初
期
翻
訳
時
代
」
と
し
た
（
『
初
伝
期
の
佛

教
』
、
注
22
参
照
）
。
こ
の
外
、
佛
教
史
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解

が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
後
漢
時
代
を
そ
の
喘
矢
と
す
る
の
は
ほ
ぼ
共
通
し
て

い
る
。

塚
本
善
隆
『
中
国
佛
教
通
史
第
一
巻
』
（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
八
年
）
、

鎌
田
茂
雄
「
初
伝
期
の
佛
教
中
国
佛
教
史
第
一
巻
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
二
年
）
、
任
継
愈
主
編
、
丘
山
新
他
訳
『
定
本
中
国
佛
教
史
一
』
（
柏
書

房
、
一
九
九
二
年
）
、

E
・
チ
ュ
ル
ヒ
ャ
ー
著
、
田
中
純
男
訳
『
中
国
の
佛
教
伝

来
』
（
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
五
年
）
こ
れ
ら
は
主
だ
っ
た
研
究
で
あ
り
漢
代
佛

教
を
扱
っ
た
専
論
は
他
に
も
多
数
あ
る
が
省
略
す
る
。
ま
た
初
期
佛
教
の
関
連

史
料
を
網
羅
的
に
紹
介
し
た
も
の
に
春
日
礼
智
「
漢
代
佛
教
の
外
典
資
料
に
つ

い
て
」
（
『
日
華
佛
教
研
究
会
年
報
』
三
、
一
九
三
八
年
）
が
あ
る
。

『
後
漠
書
」
巻
四
二
、
楚
王
英
伝

英
少
時
好
滞
侠
、
交
通
賓
客
、
晩
節
更
喜
黄
老
、
學
為
浮
屠
齋
戒
祭
祀
。

（
永
平
）
八
年
、
詔
令
天
下
死
罪
皆
入
繍
贖
。
英
遣
郎
中
令
奉
黄
繍
白
執
三

十
匹
詣
国
相
日
、
「
託
在
蕃
輔
、
過
悪
累
積
、
歓
喜
大
恩
、
奉
送
繍
吊
、
以

贖
葱
罪
」
国
相
以
聞
。
詔
報
曰
、
「
楚
王
誦
黄
老
之
微
言
、
尚
浮
屠
之
仁

祠
、
黎
齋
三
月
、
輿
神
為
誓
、
何
嫌
何
疑
、
常
有
悔
吝
。
其
還
贖
、
以
助

伊
蒲
塞
桑
門
之
盛
僕
」
因
以
班
示
諸
国
中
偲
。

な
お
、
『
東
観
漢
記
』
お
よ
び
『
後
漢
紀
』
に
同
様
の
記
事
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら

(28) 
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『
後
漠
書
』
に
採
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
後
漢
紀
』
該
当
の
記
事
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

『
後
漢
書
」
巻
四
二
、
楚
王
英
伝
李
賢
注

伊
蒲
塞
即
優
婆
塞
也
、
中
華
翻
為
近
住
、
言
受
戒
行
堪
近
僧
住
也
。
桑
門

即
沙
門
。

張
衡
「
西
京
賦
」
（
『
文
選
』
巻
二
所
収
）

要
紹
修
態
、
麗
服
題
苛
。
賂
税
流
防
、
一
顧
傾
城
。
展
季
桑
門
、
誰
能
不

営。

小
尾
郊
一
氏
に
よ
る
当
該
個
所
の
和
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
『
全
釈
漢
文
大

系
二
六
文
選
文
章
編
一
』
一
五
八
頁
よ
り
引
用
）
。
「
な
よ
な
よ
と
品
を
作

り
、
麗
し
い
服
は
ひ
と
き
わ
華
や
か
に
、
目
も
と
あ
だ
め
い
て
流
し
目
し
、
ひ

と
た
び
顧
み
れ
ば
城
も
傾
か
ん
ば
か
り
。
堅
物
の
柳
下
恵
も
お
坊
様
も
、
こ
れ

に
は
心
を
惑
わ
さ
れ
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
」

『
魏
略
』
西
戎
伝
、
臨
兒
国
条
（
『
魏
志
」
巻
三
0
所
引
）

臨
兒
国
、
浮
屠
経
云
其
国
王
生
浮
屠
。
浮
屠
、
太
子
也
。
父
日
屑
頭
邪
、

母
云
莫
邪
。
浮
屠
身
服
色
黄
、
髪
青
如
青
絲
、
乳
青
毛
、
蛉
赤
如
銅
。
始

莫
邪
夢
白
象
而
乃
子
、
及
生
、
従
母
左
脅
出
、
生
而
有
結
、
堕
地
能
行
七

歩
。
此
国
在
天
竺
城
中
。
天
竺
又
有
神
人
、
名
沙
律
。
昔
漢
哀
帝
元
壽
元

年
、
博
士
弟
子
景
慮
受
大
月
氏
王
使
伊
存
口
受
浮
屠
経
曰
復
立
者
其
人

也
。
浮
屠
所
載
臨
蒲
塞
•
桑
門
・
伯
聞
・
疏
問
•
白
疏
聞
・
比
丘
・
晨

門
、
皆
弟
子
琥
也
。
浮
屠
所
載
輿
中
国
老
子
経
相
出
入
、
蓋
以
為
老
子
西

出
開
、
過
西
域
之
天
竺
・
教
胡
。
浮
屠
屡
弟
子
別
琥
、
合
有
二
十
九
、
不

能
詳
載
、
故
略
之
如
此
。

『
宋
書
』
巻
三
一
、
五
行
志
二
、
詩
妖

晉
恵
帝
元
康
中
、
京
洛
童
謡
日
「
南
風
起
、
吹
白
沙
、
遥
望
魯
國
何
嵯

峨
、
千
歳
憫
骸
生
欲
牙
」
。
又
曰
「
城
東
馬
子
莫
嘩
晦
、
比
至
三
月
纏
汝

禦
」
南
風
、
買
后
字
也
。
白
、
晉
行
也
。
沙
門
、
太
子
小
名
也
。
魯
、
買

譜
國
也
。
言
買
后
将
典
謡
為
乱
、
以
危
太
子
。

『
晋
書
』
巻
二
八
五
行
志
中
・
詩
妖
、
同
巻
五
三
慇
懐
太
子
伝
に
も
同
様
の
記
事

が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
東
晋
以
後
、
佛
教
語
を
人
名
に
用
い
る
こ
と
が
流
行
す
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(30) 

(29) 
る
が
、
司
馬
適
の
例
は
そ
の
先
駆
け
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
宮
川
尚
志
「
六

朝
人
名
に
現
れ
た
る
佛
教
語
」
(
-
)
＼
（
四
）
『
東
洋
史
研
究
』
三
号
六
／
四
号

一
・
ニ
•
六
、
一
九
三
八
＼
一
九
三
九
年
、
四
一
／
七
一
／
九
四
／
七
八
＼
七

九
頁
、
呂
叔
湘
「
南
北
朝
人
名
与
佛
教
」
『
中
国
語
文
』
二
0
五
期
、
一
九
八
八

年
、
二
四
一
＼
二
四
六
頁
参
照
。

な
お
、
こ
こ
で
は
出
家
者
の
最
も
目
立
つ
特
徴
で
あ
る
は
ず
の
剃
髪
・
袈
裟
姿

に
は
全
く
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
桑
門
II
剃
髪
・
袈
裟
姿
と

い
う
外
面
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
が
た
め
に
特
筆
さ
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
後
漢
紀
』
巻
十
、
明
帝
永
平
十
三
年
条

浮
屠
、
佛
也
、
西
域
天
竺
國
有
佛
道
焉
。
佛
者
、
漢
言
覺
也
、
賂
以
覺
悟

群
生
也
。
其
教
以
脩
善
慈
心
為
主
、
不
殺
生
、
専
務
清
静
。
其
精
者
為
沙

門
。
沙
門
、
漢
言
息
也
、
蓋
息
意
去
欲
而
蹄
子
無
為
。

衷
宏
の
い
う
、
沙
門
召

m名
a
の
意
訳
が
息
（
や
す
め
る
）
の
意
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
通
俗
的
な
語
源
解
釈
に
よ
る
と
い
う
。
前
掲
注

(
1
)
『
望
月
佛
教
大

辞
典
』
参
照
。

む
ろ
ん
『
魏
書
』
巻
―
―
四
釈
老
志
や
『
隋
書
』
巻
三
五
経
籍
志
四
に
は
、
そ

の
性
格
上
佛
教
に
つ
い
て
の
説
明
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
魏
書
」

釈
老
志
に
は
出
家
者
を
あ
ら
わ
す
訳
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

諸
服
其
道
者
、
則
剃
落
鑽
髪
、
繹
累
辟
家
、
結
師
資
、
遵
律
度
、
相
輿
和

居
、
治
心
修
浮
、
行
乞
以
自
給
。
謂
之
沙
門
、
或
曰
桑
門
、
亦
聾
相
近
、

穂
謂
之
僧
、
皆
胡
言
也
。
僧
、
繹
為
和
命
衆
、
桑
門
為
息
心
、
比
丘
為
行

乞
。
俗
人
之
信
憑
道
法
者
、
男
曰
優
婆
塞
、
女
曰
優
婆
夷
。
其
為
沙
門

者
、
初
修
十
誡
、
曰
沙
禰
、
而
終
於
二
百
五
十
、
則
具
足
成
大
僧
。
婦
入

道
者
曰
比
丘
尼
、
其
誡
至
子
五
百
゜

『
宋
書
』
巻
七
一
、
徐
湛
之
伝

時
有
沙
門
繹
恵
休
、
善
圏
文
、
僻
采
綺
睦
、
（
徐
）
湛
之
輿
之
甚
厚
。
世
祖

命
使
還
俗
。
本
姓
湯
、
位
至
揚
州
従
事
史
。

『
魏
書
』
巻
八
、
宣
武
帝
紀
延
昌
三
年
十
一
月
条

（
延
昌
三
年
十
一
月
）
丁
巳
、
幽
州
沙
門
劉
僧
紹
緊
衆
反
、
自
琥
浮
居
固
明
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法
王
。
州
郡
捕
斬
之
。

僧
祐
自
身
は
釈
僧
祐
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
沙
門
」
を
冠
す
る
の
は
出
家
者
の

み
で
あ
り
、
訳
経
者
で
も
呉
の
支
謙
等
在
家
の
者
に
は
付
し
て
い
な
い
。

『
晋
書
』
巻
七
七
、
何
充
伝

（
何
充
）
而
性
好
繹
典
、
崇
修
佛
寺
、
供
給
沙
門
以
百
敷
、
葉
費
巨
億
而
不
吝

也。『
魏
書
』
巻
―

1
0
、
食
貨
志

諸
沙
門
有
輸
粟
四
千
石
入
京
倉
者
、
授
本
州
統
、
若
無
本
州
者
、
授
大
州

r
p
o
 

者

『
宋
書
』
巻
八
四
、
郷
碗
伝

郡
州
行
事
張
沈
•
偽
覚
陵
太
守
丘
景
先
聞
敗
、
髪
形
為
沙
門
逃
走
、
追
檎

伏
誅
。

同
様
の
事
例
に
後
漢
末
の
蒼
梧
太
守
牟
子
撰
と
さ
れ
る
『
理
惑
論
』
が
あ
る
。

（
梁
僧
祐
撰
『
弘
明
集
』
巻
一
所
収
、
大
正
五
二
、
二
上
）

沙
門
持
二
百
五
十
戒
。
日
日
斎
。
其
戒
非
優
婆
塞
所
得
聞
也
。
威
儀
進
止

輿
古
之
典
礼
無
異
。
終
日
寛
夜
講
道
誦
経
。
不
預
世
事
。

問
曰
。
佛
道
重
無
為
楽
施
輿
持
戒
競
競
如
臨
深
淵
者
。
今
沙
門
耽
好
酒

漿
。
或
畜
妻
子
。
取
賎
賣
貴
。
専
行
詐
給
。
此
乃
世
之
大
偽
。
而
佛
道
謂

之
無
為
耶
。

等
の
記
述
が
あ
り
、
沙
門
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
比
丘
や
僧
な
ど
の
言
葉
は

見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
も
東
晋
前
後
の
成
立
と
の
説
が
あ
る
が
、
内
容
か
ら
い
っ

て
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
魏
書
』
巻
六
二
、
李
志
伝

彪
亡
後
、
捷
好
果
入
腋
庭
、
後
宮
咸
師
宗
之
。
世
宗
崩
、
為
比
丘
尼
、
通

習
経
義
、
法
座
講
説
、
僧
歎
重
之
。

『
晋
書
』
巻
七
五
、
王
国
宝
伝

國
賓
乃
使
陳
郡
哀
悦
之
因
尼
支
妙
音
致
書
輿
太
子
母
陳
淑
媛
、
説
國
賓
忠

謹
、
宜
見
親
信
。
帝
知
之
、
託
以
他
罪
殺
悦
之
。

『
宋
書
』
巻
九
七
、
天
竺
国
伝

世
祖
大
明
四
年
、
於
中
興
寺
設
齋
。
有
一
異
僧
、
衆
莫
之
識
、
問
其
名
、
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答
百
名
明
慧
、
従
天
安
寺
束
、
忽
然
不
見

梁
苑
績
「
神
滅
論
」
（
『
梁
書
』
巻
四
八
、
疱
績
伝
所
収
）

夫
娼
財
以
赴
僧
、
破
産
以
趨
佛
、
而
不
卸
親
戚
、
不
憐
窮
圏
者
何
。
良
由

厚
我
之
情
深
、
清
物
之
意
浅
。

『
宋
書
』
巻
三
五
、
索
虜
伝

有
司
又
奏
軍
用
不
充
、
揚
•
南
徐
・
一
兌
•
江
四
州
富
有
之
民
、
家
資
満
五

十
萬
、
僧
尼
滴
二
十
萬
者
、
並
四
分
換
一
、
過
此
率
計
、
事
息
即
還
。

『
顔
氏
家
訓
』
巻
五
、
帰
心
篇

其
三
、
以
僧
尼
行
業
、
多
不
精
純
、
為
姦
懲
也
。

塵
貫
叉
難
陀
訳
『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
（
大
正
十
三
、
七
七
九
下
）

若
有
欺
生
侵
損
常
住
貼
汚
僧
尼
。
或
伽
藍
内
恣
行
淫
欲
。
或
殺
或
害
如

是
等
輩
。
常
堕
無
間
地
獄
。

仏
典
で
は
出
家
者
た
ち
を
ま
と
め
て
呼
ぶ
の
に
「
比
丘
•
比
丘
尼
」
と
い
う
表

現
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
「
僧
尼
」
は
こ
の
「
比
丘
」
を
僧
に
換
え
、
「
比

丘
尼
」
を
省
略
し
て
尼
に
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
国
一
般

に
「
比
丘
・
比
丘
尼
」
が
あ
ま
り
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
僧

尼
」
は
仏
典
に
お
け
る
「
比
丘
・
比
丘
尼
」
と
は
関
係
な
く
中
国
で
成
立
し
た

表
現
、
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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