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十
月

　

本
年
の
三
月
で
定
年
退
職
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
終
講
義
は
お
こ
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
状
況
の
た
め
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
お
こ
な
う
こ
と
も
し
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
は
ま
さ
に
現
役
で
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
や
っ
て
い
る
最
中
で
あ

る
う
え
、
こ
れ
か
ら
新
た
に
始
め
た
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
た
め
、
最
終
講
義
を
や
っ
て
自
ら
の
学
問
の
回
想
を
す
る
な
ど
い
う
気
分
に
は
な

れ
な
い
、
と
い
う
点
も
一
因
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

学
問
回
顧
に
近
い
も
の
は
、
大
学
院
生
た
ち
が
出
し
て
い
る
『
駒
澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
二
○
一
五
年
版
の
「
巻
頭
言
」
を
頼
ま

れ
た
際
、「
学
問
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
」
と
題
す
る
小
文
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
実
は
、
そ
の
前
年
の
一
月
に
吉
津
宜
英
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
、
先

生
の
学
問
に
つ
い
て
ま
と
め
た
文
章
を
学
部
の
論
集
に
書
く
よ
う
依
頼
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
研
究
分
野
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
私
が

最
も
近
い
わ
け
で
す
し
、
鎌
田
茂
雄
先
生
が
主
催
し
て
吉
津
先
生
が
事
務
を
担
当
さ
れ
、
駒
澤
の
若
手
研
究
者
や
院
生
た
ち
を
中
心
と
し
て
始
め
ら

れ
た
高
麗
均
如
の
読
書
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
駒
澤
と
の
縁
が
で
き
、
そ
の
吉
津
先
生
の
ご
仲
介
で
駒
澤
短
期
大
学
に
採

用
し
て
い
た
だ
い
た
う
え
、
研
究
室
も
隣
で
あ
っ
て
長
ら
く
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
、
お
引
き
受
け
し
て
精
一
杯
書
い
た
の
で

す
。
た
だ
、
ご
本
人
が
書
け
ば
や
は
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
、
自
分
も
い
つ
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
た
め
、
早
め
に
自
分
で
学
問
回

顧
を
書
い
て
お
い
た
次
第
で
す
。

　

し
ば
ら
く
し
て
そ
の
文
章
を
読
み
か
え
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
自
分
は
早
く
か
ら
近
代
東
洋
史
や
平
安
文
学
に
関
心
が
あ
り
、
そ
う
し
た
方
面
を
研

究
す
る
た
め
の
基
礎
教
養
を
身
に
つ
け
る
必
要
も
あ
っ
て
、
苦
手
な
も
の
は
習
う
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
仏
教
学
を
学
ん
だ
も
の
の
、
そ
ち
ら
は

今
日
に
至
る
ま
で
苦
手
な
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
文
学
関
係
は
平
安
文
学
を
中
心
と
し
て
多
数
の
論
文
を
書
い
て
お
り
、「
私
が
書
い
た
も
の

の
う
ち
、
学
問
で
の
貢
献
度
が
最
も
高
い
の
は
、
仏
教
学
の
論
文
で
は
な
く
、
こ
の
文
学
関
連
の
諸
論
文
だ
ろ
う
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
か

聖
徳
太
子
は
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
た
ら
ん
と
し
た
か

─
「
憲
法
十
七
条
」
と
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
共
通
部
分
を
手
が
か
り
と
し
て
─

�

石
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ら
、
仏
教
学
部
教
授
と
し
て
は
ひ
ど
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
う
え
、
恩
師
の
平
川
彰
先
生
が
編
集
さ
れ
た
『
仏
教
漢
梵
大
辞
典
』
の
お
手
伝
い
を
し
、
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
編
集
の
ま
と
め
役
を
や
っ

た
こ
と
、こ
れ
ま
た
十
年
以
上
か
か
っ
た
Ｓ
Ａ
Ｔ
（
大
正
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
と
Ｉ
Ｎ
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｓ
（
印
度
学
仏
教
学
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
）
に
は
作
成
と
ネ
ッ
ト
公
開
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
関
わ
っ
た
こ
と
、
ま
た
聖
徳
太
子
研
究
の
こ
と
な
ど
も
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
我
な
が
ら
呆
れ
か
え
り
ま
し
た
。

　

長
い
間
続
け
て
い
た
「
聖
徳
太
子
研
究
の
最
前
線
」
と
い
う
ブ
ロ
グ
に
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
匿
名
で
や
っ
て
い
た
芸
能
ブ
ロ
グ
と
音

楽
ブ
ロ
グ
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
太
子
ブ
ロ
グ
は
、
後
に
『
聖
徳
太
子
─
実
像
と
伝
説
の
間
─
』（
春
秋
社
、
二
○
一
六
年
）

と
い
う
本
と
な
り
、
芸
能
ブ
ロ
グ
の
記
事
の
一
部
は
『〈
も
の
ま
ね
〉
の
歴
史
─
仏
教
・
笑
い
・
芸
能
─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
七
年
）
と
い
う

本
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
芸
能
ブ
ロ
グ
と
音
楽
ブ
ロ
グ
に
は
か
な
り
の
時
間
と
手
間
を
つ
ぎ
こ
ん
で
い
ま
す
。

　

Ｉ
Ｎ
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｓ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
途
中
で
何
度
か
深
刻
な
問
題
が
お
き
て
危
機
的
な
状
況
と
な
っ
た
こ
と
、
私
が
早
稲
田
で
非
常
勤
講
師

を
し
て
い
た
時
の
学
生
で
あ
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
の
面
で
は
逆
に
師
匠
で
あ
り
、
Ｉ
Ｎ
Ｂ
Ｕ
Ｄ
Ｓ
と
Ｓ
Ａ
Ｔ
の
技
術
担
当
と
な
っ
て
い
た
師
茂
樹
さ
ん

と
二
人
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
の
最
終
作
業
を
徹
夜
で
ふ
ら
ふ
ら
に
な
っ
て
や
っ
た
こ
と
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
近
藤
み
ゆ
き
さ

ん
・
近
藤
康
弘
さ
ん
がN

-gram

を
用
い
て
国
文
学
・
国
語
学
で
注
目
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
た
の
を
見
て
、N

-gram

に
基
づ
く
便
利
な
比
較
分
析

シ
ス
テ
ム
の
案
を
提
唱
し
、
師
さ
ん
や
近
藤
康
弘
さ
ん
な
ど
漢
字
文
献
情
報
処
理
研
究
会
の
仲
間
た
ち
で
そ
の
シ
ス
テ
ム
、
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
を
開
発
し
た

時
は
、
自
分
の
仏
教
研
究
は
す
ぐ
忘
れ
ら
れ
、
私
の
名
は
学
問
の
世
界
で
は
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
の
提
案
者
と
し
て
の
み
記
憶
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
ほ
ど
で
す
。
実
際
、
三
経
義
疏
や
『
大
宗
地
玄
文
本
論
』
そ
の
他
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
で
き
た
の
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｓ
Ｍ
の
威
力
に
よ
る
も
の

で
す
。

　

そ
の
他
に
も
様
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
や
活
動
を
や
っ
て
お
り
、
平
川
先
生
を
始
め
と
す
る
国
内
と
海
外
諸
国
の
研
究
者
た
ち
を
含
め
、
自
分
の
研

究
者
人
生
の
中
で
幸
い
で
あ
っ
た
人
た
ち
と
の
出
会
い
や
出
来
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
反
対
の
こ
と
、
つ
ま
り
早
稲
田
の
助
手
時

代
に
某
先
生
と
大
げ
ん
か
し
て
干
さ
れ
た
と
い
っ
た
厄
介
な
事
件
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
私
が
今
日
ま
で
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
非
常
勤
講
師
時
代
が
長
か
っ
た
私
を
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
科
の
助
教
授
と
し
て

拾
っ
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
す
。
仏
教
科
で
は
楽
し
く
充
実
し
た
研
究
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
短
大
廃
止
に
と
も
な
っ
て
駒
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澤
大
学
仏
教
学
部
に
移
籍
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
最
後
は
学
部
長
と
し
て
定
年
を
迎
え
ま
し
た
。
駒
澤
出
身
で
も
な
く
曹
洞
宗
の
僧
籍
も
な
い
私
が
短

大
仏
教
科
に
採
用
し
て
い
た
だ
け
た
の
は
、
当
時
の
複
雑
な
状
況
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
事
情
も
「
学
問
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
」
に
は
書

い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、researchm

ap

の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
記
し
た
よ
う
に
、
伝
記
と
い
う
の
は
、
当
人
が
書
い
た
も
の
で
す
ら
全
面
的
に
は
信

用
で
き
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
実
状
の
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。
そ
の
点
は
、
今
こ
う
し
て
話
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
も
同
様
で
す
。
そ
こ
で
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
信
用
で
き
な
い
伝
記
が
多
す
ぎ
て
実
態
が
分
か
ら
な
い
人
物
の
代
表
は
聖
徳
太

子
で
す
の
で
、
今
回
は
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
最
近
私
が
発
見
し
た
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

戦
後
の
古
代
史
学
は
、
戦
時
中
は
国
家
主
義
の
元
祖
、
戦
後
は
平
和
主
義
の
元
祖
と
し
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
聖
徳
太
子
、
ま
た
皇
室
の
権
威
を
確

立
し
た
事
件
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
大
化
の
改
新
を
疑
う
こ
と
に
よ
っ
て
進
展
し
て
き
ま
し
た
。そ
う
し
た
傾
向
が
極
端
に
ま
で
に
進
ん
だ
例
が
、

か
の
「
聖
徳
太
子
は
い
な
か
っ
た
」
説
で
す
。
そ
の
聖
徳
太
子
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
「
憲
法
十
七
条
」
や
三
経
義
疏
を
、
戦
前
の
段
階
で
大
胆
に

疑
い
、
戦
後
の
批
判
的
研
究
の
基
盤
を
築
い
た
の
は
、
私
が
学
ん
だ
早
稲
田
大
学
の
東
洋
哲
学
研
究
室
を
創
設
し
た
津
田
左
右
吉
で
し
た
。
私
は
、

津
田
に
つ
い
て
は
博
学
で
傑
出
し
た
大
学
者
と
し
て
早
く
か
ら
尊
敬
し
て
い
た
の
で
す
が
、
研
究
室
の
先
生
や
先
輩
た
ち
が
「
津
田
先
生
、
津
田
先

生
」
と
言
っ
て
礼
賛
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
説
を
批
判
的
に
検
討
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
津
田
を
尊
敬
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
津
田
の
批
判
的
な
研
究
が
近
代
的
な
古
代
史
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
う
え
で
、
通
説
を
大
胆
に
疑
っ
た
津

田
の
姿
勢
こ
そ
を
受
け
継
ぎ
、
権
威
と
な
っ
た
津
田
説
そ
の
も
の
を
検
討
し
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
す
。
私
は
雑
多
な
分
野
に
手

を
出
し
て
お
り
、
ず
っ
と
聖
徳
太
子
を
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
憲
法
十
七
条
」
と
三
経
義
疏
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
時
代
か

ら
途
切
れ
途
切
れ
に
研
究
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昨
年
の
暮
頃
に
な
っ
て
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
と
「
憲
法
十
七
条
」
は
共
通
す
る
部
分
が

多
く
、遣
隋
使
の
言
上
や
国
書
の
文
言
に
も
関
わ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
と
「
憲
法
十
七
条
」
に
つ
い
て
は
津
田
説
と
違
っ

て
太
子
作
と
し
て
差
し
支
え
な
い
う
え
、
遣
隋
使
派
遣
も
太
子
が
主
導
し
て
い
た
と
見
て
良
い
と
確
信
す
る
に
至
り
ま
し
た
の
で
、
本
日
は
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

一
時
期
話
題
に
な
っ
た
聖
徳
太
子
虚
構
説
は
、
文
献
読
解
が
粗
雑
す
ぎ
ま
し
た
。
古
代
史
研
究
に
お
い
て
何
よ
り
大
事
な
の
は
、
あ
れ
こ
れ
論
ず
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る
前
に
、「
憲
法
十
七
条
」
を
初
め
と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
太
子
関
連
記
述
や
初
期
の
銘
文
や
三
経
義
疏
な
ど
を
、
出
典
と
語
法
に
注
意
し
て
正

確
に
読
み
、
そ
の
特
質
と
背
景
を
把
握
す
る
こ
と
で
す
。
ま
ず
、「
憲
法
十
七
条
」
を
と
り
あ
げ
ま
す
が
、
そ
の
第
一
条
の
冒
頭
に
「
忤
ふ
こ
と
無

き
を
宗
と
為
せ
」
と
あ
る
う
ち
の
「
無
忤
」
と
は
、
三
経
義
疏
の
学
風
で
あ
る
中
国
南
朝
の
成
実
涅
槃
学
派
、
つ
ま
り
、
小
乗
で
あ
り
な
が
ら
大
乗

に
近
い
面
も
持
つ
『
成
実
論
』
を
基
礎
学
と
し
た
う
え
で
『
涅
槃
経
』
な
ど
の
大
乗
経
典
を
研
鑽
す
る
僧
尼
た
ち
が
重
視
し
て
い
た
徳
目
で
あ
る
こ

と
は
、
早
く
に
「「
憲
法
十
七
条
」
が
想
定
し
て
い
る
争
乱
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
一
巻
第
一
号
、
一
九
九
二
年
十
二
月
）
そ
の
他
で
指

摘
し
ま
し
た
。
特
に
、「
海
東
諸
国
」、
す
な
わ
ち
古
代
の
朝
鮮
諸
国
が
尊
敬
し
、
肖
像
を
描
い
て
国
に
持
ち
帰
り
、
は
る
か
に
礼
拝
し
た
と
『
続
高

僧
伝
』
巻
七
の
宝
瓊
伝
が
伝
え
て
い
る
陳
の
宝
瓊
が
、「
出
処
、
忤
ふ
無
し
」（
大
正
五
〇
・
四
七
九
中
）
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

　

宝
瓊
伝
に
よ
れ
ば
、
宝
瓊
は
初
め
は
梁
の
三
大
法
師
の
一
人
で
あ
っ
て
『
法
華
義
疏
』
の
種
本
で
あ
る
『
法
華
義
記
』
で
知
ら
れ
る
光
宅
寺
法
雲

に
師
事
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、『
成
実
論
』
を
得
意
と
し
た
都
の
南
澗
寺
の
仙
師
に
習
い
、
二
十
歳
で
正
式
に
得
度
し
て
ま
だ
五
年
も
た
た
な
い

う
ち
に
「
法
主
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
南
澗
寺
の
講
経
の
代
表
者
、
責
任
者
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。『
成
実
論
』
の
講

義
と
注
釈
で
有
名
と
な
っ
た
宝
瓊
は
、
梁
の
武
帝
に
も
評
価
さ
れ
て
宮
中
に
招
か
れ
て
お
り
、
梁
が
滅
亡
し
た
後
は
陳
朝
の
皇
帝
に
尊
重
さ
れ
、『
成

実
論
』『
涅
槃
経
』『
大
品
般
若
経
』『
法
華
経
』『
維
摩
経
』
そ
の
他
の
注
釈
を
書
い
て
い
ま
す
。

　
「
法
主
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
用
明
天
皇
元
年
条
が
厩
戸
皇
子
に
つ
い
て
「
或
い
は
豊
聡
耳
法
大
王
と
名
づ
け
、
或
い
は

法
主
王
と
云
う
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
或
云
法
主
王
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
も
「
豊
聡
耳
」
が
上
に
つ
く
の
を
略
し

た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
う
し
た
「
法
大
王
」
や
「
法
主
王
」
と
い
っ
た
呼
称
を
、
ロ
ー
マ
法
王
の
「
法
王
」
の
よ
う
な
も
の
と
解
釈
し
、

そ
ん
な
地
位
に
若
く
し
て
つ
い
た
は
ず
が
な
い
と
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、「
法
主
王
」
と
い
う
の
は
宝
瓊
の
例
を
見
れ
ば
分
か

る
よ
う
に
「
の
り
の
ぬ
し
の
み
こ
」
な
い
し
「
の
り
の
ぬ
し
の
お
お
き
み
」
で
あ
っ
て
、
講
経
の
た
く
み
な
皇
子
と
い
う
意
味
で
す
。「
法
大
王
」

も
「
の
り
の
お
お
き
み
」
で
あ
っ
て
、
講
経
の
巧
み
な
上
位
の
皇
族
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
む
ろ
ん
、「
法
王
」
と
称
さ

れ
る
釈
尊
の
イ
メ
ー
ジ
も
多
少
重
ね
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
銘
で
は
、
太
子
は
何
度
か
生
ま
れ
か
わ
っ
て
仏
に
な

る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

さ
て
、「
憲
法
十
七
条
」
の
第
二
条
で
は
、「
人
、
尤
も
悪
な
る
は
鮮
し
。
能
く
教
う
れ
ば
従
う
。
其
れ
三
宝
に
帰
せ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
枉
れ
る

を
直
さ
む
（
人
鮮
尤
悪
。
能
教
従
之
。
其
不
帰
三
宝
、
何
以
直
枉
）」
と
説
い
て
い
ま
す
。
直
す
べ
き
「
枉
」
と
い
う
の
は
、
第
一
条
が
「
或
い
は
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君
父
に
順
わ
ず
、
乍
た
隣
里
に
違
う
（
或
不
順
君
父
、
乍
違
于
隣
里
）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
上
位
の
存
在
や
周
囲
と
対
立
し
て
争
う
心
を
指
す

の
で
し
ょ
う
。「
憲
法
十
七
条
」
が
最
も
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
た
び
た
び
繰
り
返
さ
れ
死
者
を
出
し
て
き
た
抗
争
、
と
り
わ
け
天
皇
後

継
者
を
め
ぐ
る
抗
争
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
長
い
こ
と
こ
の
部
分
に
落
ち
着
か
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
教
え

れ
ば
従
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
な
は
ず
で
あ
り
、「
三
宝
に
帰
せ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
枉
れ
る
を
直
さ
む
」
と
付
け
加
え
る
必
要
は

な
い
は
ず
だ
か
ら
で
す
。

　

実
は
こ
の
箇
所
は
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
が
冒
頭
部
分
に
お
い
て
、
如
来
に
対
す
る
勝
鬘
夫
人
の
「
帰
依
」
を
説
明
す
る
際
、「
帰
依
」
こ
そ
「
万
行
」

の
初
め
で
あ
る
と
説
き
、

所
以
優
婆
塞
戒
経
云
、
若
不
依
三
宝
受
戒
、
戒
不
堅
強
、
如
綵
色
無
膠
。（
大
正
五
六
・
二
中
）

所
以
に
『
優
婆
塞
契
経
』
に
云
う
、「
も
し
三
宝
に
依
り
て
受
戒
せ
ざ
れ
ば
、
戒
は
堅
強
な
ら
ざ
る
こ
と
、
綵
色
の
膠
無
き
が
如
し
」
と
。

と
述
べ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
曇
無
讖
訳
『
優
婆
塞
戒
経
』
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
白
井
成
允
「
十
七
條
憲
法
と
勝
鬘
経
義
疏
と
の

思
想
的
連
関
」（
黒
田
亮
編
『
心
理
学
哲
学
論
文
集
』
岩
波
書
店
、一
九
三
七
年
。
改
訂
し
て
『
聖
徳
太
子
全
集
』
第
一
巻
［
龍
吟
社
、一
九
四
二
年
］

に
再
掲
）
が
早
く
に
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
白
井
氏
の
指
摘
を
受
け
て
数
人
の
研
究
者
が
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
が
、
白
井
氏
も
他
の

研
究
者
も
皆
な
太
子
鑚
仰
者
で
あ
っ
て
、『
優
婆
塞
戒
経
』
の
そ
の
部
分
を
検
討
し
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
せ
ず
、「
憲
法
十
七
条
」
第
二
条
の
「
篤

敬
三
宝
」
は
『
優
婆
塞
戒
経
』
が
説
く
よ
う
に
「
帰
依
三
宝
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
「
三
宝
」
と
は
仏
・
法
・
僧
の
個
別
の
三
宝
で
は
な
く
、
法

身
で
あ
る
「
一
体
三
宝
」
だ
と
す
る
な
ど
、
仏
性
・
如
来
蔵
思
想
の
教
理
を
論
じ
て
太
子
の
仏
教
理
解
の
深
さ
を
賛
美
す
る
ば
か
り
で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
古
代
史
学
者
や
仏
教
史
学
者
た
ち
に
注
目
さ
れ
ず
、
私
も
気
に
と
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
大
乗
の
在
家
向
け
の
戒
経
で

あ
る
『
優
婆
塞
戒
経
』
の
そ
の
部
分
を
見
て
み
た
と
こ
ろ
、

若
不
依
於
三
宝
受
戒
、
是
名
世
戒
。
是
戒
不
堅
、
如
彩
色
無
膠
。
…
…
夫
世
戒
者
、
不
能
破
壊
先
諸
悪
業
。（
大
正
二
四
・
一
〇
六
三
中
）

も
し
三
宝
に
依
ら
ず
に
受
戒
せ
ば
、
是
れ
を
世
戒
と
名
づ
く
。
是
の
戒
は
堅
か
ら
ざ
る
こ
と
、
彩
色
の
膠
無
き
が
如
し
。
…
…
夫
れ
世
戒
は
、

先
の
諸
の
悪
業
を
破
壊
す
る
能
わ
ず
。

と
あ
り
、
三
宝
に
帰
依
し
な
い
受
戒
は
世
俗
の
道
徳
的
な
訓
戒
を
受
け
た
に
す
ぎ
ず
、
膠
で
固
定
し
て
な
く
て
色
が
落
ち
や
す
い
染
色
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
堅
固
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
悪
業
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
三
宝
に
帰
依
し
た
後
に
受
戒
す
る
よ
う
説
い
て
い
ま
し
た
。
し
か
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も
、
そ
の
直
前
の
部
分
で
は
、「
も
し
人
有
り
て
能
く
三
宝
に
帰
し
已
れ
ば
、
受
戒
せ
ず
と
雖
も
、
一
切
の
悪
を
断
じ
、
一
切
の
善
を
修
す
（
若
有

人
能
帰
三
宝
已
、
雖
不
受
戒
、
断
一
切
悪
、
修
一
切
善
）」（
同
、
一
〇
六
二
上
）
と
ま
で
述
べ
て
い
ま
し
た
。
三
宝
に
帰
依
す
れ
ば
、
受
戒
し
な
く

て
も
悪
行
を
お
こ
な
わ
ず
、
善
行
に
励
む
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
受
戒
の
制
度
・
習
慣
が
根
付
い
て
い
な
い
仏
教
受
容
期
の
日
本

に
と
っ
て
は
、き
わ
め
て
有
り
難
い
言
葉
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
逆
に
言
う
と
、「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
説
く
「
憲
法
十
七
条
」
は
、「
悪
」
を
、

つ
ま
り
は
豪
族
た
ち
の
対
立
・
抗
争
を
や
め
さ
せ
る
た
め
に
「
三
宝
へ
の
帰
依
」
を
説
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
な
ぜ
「
三
宝
を
信
ぜ

よ
」
と
か
「
三
宝
に
帰
依
せ
よ
」
と
命
じ
ず
、「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
説
い
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
論
じ
ま
す
。
と
も
か
く
『
勝
鬘

経
義
疏
』
と
「
憲
法
十
七
条
」
は
、
と
も
に
冒
頭
で
『
優
婆
塞
戒
経
』
の
同
じ
箇
所
を
利
用
し
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
憲
法
十
七
条
」
は
、
実
は
他
の
箇
所
で
も
『
優
婆
塞
戒
経
』
の
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
第

十
四
条
で
す
。
第
十
四
条
で
は
、「
智
、
己
に
勝
れ
ば
則
ち
悦
ば
ず
、
才
、
己
れ
に
優
れ
ば
則
ち
嫉
妬
す
（
智
勝
於
己
則
不
悦
。
才
優
於
己
則
嫉
妬
）」

と
述
べ
、
嫉
妬
の
害
を
詳
し
く
説
い
て
嫉
妬
し
な
い
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、『
優
婆
塞
戒
経
』
が
「
己
に
勝
る
有
る
を
見
る
も
、
嫉
妬
を

生
ぜ
ず
。
己
、
他
に
勝
る
を
見
る
も
、
憍
慢
を
生
ぜ
ず
（
見
有
勝
己
不
生
嫉
妬
。
見
己
勝
他
不
生
憍
慢
）」（
同
・
一
〇
四
七
上
）
と
述
べ
、
嫉
妬
や

驕
慢
を
生
じ
な
い
よ
う
説
い
て
い
る
箇
所
の
前
半
部
分
に
基
い
て
い
ま
す
。『
優
婆
塞
戒
経
』
は
他
の
部
分
で
も
、「
己
に
勝
る
も
妬
嫉
を
生
ぜ
ず
（
勝

己
不
生
妬
嫉
）」（
同
・
一
〇
四
七
中
）、「
他
の
忍
（
辱
）
勝
る
を
見
る
も
、
妬
嫉
を
生
ぜ
ず
（
見
他
忍
勝
不
生
妬
嫉
）」（
同
・
一
〇
五
二
下
）、「
学
、

己
に
勝
る
を
見
る
も
、
妬
心
を
生
ぜ
ず
（
見
学
勝
己
、
不
生
妬
心
）」（
同
・
一
〇
五
三
上
）
な
ど
と
、
自
分
よ
り
優
れ
た
者
を
見
て
も
嫉
妬
し
な
い

よ
う
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
を
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、「
憲
法
十
七
条
」
と
共
通
す
る
要
素
が
多
く
、「
憲
法
十
七
条
」
が
参
考
に
し
た
と
言
わ
れ
る
西
魏
の
「
六
条
詔
書
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
に
赴
任
し
て
統
治
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
心
が
ま
え
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
か
、
同
等
の
者
た
ち
の
「
嫉
妬
」
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く

触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
逆
に
言
え
ば
、「
憲
法
十
七
条
」
は
、
群
臣
た
ち
に
対
し
て
、
勝
れ
た
者
を
見
て
も
嫉
妬
し
な
い
よ
う
強
く
戒
め
ね
ば
な
ら
な

い
状
況
下
で
書
か
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

注
意
す
べ
き
は
、『
優
婆
塞
戒
経
』
が
、
こ
の
「
己
に
勝
る
有
る
見
る
も
、
嫉
妬
を
生
ぜ
ず
」
と
い
う
訓
戒
の
直
前
で
、「
在
家
菩
薩
、
も
し
自
在

を
得
て
大
国
主
と
な
ら
ば
、
民
庶
を
擁
護
す
る
こ
と
猶
お
一
子
の
如
し
。
教
え
て
諸
悪
を
離
れ
、
善
法
を
修
行
せ
し
む
（
在
家
菩
薩
若
得
自
在
、
為

大
国
主
、
擁
護
民
庶
、
猶
如
一
子
。
教
離
諸
悪
、
修
行
善
法
）」（
同
・
一
〇
四
七
上
）
と
説
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
伝
統
仏
教
で
は
、「
菩
薩
」
と



聖
徳
太
子
は
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
た
ら
ん
と
し
た
か
（
石
井
）

七

七
頁

［
四
校
］　
駒
澤
大
學

　
佛
教
學
部
論
集

　
第
52
號

い
う
の
は
仏
に
な
る
前
の
釈
尊
や
そ
の
前
世
の
身
を
指
し
ま
す
が
、大
乗
仏
教
の
信
者
を
す
べ
て
「
菩
薩
」
と
呼
ぶ
『
優
婆
塞
戒
経
』
は
、そ
の
「
菩

薩
」
を
「
在
家
菩
薩
」
と
「
出
家
菩
薩
」
と
に
分
け
、「
在
家
菩
薩
」
の
制
約
・
利
点
と
守
る
べ
き
心
構
え
を
説
い
た
経
典
で
す
。
つ
ま
り
、『
優
婆

塞
戒
経
』
が
自
分
よ
り
勝
る
者
を
見
て
も
嫉
妬
し
な
い
よ
う
説
い
て
い
る
部
分
は
、在
家
菩
薩
が
「
大
国
主
（
マ
ハ
ー
ラ
ー
ジ
ャ
）」
に
な
っ
た
場
合
、

民
た
ち
を
我
が
ひ
と
り
子
の
よ
う
に
擁
護
し
、「
教
え
」
て
離
れ
さ
せ
る
べ
き
「
諸
悪
」
の
一
つ
と
し
て
「
嫉
妬
」
を
説
い
て
い
る
箇
所
な
の
で
す
。

こ
れ
は
、
極
悪
の
者
は
少
な
い
た
め
、
教
え
れ
ば
従
う
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
第
二
条
、
そ
し
て
己
よ
り
す
ぐ
れ
た
者
が
い
て
も
嫉
妬
し
な
い
よ
う

命
じ
た
第
十
四
条
と
内
容
が
重
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
憲
法
十
七
条
」
は
国
王
と
な
っ
た
在
家
の
菩
薩
が
お
こ
な
う
べ
き
訓
戒
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
思
い
起
こ

さ
れ
る
の
は
、『
隋
書
』
東
夷
伝
・
倭
国
条
で
は
、
大
業
三
年
（
六
〇
七
）、
つ
ま
り
推
古
十
五
年
に
倭
国
の
使
者
が
隋
に
や
っ
て
来
て
、「
聞
く
、

海
西
の
菩
薩
天
子
、
重
ね
て
仏
法
を
興
す
と
。
故
に
遣
し
て
朝
拝
せ
し
め
、
兼
ね
て
沙
門
数
十
人
、
来
り
て
仏
法
を
学
ぶ
（
聞
海
西
菩
薩
天
子
、
重

興
仏
法
。
故
遣
朝
拝
、
兼
沙
門
数
十
人
、
来
学
仏
法
）」
と
言
上
し
、「
日
出
づ
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
。
恙
無
き
や
（
日

出
処
天
子
、
致
書
日
没
処
天
子
。
無
恙
）」
と
い
う
国
書
を
提
出
し
て
煬
帝
の
不
興
を
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
事
件
で
す
。
こ
の
使
者
の
言
葉
は
、

自
ら
を
「
日
出
処
の
天
子
」
と
称
し
て
い
る
国
書
か
ら
考
え
れ
ば
、「
仏
教
を
再
興
さ
れ
て
い
る
海
西
の
菩
薩
天
子
に
、
仏
教
仲
間
で
あ
る
海
東
の

菩
薩
天
子
が
ご
挨
拶
い
た
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
を
禁
じ
た
時
期
の
後
、
守
屋
合
戦
を
経
て
推
古
天
皇
が
即
位
し
、
仏
法
紹
隆

を
命
じ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
仏
教
仲
間
」
と
い
う
部
分
は
「
仏
法
再
興
仲
間
」
と
い
う
意
味
合
い
で
述
べ
て
い
る
と
見
て
良
い
で
し
ょ
う
。

　
「
憲
法
十
七
条
」
は
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
遣
隋
使
派
遣
の
三
年
前
に
あ
た
る
推
古
十
二
年
（
六
〇
四
）
に
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、「
憲
法
十
七
条
」
の
段
階
で
推
古
天
皇
が
菩
薩
視
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
倭
国
の
使
者
が
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
も
不
思
議
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
天
皇
候
補
で
あ
っ
て
「
憲
法
十
七
条
」
を
作
っ
た
厩
戸
皇
子
も
、
や
が
て
そ
う
し
た
仏
法
を
紹
隆
す
る
菩
薩
天
子
と
な
る

の
だ
、
あ
る
い
は
現
在
も
そ
う
し
た
菩
薩
天
子
を
補
佐
し
、
そ
の
職
務
を
一
部
代
行
し
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

鈴
木
靖
民
「
遣
隋
使
と
礼
制
・
仏
教
─
推
古
朝
の
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
─
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
二
集
、
二
〇
〇
九
年

三
月
）
は
、「
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』
編
纂
期
に
は
」
と
い
う
条
件
を
つ
け
た
う
え
で
、
推
古
朝
の
倭
国
は
仏
教
に
力
を
入
れ
て
い
た
百
済
の

影
響
な
ど
も
あ
り
、
隋
の
「
菩
薩
天
子
」
に
な
ぞ
ら
え
て
倭
国
の
天
皇
、
そ
れ
に
準
ず
る
「
太
子
」
に
対
し
て
、「
仏
菩
薩
と
ダ
ブ
っ
て
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
る
宗
教
的
人
格
、
権
威
が
付
与
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
鈴
木
氏
自
身
は
『
日
本
書
紀
』
編
纂
期
で
は
な
く
、
推
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古
朝
に
そ
う
し
た
動
き
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
、
そ
れ
で
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
い
う
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、「
憲
法
十
七
条
」
作
成
の
二
年
後
、
そ
し
て
隋
使
派
遣
の
前
年
で
あ
る
推
古
十
四
年
（
六
〇
六
）
の
条

に
は
、「
秋
七
月
、
天
皇
、
皇
太
子
を
請
じ
て
『
勝
鬘
経
』
を
講
ぜ
し
む
。
三
日
に
し
て
説
き
竟
え
つ
（
秋
七
月
、
天
皇
請
皇
太
子
、
令
講
勝
鬘
経
。

三
日
説
竟
之
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
事
が
そ
う
し
た
見
方
を
裏
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
こ
の
「
説
竟
之
」
の
「
之
」

は
「
こ
れ
」
で
は
な
く
、
文
章
の
中
止
、
終
止
の
語
気
を
示
す
た
め
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
古
代
の
中
国
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
六
世
紀
、

七
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
の
韓
国
と
日
本
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
変
格
語
法

で
す
。
中
国
の
現
存
の
仏
教
文
献
は
「
説
之
。」
や
「
説
竟
。」
の
形
で
終
わ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、「
説
竟
之
。」
と
す
る
例
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、「
天
皇
が
皇
太
子
を
請
じ
て
講
義
さ
せ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
古
代
の
こ
う
し
た
講
経
は
国
王
な
ど
の
寿
命
長
久
を
祈
っ
て
功
徳
の
た
め
に

お
こ
な
う
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ
う
し
た
講
経
を
申
し
出
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
、
上
記
の
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
も
編
纂
段
階
で
律
令
制
の
用
語
を

用
い
て
「
天
皇
が
皇
太
子
を
請
じ
て
講
義
さ
せ
た
」
と
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
在
家
の
菩
薩
が
「
大
国
主
」
と
な
っ
た
際
の
訓
戒
を
説
く
『
優
婆
塞
戒
経
』
に
基
づ
い
て
い
る
「
憲
法
十
七
条
」
の
作
成
時
期
と
、「
海

西
菩
薩
天
子
」
で
あ
る
隋
の
皇
帝
に
海
東
の
菩
薩
を
自
認
し
て
い
た
ら
し
い
「
日
出
処
天
子
」
が
使
者
を
派
遣
し
た
時
期
の
間
の
期
間
に
、
国
王
の

娘
で
あ
っ
て
隣
国
の
王
の
夫
人
と
な
っ
た
在
家
菩
薩
で
あ
る
勝
鬘
夫
人
が
法
を
説
く
『
勝
鬘
経
』
の
講
経
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
推
古
天
皇
は
欽
明
天
皇
の
皇
女
で
あ
っ
て
、
異
母
兄
で
あ
る
敏
達
天
皇
の
皇
后
で
し
た
。
国
王
の
娘
で
あ
り
、
別
の
国
王
の
妻
と
な
っ
て
い

る
点
は
勝
鬘
夫
人
と
一
致
す
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
講
経
の
時
の
講
義
ノ
ー
ト
な
の
か
、
後
に
そ
れ
を
訂
正
し
た
も
の
な
の
か
不
明
で
す
が
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
で
は
「
憲
法
十
七
条
」

が
利
用
し
て
い
る
『
優
婆
塞
戒
経
』
の
箇
所
を
、
経
名
を
あ
げ
た
う
え
で
引
用
し
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
香
川
真
二
「
教
化
者
と
し
て
の
在
家

菩
薩
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
十
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
優
婆
塞
戒
経
』
は
在
家
菩
薩
の
役
割

を
重
視
し
て
お
り
、
在
家
菩
薩
で
あ
っ
て
も
説
法
と
財
施
に
よ
っ
て
僧
侶
を
含
む
人
々
を
教
化
し
て
大
乗
に
向
か
わ
せ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
憲
法
十
七
条
」、『
勝
鬘
経
』
の
講
経
、
遣
隋
使
派
遣
は
、
関
係
の
あ
る
一
連
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、『
法
王
帝
説
』
に
よ
れ
ば
、『
勝
鬘
経
』
の
講
経
は
「
戊
午
の
年
四
月
十
五
日
」、
つ
ま
り
、
推
古
六
年
（
五
九
六
）
の
こ
と

と
し
て
お
り
、『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
も
そ
う
な
っ
て
い
る
た
め
、「
憲
法
十
七
条
」
に
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。



聖
徳
太
子
は
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
た
ら
ん
と
し
た
か
（
石
井
）

九

九
頁

［
四
校
］　
駒
澤
大
學

　
佛
教
學
部
論
集

　
第
52
號

　

な
お
、
大
乗
の
戒
経
と
し
て
は
『
優
婆
塞
戒
経
』
以
外
で
は
、
曇
無
讖
訳
『
菩
薩
地
持
経
』
や
鳩
摩
羅
什
訳
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
国
成
立
で

あ
る
『
梵
網
経
』
な
ど
が
有
名
で
あ
り
、
特
に
唐
代
以
後
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
『
梵
網
経
』
が
圧
倒
的
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、『
法
華
義
疏
』

の
種
本
と
し
て
名
高
い
光
宅
寺
法
雲
の
『
法
華
義
疏
』
は
『
優
婆
塞
戒
経
』
の
名
を
あ
げ
て
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
当
時
は
『
優
婆
塞
戒
経
』
も
注

目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
実
際
、法
雲
の
師
で
あ
っ
て
、『
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
『
涅
槃
経
』
を
八
十
四
回
、『
成
実
論
』
を
十
四
回
、『
勝

鬘
経
』
を
四
十
二
回
、『
維
摩
経
』
を
二
十
回
講
義
し
、『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
七
十
一
巻
を
初
め
と
す
る
多
く
の
注
釈
を
著
し
た
と
い
う
宝
亮
は
、『
優

婆
塞
戒
経
』
に
つ
い
て
も
『
法
華
経
』
と
同
様
、
十
回
近
く
講
経
し
て
い
ま
す
（
大
正
五
〇
・
三
八
一
下
）。
太
宰
（
宰
相
）
と
し
て
国
政
に
携
わ
る

と
同
時
に
、
浄
住
子
と
号
し
て
学
僧
た
ち
と
問
答
し
て
数
多
く
の
抄
経
を
作
成
し
、
仏
教
信
仰
や
文
学
の
面
で
梁
の
武
帝
に
影
響
を
与
え
た
南
斉
の

皇
子
、
竟
陵
王
（
文
宣
王
・
蕭
子
良
）
は
、
礼
を
尽
く
し
て
こ
の
宝
亮
を
招
い
て
師
事
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
竟
陵
王
の
『
抄
菩
薩
決
定
要
行
経
』
は
、
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
浄
行
優
婆
塞
経
』『
浄
行
優
婆
塞
戒
経
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
見
て
、『
優
婆
塞
戒
経
』
を
初
め
と
す
る
大
乗
経
典
か
ら
在
家
菩
薩
が
実
践
す
べ
き
事
柄
を
抄
出
し
て
経
典
仕
立
て
に
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。『
出
三
蔵
記
』
に
収
録
さ
れ
た
『
斉
太
宰
竟
陵
文
宣
王
法
集
録
』
は
、
竟
陵
王
自
身
の
著
作
や
周
囲
の
僧
・
居
士
と
の
や

り
と
り
な
ど
を
集
成
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
が
、「
注
優
婆
塞
戒
」
三
巻
（
大
正
五
五
・
八
五
下
）、「
開
優
婆
塞
経
題
」
一
巻
（
同
・
八
六
上
）
の
名

が
見
ら
れ
ま
す
。
竟
陵
王
に
つ
い
て
は
、
船
山
徹
氏
が
そ
の
著
で
あ
る
『
浄
住
子
』
の
訳
注
を
中
心
と
し
た
研
究
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

竟
陵
王
は
、『
比
丘
尼
伝
』
に
よ
れ
ば
、華
厳
寺
の
尼
の
妙
智
が
亡
く
な
る
と
、名
僧
た
ち
の
墓
地
と
し
て
確
保
し
た
鍾
山
の
地
に
葬
っ
て
い
ま
す
。

妙
智
は
、「
無
忤
」
で
知
ら
れ
て
お
り
、
譏
ら
れ
て
も
「
和
顔
」
で
対
応
し
、
法
相
に
通
じ
て
い
て
「
物
、
共
に
之
を
宗
と
す
（
物
共
宗
之
）」、
つ

ま
り
僧
尼
や
信
者
達
が
「
宗
（
よ
り
ど
こ
ろ
）」
と
し
た
と
い
う
人
物
で
あ
っ
て
、
南
斉
の
武
帝
に
招
か
れ
て
宮
中
で
『
勝
鬘
経
』『
維
摩
経
』
の
講

義
を
し
て
い
ま
す
（
大
正
五
〇
・
九
四
二
下
）。「
無
忤
」
を
説
き
、『
優
婆
塞
戒
経
』
を
用
い
る
「
憲
法
十
七
条
」
や
、『
優
婆
塞
戒
経
』
を
用
い
る
『
勝

鬘
経
義
疏
』
に
つ
い
て
は
、
中
国
南
朝
の
こ
う
し
た
仏
教
の
あ
り
方
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　
「
憲
法
十
七
条
」
と
『
勝
鬘
経
義
疏
』
が
共
通
し
て
い
る
箇
所
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
孝
経
』
の
重
視
と
い
う
点
も
そ
の
一
つ
で

す
。『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
限
ら
ず
、
三
経
義
疏
は
い
ず
れ
も
冒
頭
で
「
経
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
『
勝
鬘
経
義
疏
』：
経
者
、
訓
法
訓
常
。
聖
人
之
教
、
雖
復
時
移
易
俗
、
不
能
改
其
是
非
。
故
云
常
。
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『
法
華
義
疏
』：
経
義
者
、
訓
法
訓
常
。
聖
人
之
教
、
雖
復
時
移
改
俗
、
前
主
後
賢
不
能
改
其
是
非
、
故
称
常
。

　
　
『
維
摩
経
義
疏
』：
経
者
、
訓
法
訓
常
。
聖
人
之
教
、
雖
復
時
移
易
俗
、
先
聖
後
賢
不
能
改
其
是
非
、
故
称
常
。

見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
三
疏
と
も
非
常
に
似
て
お
り
、
聖
人
の
教
え
と
い
う
も
の
は
時
を
経
て
も
不
変
で
あ
る
た
め
、「
経
」
と
は
「
常
」
と
い
う

意
味
だ
と
す
る
の
で
す
。
た
だ
、「
時
移
り
」
と
な
れ
ば
、
続
く
句
は
、「
風
変
る
」、
つ
ま
り
「
風
（
俗
）
が
変
わ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
形
に
し
な

い
と
対
句
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
三
経
義
疏
で
は
「
俗
を
易
え
る
」「
俗
を
改
む
」「
俗
を
易
え
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
意
図
的
に
変
え
る
と

い
う
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
風
俗
を
変
え
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
動
作
者
は
帝
王
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
伝
聖
徳
太
子
「
憲
法
十
七
条
」
の
「
和
」
の
源
流
」（『
天
台
学
研
究
』
一
〇
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
七
年
）
と
「
三
経
義
疏

の
共
通
表
現
と
変
則
語
法
（
下
）」（
奥
田
聖
應
先
生
頌
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
集
』、
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
で
論

じ
ま
し
た
。
お
お
も
と
の
典
拠
で
あ
る
『
孝
経
』
の
広
要
道
章
は
、「
風
を
移
し
俗
を
易
え
る
に
は
、楽
よ
り
善
き
は
莫
し
（
移
風
易
俗
、莫
善
於
楽
）」

と
あ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
風
俗
を
変
え
る
帝
王
の
立
場
に
立
っ
て
述
べ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、『
維
摩
経
』
の
代
表
的
な
注
釈
で
あ
る
『
注
維
摩
』

中
の
僧
肇
の
解
釈
で
は
、「
ま
た
古
今
不
同
に
し
て
、
時
移
り
俗
易
わ
る
と
雖
も
、
聖
聖
相
伝
し
、
其
の
道
改
ま
ら
ず
（
雖
復
古
今
不
同
、
時
移
俗
易
、

聖
聖
相
伝
、其
道
不
改
矣
）」（
大
正
三
八
・
三
三
三
中
）
と
説
い
て
お
り
、「
時
移
り
、俗
易
わ
る
」
と
い
う
構
文
で
す
。
こ
れ
ら
を
承
け
た
法
雲
『
法

華
義
記
』
は
、「
移
易
す
べ
か
ら
ず
。
先
聖
後
聖
も
、
其
の
長
度
を
改
む
べ
か
ら
ず
（
不
可
移
易
。
先
聖
後
聖
、
不
能
改
其
長
度
）」（
大
正

三
四
・
五
七
三
上
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
三
経
義
疏
は
、
こ
う
し
た
複
数
の
典
拠
を
中
途
半
端
に
ま
ぜ
て
用
い
た
た
め
、「
時
移
り
俗
を
か
え
る
」
と

い
う
落
ち
着
き
の
悪
い
文
章
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
言
い
方
を
し
て
い
る
例
は
、
中
国
・
韓
国
で
も
日
本
で
も
検
索
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
三
経
義
疏
が
同
じ
学
風
で
同
じ
よ
う
な
変
格
漢
文
を
書
く
人
な
い
し
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
示
す
も
の
で
す
。
こ
こ

で
大
事
な
の
は
、
三
経
義
疏
す
べ
て
が
冒
頭
の
重
要
な
箇
所
で
『
孝
経
』
に
基
づ
く
表
現
を
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、「
憲
法
十
七
条
」
の
第
二
条

も
『
孝
経
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
第
二
条
は
、先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
述
べ
て
お
り
、「
帰
依
せ
よ
」
で
も
「
信

ぜ
よ
」
で
も
な
く
、「
敬
」
の
語
を
用
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
伝
聖
徳
太
子
『
憲
法
十
七
条
』
の
「
和
」
の
源
流
」（『
天
台
学
研
究
』

第
一
〇
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）
で
触
れ
ま
し
た
が
、『
孝
経
』
三
才
章
で
は
、「
之
に
先
ん
ず
る
に
敬
譲
を
以
て
せ
ば
、
民
争
わ
ず
。

之
を
導
く
に
礼
楽
を
以
て
せ
ば
、
民
和
睦
す
（
先
之
以
敬
譲
、
而
民
不
争
。
導
之
以
礼
楽
、
而
民
和
睦
）」
と
あ
り
、
ま
た
、
先
の
「
移
風
易
俗
」
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の
句
を
含
む
広
要
道
章
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

子
曰
、
教
民
親
愛
、
莫
善
於
孝
。
教
民
礼
順
、
莫
善
於
悌
。
移
風
易
俗
、
莫
善
於
楽
。
安
上
治
民
、
莫
善
於
礼
。
礼
者
敬
而
已
矣
。
故
敬
其
父

則
子
悦
、
敬
其
兄
則
弟
悦
。
敬
其
君
則
臣
悦
。
敬
一
人
而
千
万
人
悦
。
所
敬
者
寡
、
而
悦
者
衆
。
此
之
謂
要
道
也
。

子
曰
く
、
民
に
親
愛
を
教
う
る
に
は
、
孝
よ
り
善
き
は
莫
し
。
民
に
礼
順
を
教
う
る
に
は
、
悌
よ
り
善
き
は
莫
し
。
風
を
移
し
俗
を
易
え
る
に

は
、
楽
よ
り
善
き
は
莫
し
。
上
を
安
ん
じ
民
を
治
む
る
に
は
、
礼
よ
り
善
き
は
莫
し
。
礼
と
は
敬
な
る
の
み
。
故
に
其
の
父
を
敬
す
れ
ば
則
ち

子
悦
び
、
其
の
兄
を
敬
す
れ
ば
則
ち
弟
悦
び
、
其
の
君
を
敬
す
れ
ば
則
ち
臣
悦
ぶ
。
一
人
を
敬
し
て
千
万
人
悦
ぶ
。
敬
す
る
所
の
者
は
寡
く
、

而
も
悦
ぶ
者
衆
し
。
此
を
要
道
と
謂
う
な
り
。

　

ご
覧
の
よ
う
に
、
父
を
敬
す
れ
ば
そ
の
子
た
ち
が
喜
び
、
兄
を
敬
す
れ
ば
弟
た
ち
が
喜
び
、
君
主
を
敬
す
れ
ば
多
く
の
臣
た
ち
が
喜
ぶ
の
で
あ
っ

て
、少
な
い
人
数
を
敬
し
て
多
く
の
者
が
喜
ぶ
こ
う
し
た
や
り
方
を
「
要
道
」
と
い
う
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
礼
」
を
重
視
し
つ
つ
、「
礼

と
は
敬
な
る
の
み
」
と
断
言
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、「
敬
」
が
根
本
な
の
で
す
。
と
な
る
と
、
君
主
以
上
の
人
を
敬
す
れ
ば
、
さ
ら
に
多

く
の
人
々
が
喜
び
、
礼
に
よ
っ
て
国
が
お
さ
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
人
は
い
る
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
す
。
そ
れ
は
仏
で
す
。「
三
宝
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
・
法
・
僧
を
意
味
し
ま
す
が
、
説
話
な
ど
で
は
実

質
的
に
は
仏
を
指
す
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
も
そ
の
用
例
で
し
ょ
う
。
実
際
、「
礼
」
が
国
家
の
根
本
だ
と
説
く
「
憲
法
十
七
条
」
の

う
ち
、
第
二
条
で
は
、「
則
ち
三
宝
は
四
生
の
終
帰
、
万
国
の
極
宗
な
り
。
何
れ
の
世
、
何
れ
の
人
、
是
の
法
を
貴
ば
ざ
る
あ
ら
ん
（
則
四
生
之
終
帰
、

万
国
之
極
宗
。
何
世
何
人
、
非
貴
是
法
）」
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。
三
宝
は
、
卵
・
胎
・
湿
・
化
の
四
種
類
の
生
ま
れ
方
を
す
る
す
べ
て
の
生
き
物
、

そ
し
て
万
国
の
究
極
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
是
の
法
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
仏
・
法
・
僧
の
中
の
「
法
」
で
は
な
く
、
三

宝
全
体
、
と
り
わ
け
仏
を
指
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
三
宝
を
敬
す
れ
ば
、
君
を
敬
す
る
場
合
以
上
の
多
く
の
人
々
が
喜
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
右
の
「
極
宗
」
と
い
う
言
葉
は
用
例
が
稀
で
あ
っ
て
、
南
北
朝
以
前
の
中
国
古
典
に
は
見
え
て
お
ら
ず
、
南
斉
の
文
人
官
僚
で
あ
っ

た
孔
稚
珪
が
竟
陵
王
と
の
問
答
で
あ
る
「
孔
稚
珪
書
并
答
」（『
広
弘
明
集
』、大
正
五
二
・
七
三
上
）
に
お
い
て
、「
最
終
的
に
帰
着
す
る
究
極
の
真
理
」

の
意
で
用
い
て
い
る
の
が
早
い
例
で
す
。
こ
の
箇
所
が
「
万
国
極
宗
」
の
典
拠
と
は
考
え
に
く
い
で
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
「
憲
法
十
七
条
」
と
南
朝

仏
教
と
の
関
係
を
示
す
一
例
で
す
。

　

な
お
、「
非
貴
是
法
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
貴
ぶ
」
と
い
う
動
作
を
否
定
す
る
の
で
す
か
ら
、「
非
貴
族
是
法
」
の
「
非
」
は
「
不
」
で
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あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
「
憲
法
十
七
条
」
に
は
こ
う
し
た
変
格
の
用
法
が
多
い
こ
と
は
、
音
韻
と
語
法
に
着
目
し
て
『
日
本
書
紀
』
研
究
を
画
期
的
に

進
展
さ
せ
た
森
博
達
氏
の
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
年
）
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
す
。
こ
の
存
在
を
尊
ば
な
い
者

が
有
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
、
四
字
句
に
す
る
た
め
も
あ
っ
て
、「
不あ

ら
ず有

」
の
意
で
「
非
」
を
用
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
第
二
条
が
「
帰
依
三
宝
」
を
命
じ
ず
、「
篤
敬
三
宝
」
を
説
い
た
の
は
、
上
記
の
『
孝
経
』
の
図
式
を
用
い
、
万
国
で
尊
崇
さ
れ
て
い

て
一
国
の
君
主
以
上
の
存
在
で
あ
る
仏
を
「
敬
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
し
が
ち
な
多
く
の
人
々
を
な
ご
ま
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
河
上
麻
由
子
『
古
代
ア
ジ
ア
世
界
の
対
外
交
渉
と
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
が
、
中
央
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ

ア
を
含
め
た
諸
国
と
仏
教
国
家
で
あ
っ
た
中
国
と
の
間
の
仏
教
に
基
づ
く
外
交
・
交
易
の
盛
ん
さ
を
見
事
に
描
き
だ
し
た
よ
う
に
、
仏
を
敬
す
る
こ

と
は
、
梁
や
隋
な
ど
仏
教
を
尊
信
す
る
大
国
と
の
外
交
の
道
を
開
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
。
倭
国
が
隋
あ
て
の
国
書
で
「
日
出
づ
る
処
の
天

子
」
と
名
乗
っ
た
の
は
、
仏
教
を
復
興
さ
せ
た
国
仲
間
、
仏
を
「
敬
」
す
る
仲
間
の
先
輩
・
後
輩
と
い
っ
た
関
係
を
め
ざ
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

隋
は
当
然
な
が
ら
倭
国
を
朝
貢
国
扱
い
し
た
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
の
推
古
紀
が
載
せ
る
隋
の
国
書
に
「
朝
貢
」
と
い
う
言
葉
が
編
集
で
訂
正

し
そ
こ
ね
た
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
ま
す
。
た
だ
、
隋
は
倭
国
か
ら
の
留
学
僧
た
ち
を
受
け
入
れ
て
い
る
う
え
、
煬
帝

は
流
求
（
琉
球
）
国
か
ら
獲
得
し
た
「
布
甲
」
に
つ
い
て
倭
国
の
遣
隋
使
に
諮
問
し
て
お
り
、ま
た
使
者
を
倭
国
に
派
遣
す
る
な
ど
し
て
い
る
た
め
、

仏
教
を
柱
と
し
た
外
交
は
続
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
孝
経
』
の
重
視
と
い
う
点
で
「
憲
法
十
七
条
」
と
『
三
経
義
疏
』
は
共
通
し
て
い
る
の
で
す
が
、
で
は
『
孝
経
』
は
当
時
の
中

国
や
韓
国
で
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
で
し
ょ
う
。
海
野
洋
平
「
梁
武
帝
の
皇
子
教
育
」（『
集
刊 

東
洋
学
』
第
七
十
五
号
、一
九
九
六
年
）

が
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
六
朝
期
の
教
育
で
は
『
孝
経
』『
論
語
』
か
ら
入
門
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
仏
教
を
も
た
ら
し
た
百
済

が
手
本
と
し
て
い
た
梁
の
武
帝
も
『
孝
経
義
疏
』
を
著
し
て
お
り
、
長
子
の
昭
明
太
子
は
三
歳
で
『
孝
経
』
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
八
、九
歳
の
頃

に
講
師
た
ち
の
輪
番
の
講
義
を
聴
講
し
て
理
解
を
深
め
、
九
歳
の
時
に
『
孝
経
』
の
講
義
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
講
経
や
学
僧
と
の
問
答

を
し
て
い
た
の
は
武
帝
だ
け
で
な
く
、
昭
明
太
子
も
同
様
で
し
た
。
昭
明
太
子
は
、
仏
教
経
典
の
講
義
を
お
こ
な
い
、
梁
の
三
大
法
師
で
あ
る
光
宅

寺
法
雲
や
荘
厳
寺
僧
旻
を
含
む
学
僧
た
ち
教
理
問
答
を
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
や
り
と
り
は
『
広
弘
明
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
百
済
や
河
間

王
な
ど
が
願
っ
て
下
賜
さ
れ
て
い
た
武
帝
の
『
涅
槃
経
』
な
ど
の
注
釈
、
あ
る
い
は
昭
明
太
子
と
学
僧
間
の
問
答
な
ど
が
ど
れ
だ
け
倭
国
に
伝
え
ら

れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
す
が
、
そ
う
し
た
噂
は
百
済
や
高
句
麗
を
介
し
て
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
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考
え
る
際
は
、
竟
陵
王
や
武
帝
だ
け
で
な
く
、
昭
明
太
子
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

三
経
義
疏
が
中
国
で
は
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
い
た
三
大
法
師
の
注
釈
を
本
義
と
し
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
、
日
本
の
仏
教
導
入
が
遅
れ
て
い
て
隋

の
最
新
の
注
釈
な
ど
は
知
ら
な
か
っ
た
た
め
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
南
朝
の
梁
に
続
く
陳
や
北
朝
の
北
斉
・
北
周
あ
た
り
の
注
釈
な
ら
百
済
や
高
句

麗
で
研
究
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
三
経
義
疏
が
梁
の
三
大
法
師
の
注
釈
を
本
義
と
し
、
時
に
批
判
を
加
え
て
い
る
の
は
、

武
帝
の
注
釈
作
成
と
周
辺
国
へ
の
下
賜
を
意
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
て
、
高
句
麗
の
惠
慈
が
、
太
子
の
経
典
注
釈
を
高
句
麗
に
持
ち
帰
っ
た
と
い

う
伝
承
は
、
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
三
経
義
疏
の
作
成
の
背
景
と
意
図
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
す
。

　

さ
て
、
梁
朝
で
『
孝
経
』
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
、
む
ろ
ん
武
帝
が
「
孝
」
を
重
視
し
て
い
た
た
め
で
す
。
近
藤
浩
一
「
百
済
・
威
徳
王
の
寺
院

建
立
と
孝
思
想
─
陵
山
里
寺
院
・
王
興
寺
よ
り
み
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
史
の
一
齣
─
」（『
日
本
研
究
』
第
二
六
輯
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）
は
、

武
帝
の
「
孝
」
の
思
想
が
百
済
の
仏
教
に
与
え
た
影
響
に
注
意
し
て
い
ま
す
。
武
帝
は
「
孝
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
聯
珠
五
十
首
」
と
「
孝
思
賦
」

を
著
し
て
お
り
、「
孝
思
賦
」
の
序
で
は
、
父
母
の
恩
の
為
に
大
愛
敬
寺
と
大
智
度
寺
を
建
て
、
中
宮
内
に
至
敬
殿
を
建
て
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。

武
帝
は
こ
の
大
愛
敬
寺
で
『
涅
槃
経
』
や
『
大
品
般
若
経
』
の
講
義
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
周
辺
国
が
そ
の
注
釈
の
下
賜
を
願
っ
た
の
で
す
が
、
近

藤
氏
は
こ
の
寺
名
は
『
孝
経
』
の
「
愛
敬
は
親
に
事
う
る
に
尽
き
る
（
愛
敬
尽
於
事
親
）」
の
句
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
百
済
は
こ

う
し
た
状
況
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
威
徳
王
が
即
位
し
た
五
五
五
年
に
は
、
威
徳
王
が
群
臣
を
集
め
、
亡
き
父
の
聖
王
に
対
す
る
孝
の
実
践
を
誓

い
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
寺
院
建
設
を
進
め
て
い
ま
す
。
日
本
が
百
済
か
ら
受
け
入
れ
た
仏
教
は
、
こ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

な
お
、「
憲
法
十
七
条
」
第
一
条
の
「
上
和
下
睦
」
は
、『
千
字
文
』
の
「
上
下
和
睦
、
夫
唱
婦
随
」
に
基
づ
く
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
武
帝

は
八
人
の
皇
子
に
習
字
を
さ
せ
る
際
、
臣
下
の
文
人
に
命
じ
て
王
羲
之
の
筆
跡
か
ら
重
複
し
な
い
千
字
を
選
び
、
格
調
高
い
文
章
に
仕
立
て
さ
せ
た

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
千
字
文
』
で
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
『
千
字
文
』
作
成
の
際
、
重
視
さ
れ
た
古
典
の
一
つ
が
『
孝
経
』
で
し
た
。
湘
東
王

な
ど
の
皇
子
が
文
章
中
で
『
千
字
文
』
に
基
づ
く
表
現
を
し
て
い
る
の
は
、『
千
字
文
』
が
単
な
る
習
字
の
手
本
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
証
拠

で
す
。

　

さ
て
、「
憲
法
十
七
条
」
と
三
経
義
疏
に
は
、『
孝
経
』
の
利
用
以
外
に
も
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
法
家
の
影
響
が
そ
の
一
つ
で
す
。「
憲
法
十
七
条
」

が
仏
教
や
儒
教
以
外
に
『
管
子
』
や
『
韓
非
子
』
な
ど
法
家
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
岡
田
正
之
『
近
江
奈
良
朝
の
漢
文
学
』（
養
徳
社
、

一
九
四
六
年
）
が
早
く
に
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。「
憲
法
十
七
条
」
に
つ
い
て
最
も
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
私
が
考
え
る
論
文
は
、
村
岡
典
嗣
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の
戦
時
中
の
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
る
「
憲
法
十
七
条
の
研
究
」（
村
岡
『
日
本
思
想
史
上
の
諸
問
題
』、
創
文
社
、
一
九
五
七
年
）
で
す
が
、
そ
う
し
た

昔
の
学
者
の
方
が
教
養
が
幅
広
く
て
優
れ
て
い
ま
す
ね
。
最
近
は
、
聖
徳
太
子
虚
構
説
は
論
外
で
す
が
、
専
門
化
が
進
み
す
ぎ
て
視
野
が
狭
く
、
感

心
で
き
な
い
論
文
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、「
憲
法
十
七
条
」
が
強
調
す
る
「
公
私
」
の
概
念
に
着
目
し
、
法
家
の
影
響
を
説
い
た
論
文
と
し
て
、
宮
地
明
子
「
日
本
古
代

国
家
論
─
礼
と
法
の
日
中
比
較
よ
り
─
」（
館
野
和
己
・
小
路
田
泰
直
編
『
古
代
日
本
の
構
造
と
原
理
』、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
岡
田
説
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
が
、
山
下
洋
平
「
七
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
中
国
思
想
の
受
容
と
『
管
子
』
─
憲

法
十
七
条
・
時
令
思
想
・
鍾
匱
の
制
を
中
心
に
─
」（『
九
州
史
学
』
一
七
二
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
で
す
。
山
下
氏
は
、「
憲
法
十
七
条
」
を
推

古
朝
の
作
と
見
て
、
第
一
条
が
説
く
朋
党
を
組
む
弊
害
、
重
臣
間
の
和
合
の
強
調
、
人
材
の
登
用
そ
の
他
多
く
の
点
で
、『
管
子
』
の
影
響
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
岡
田
氏
以
上
に
数
多
く
指
摘
し
、『
管
子
』
こ
そ
が
「
憲
法
十
七
条
」
の
基
調
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
ま
す
。
な
お
、
山
下
氏
が
あ
げ

て
い
な
い
『
管
子
』
権
修
第
三
で
は
、「
牧
民
」
す
る
者
は
朝
廷
の
規
律
を
確
立
す
る
た
め
に
臣
下
に
適
正
な
「
爵
服
」
と
「
官
」
を
与
え
る
べ
き

こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
こ
れ
は
冠
位
十
二
階
の
制
定
理
由
の
一
つ
と
な
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
『
管
子
』
の
影
響
が
、
意
外
な
こ
と
に
仏
教
経
典
の
注
釈
で
あ
る
『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
見
え
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、『
勝
鬘
経
』
で
は
、

仏
教
信
者
に
な
っ
て
ま
も
な
い
波
斯
匿
王
と
末
利
夫
人
は
、
自
分
た
ち
の
娘
で
阿
踰
闍
国
王
の
妃
と
な
っ
て
い
る
勝
鬘
夫
人
は
賢
い
た
め
、
仏
に
お

会
い
す
れ
ば
必
ず
速
や
か
に
法
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
と
話
し
合
い
、
信
仰
を
勧
め
る
手
紙
を
送
り
ま
す
。
そ
の
会
話
中
の
「
是
れ
我
が
女
」
と
い
う

語
に
つ
い
て
、
吉
蔵
の
『
勝
鬘
寶
窟
』
は
、「
子
を
知
る
は
父
に
若
く
は
莫
し
。
故
に
「
我
之
女
」
と
云
う
な
り
。
又
た
父
の
慈
愛
の
重
き
を
顕
わ

す
（
知
子
莫
若
於
父
。
故
云
我
之
女
也
。
又
顕
父
慈
愛
之
重
）」（
大
正
三
七
・
一
〇
下
）
と
説
明
し
て
い
ま
す
。「
子
を
知
る
の
は
親
に
し
く
も
の
は

な
い
」
と
い
う
の
は
、
当
時
は
一
般
的
な
こ
と
わ
ざ
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
も
と
も
と
の
出
典
は
『
管
子
』
大
匡
篇
の
「
子
を
知
る
は
父
に

若
く
は
莫
く
、臣
を
知
る
は
君
に
若
く
は
莫
し
（
知
子
莫
若
父
、知
臣
莫
若
君
）」
で
す
。
た
だ
、『
勝
鬘
経
』
で
は
「
共
に
相
い
謂
い
て
言
わ
く
（
共

相
謂
言
）」（
大
正
一
二
・
二
一
七
上
）
と
あ
っ
て
、王
と
夫
人
が
語
り
合
っ
た
と
明
言
し
て
い
る
の
に
、男
尊
女
卑
の
儒
教
の
常
識
に
基
づ
く
吉
蔵
は
、

こ
と
わ
ざ
通
り
に
父
の
言
葉
と
し
て
お
り
、
父
王
の
慈
愛
の
深
さ
を
説
く
の
み
な
の
で
す
。

　

一
方
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
女
帝
で
あ
る
推
古
天
皇
の
た
め
の
講
経
に
基
づ
く
注
釈
で
す
の
で
、「
言
う
こ
こ
ろ
は
、
子
を
相
す
る
は
父
母
に
過
ぎ

ず
、
臣
を
知
る
は
君
王
に
如
く
莫
し
（
言
相
子
不
過
父
母
、
知
臣
莫
如
君
王
）」（
大
正
五
六
・
二
上
）
と
述
べ
、
子
の
こ
と
を
も
っ
と
も
良
く
理
解
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し
て
い
る
の
は
「
父
母
」
だ
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、『
管
子
』
の
用
例
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
勝
鬘
経
』
の
こ
の
部
分
の
注
釈
と
し
て
は
不

必
要
な
「
臣
を
知
る
は
君
王
に
如
く
莫
し
」
と
い
う
部
分
を
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
注
釈
を
書
い
た
人
は
、

山
の
中
の
寺
で
経
典
ば
か
り
読
ん
で
注
釈
に
励
ん
で
い
る
よ
う
な
学
僧
、
あ
る
い
は
仏
教
に
加
え
て
儒
教
や
老
荘
思
想
に
も
通
じ
て
い
て
そ
う
し
た

立
場
で
注
釈
を
書
く
よ
う
な
学
僧
で
は
な
く
、
法
家
の
書
で
あ
る
『
管
子
』
も
読
ん
で
い
て
臣
下
の
統
治
法
な
ど
に
も
関
心
の
あ
る
人
物
、
し
か
も

女
性
や
母
と
い
う
点
を
重
視
し
て
い
た
人
物
な
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
聖
徳
太
子
は
敏
達
天
皇
と
推
古
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
た
菟
道
貝
蛸
皇
女
と
結

婚
し
て
お
り
、
父
用
明
天
皇
の
妹
で
あ
る
推
古
天
皇
は
叔
母
で
あ
り
義
母
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

な
お
、『
管
子
』
で
は
「
知
子
…
…
知
臣
…
…
」
と
い
う
形
で
対
比
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
で
は
繰
り
返
し
を
避
け
、
前
半
を

「
子
を
相
す
る
（
子
供
を
よ
く
見
て
判
断
す
る
）」
と
い
う
表
現
に
改
め
て
い
ま
す
。「
憲
法
十
七
条
」
は
、
同
じ
表
現
の
繰
り
返
し
を
避
け
る
「
避

板
法
」
の
意
識
が
強
く
、
そ
の
た
め
に
時
に
変
格
語
法
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
森
博
達
氏
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、「
憲
法
十
七
条
」

と
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
作
者
が
同
じ
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
も
の
で
す
。

　

と
も
か
く
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
で
は
在
家
の
王
妃
で
あ
る
勝
鬘
夫
人
を
絶
讃
し
て
お
り
、
冒
頭
で
は
勝
鬘
は
本
当
は
「
如
来
の
分
身
」
で
あ
る
高

位
の
菩
薩
だ
と
述
べ
た
後
、
こ
う
続
け
て
い
ま
す
。

但
遠
照
踰
闍
之
機
、
宜
以
女
質
為
化
。
所
以
、
初
則
生
於
舎
衛
国
王
、
尽
孝
養
之
道
。
中
則
為
阿
踰
闍
友
称
夫
人
、
顕
三
従
之
礼
。
終
則
影
嚮

釈
迦
共
、
弘
摩
訶
衍
之
道
。（
大
正
五
六
・
一
上
）

但
だ
遠
く
踰
闍
の
機
を
照
ら
す
に
、
宜
し
く
女
質
を
以
て
化
を
為
す
べ
し
。
所
以
に
、
初
め
は
則
ち
舎
衛
国
王
に
生
ま
れ
て
、
孝
養
の
道
を
尽

し
、
中
は
則
ち
阿
踰
闍
の
友
称
の
夫
人
と
為
っ
て
三
従
の
礼
を
顕
わ
し
、
終
に
は
則
ち
影
嚮
の
釈
迦
と
共
に
、
摩
訶
衍
の
道
を
弘
む
。

　

こ
の
文
章
が
変
格
語
法
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
は
、
以
前
指
摘
し
ま
し
た
（「
三
経
義
疏
の
共
通
表
現
と
変
則
語
法
（
上
）」、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部

論
集
』
四
一
号
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）。
重
要
な
の
は
、
イ
ン
ド
の
勝
鬘
夫
人
を
強
引
な
形
で
賞
賛
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
経
典
自
身
は
、
勝
鬘

夫
人
は
孝
養
の
道
を
尽
く
し
た
と
か
、「
三
従
」、
つ
ま
り
女
性
は
幼
い
頃
は
父
に
、
嫁
し
て
は
夫
に
、
老
い
て
は
息
子
に
従
う
と
い
う
『
マ
ヌ
法
典
』

が
説
く
よ
う
な
イ
ン
ド
の
道
徳
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
勝
鬘
夫
人
は
老
い
て
お
ら
ず
、
夫
も
亡
く
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
か

ら
、
息
子
の
言
う
こ
と
に
従
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
ず
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
お
か
し
な
文
章
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
吉
蔵
の
『
勝
鬘
宝
窟
』
で
は
、

勝
鬘
夫
人
が
美
し
く
聡
明
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
み
で
、
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
に
優
れ
て
い
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
が
そ
う
し
た
強
引
な
賞
賛
を
し
た
の
は
、
高
位
の
菩
薩
で
あ
る
勝
鬘
夫
人
に
限
る
に
せ
よ
、
仏
教
を
信
じ
る
高

貴
な
王
の
夫
人
に
つ
い
て
礼
賛
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
敏
達
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
推
古
天
皇
を
意
識
し
て
の
解
釈
と
思
わ
れ
る
の
で

す
。

　

実
は
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
、
こ
の
す
ぐ
後
で
、
父
母
か
ら
の
手
紙
を
見
た
勝
鬘
夫
人
が
世
尊
に
姿
を
見
せ
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
す
る
部
分

に
つ
い
て
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
で
は
「
我
、
無
知
の
女
人
な
り
と
雖
も
、
亦
た
世
の
数
に
入
れ
り
（
我
雖
無
知
女
人
、
亦
入
世
数
）」
と
記
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、「
何
も
知
ら
な
い
女
人
で
す
が
、
一
応
、
人
な
み
の
存
在
で
す
。
で
す
か
ら
平
等
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
世
尊
よ
、
お
姿
を
現
し
て
く
だ

さ
い
」
と
呼
び
か
け
た
と
い
う
こ
と
だ
と
説
明
す
る
の
で
す
。
こ
ん
な
記
述
は
経
の
原
文
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
女
性
蔑
視
の
表
現
の
よ
う
に

も
見
え
ま
す
が
、
冒
頭
の
賞
賛
の
部
分
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
作
者
は
、
お
そ
ら
く
勝
鬘
夫
人
が
い
か
に
謙
虚
で
あ
る
か
を
強

調
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、「
亦
た
世
の
数
に
入
れ
り
」
と
い
う
の
は
、
控
え
目
な
が
ら
そ
れ
な
り
の
自
信
に
満
ち
た
表
現
で
あ
っ
て
、

「
世
の
数
に
入
る
」
と
い
う
表
現
は
、
中
国
古
典
に
も
仏
教
文
献
に
も
見
え
ず
、
和
風
な
表
現
で
す
。

　

実
は
、
謙
虚
で
あ
り
な
が
ら
か
な
り
の
自
信
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
和
風
の
表
現
で
示
す
と
い
う
点
は
、
三
経
義
疏
す
べ
て
に
通
じ
る
特
色
で

す
。
た
と
え
ば
、『
法
華
義
疏
』
で
は
、
本
義
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
愚
心
及
び
難
し
」「
私
意
及
ば
ず
」「
此
の
意
、
知
り
難
し
」
な
ど
と
述
べ
て
謙

遜
し
て
い
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
少
々
、
異
な
る
こ
と
有
り
」
な
ど
と
異
説
を
唱
え
た
り
、「
少
し
当
た
ら
ざ
る
に
似
た
り
」「
私
意
、
少
し
安
か
ら

ず
」
な
ど
と
控
え
目
に
批
判
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
も
同
様
で
あ
っ
て
、「
私
釈
少
し
異
な
れ

り
」「
私
意
、
少
し
異
な
れ
り
」
な
ど
と
異
説
を
示
し
た
り
、「
私
懐
、
亦
た
可
な
り
（
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
も
悪
く
な
い
）」「
好
き
こ
と
は
即
ち

好
し
（
良
い
に
は
良
い
の
だ
が
）」
な
ど
と
上
か
ら
目
線
と
な
っ
て
い
る
言
い
回
し
も
し
ば
し
ば
見
え
ま
す
。「
本
義
」
と
い
う
語
を
用
い
な
い
『
維

摩
経
義
疏
』
も
、『
法
華
義
疏
』
と
同
様
、
先
行
説
に
つ
い
て
「
猶
お
清
く
去
ら
ず
（
や
は
り
、
す
っ
き
り
し
な
い
）」
な
ど
と
い
う
言
い
方
を
数
回

し
て
い
ま
す
。
上
記
の
「
私
〜
少
〜
」
と
い
う
言
い
方
は
、
中
国
や
韓
国
の
注
釈
に
は
見
え
な
い
表
現
で
あ
り
、
現
代
の
日
本
人
が
外
国
人
に
“Do 

you speak English?

”と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
“Of course!

”な
ど
と
胸
を
張
っ
た
り
せ
ず
、
“A little.

”な
ど
と
遠
慮
し
て
答
え
が
ち
で
あ
る
の
と

同
じ
傾
向
で
す
。
た
だ
、
三
経
義
疏
の
作
者
は
、
そ
れ
で
い
て
か
な
り
の
自
信
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
「
亦
た
世
の
数

に
入
れ
り
（
人
な
み
の
存
在
で
す
）」
と
い
う
自
信
を
隋
と
の
外
交
の
場
で
発
揮
す
る
と
、「
私
も
（
及
ば
ず
な
が
ら
）
あ
な
た
と
同
様
、
仏
教
を
復

興
さ
せ
た
菩
薩
天
子
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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こ
れ
ま
で
「
憲
法
十
七
条
」
と
『
勝
鬘
経
義
疏
』
の
共
通
点
を
見
て
き
ま
し
た
が
、「
憲
法
十
七
条
」
と
『
法
華
義
疏
』
の
共
通
点
も
あ
り
ま
す
。

「
憲
法
十
七
条
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
の
心
と
い
う
も
の
に
関
す
る
洞
察
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
第
十
条
で
は
、「
忿
を
絶
ち
瞋
を
捨
て
、
人
の
違
う
を
怒
ら
ざ
れ
。
人
皆
な
心
有
り
、
心
各
の
執
す
る
有
り
（
絶
忿
棄
瞋
、
不
怒
人
違
。

人
皆
有
心
。
々
各
有
執
）」
と
さ
れ
て
お
り
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
心
を
持
っ
て
お
り
、
心
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
執
著
す
る
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。「
六
条
詔
書
」
は
冒
頭
で
、

其
一
、
先
治
心
、
曰
、
…
…
凡
治
民
之
礼
、
先
当
治
心
。
心
者
、
一
身
之
主
、
百
行
之
本
。
心
不
清
淨
、
則
思
慮
妄
生
。
思
慮
妄
生
、
則
見
理

不
明
。
見
理
不
明
、
則
是
非
謬
乱
。

其
の
一
、
先
ず
心
を
治
む
。
曰
く
、
…
…
凡
そ
民
を
治
る
の
礼
は
、
先
ず
当
に
心
を
治
む
べ
し
。
心
と
は
、
一
身
の
主
、
百
行
の
本
な
り
。
心

清
浄
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
思
慮
妄
り
に
生
ず
。
思
慮
妄
り
に
生
ぜ
ば
、
則
ち
理
を
見
る
こ
と
明
ら
か
な
ら
ず
。
理
を
見
る
こ
と
明
ら
か
な
ら
ざ

れ
ば
、
則
ち
是
非
謬
乱
す
。

と
述
べ
、
心
を
治
め
る
必
要
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
の
点
は
似
て
い
ま
す
。
た
だ
、「
六
条
詔
書
」
は
、
あ
く
ま
で
も
民
の
上
に
立
つ
役
人
の
心
が

ま
え
に
つ
い
て
道
徳
の
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、「
憲
法
十
七
条
」
は
人
間
の
心
一
般
に
対
す
る
洞
察
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
洞
察
は

仏
教
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
心
が
執
す
る
」
と
い
う
言
い
方
は
中
国
古
典
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
仏
教
文
献
に
は
多
い
表
現
で
す
。

　

た
と
え
ば
、『
法
華
経
』
の
有
名
な
火
宅
の
譬
喩
で
は
、子
供
た
ち
が
遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
古
い
家
が
火
事
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
た
め
、

長
者
で
あ
る
父
親
は
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
に
合
っ
た
も
の
を
あ
げ
る
と
呼
び
か
け
、
子
供
た
ち
を
外
に
導
き
出
し
、
平
等
に
白
く
て
大
き
な
牛
が
引
く

立
派
な
車
を
与
え
ま
す
。
こ
れ
は
釈
尊
が
様
々
な
人
々
を
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
に
合
っ
た
方
法
で
導
い
て
教
化
し
た
後
、
平
等
な
一
乗
を
示
す
こ
と
の

譬
喩
で
す
が
、
相
手
に
合
わ
せ
て
導
く
と
い
う
部
分
は
、「
父
、
諸
子
の
先
心
、
各
の
好
む
所
有
り
、
種
種
の
珍
玩
奇
異
の
物
、
情
必
ず
楽
著
す
る

を
知
る
（
父
知
諸
子
先
心
各
有
所
好
、
種
種
珍
玩
奇
異
之
物
、
情
必
楽
著
）」（
大
正
九
・
一
二
下
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
子
供
た
ち
の
前
か
ら
の
心

は
そ
れ
ぞ
れ
好
む
も
の
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
珍
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
心
は
必
ず
ほ
し
い
と
願
い
執
着
す
る
だ
ろ
う
と
分
か
っ
て
い
た
、
と

い
う
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
法
華
義
疏
』
は
、「「
好
む
所
有
り
」
と
は
、
三
乗
人
の
各
性
の
楽
う
所
を
見
る
に
譬
う
る
な
り
。
…
…
「
先
の
心

を
知
る
」
と
は
、
少
機
を
見
る
を
謂
う
な
り
（
各
有
所
好
者
、
譬
見
三
乗
人
各
性
所
楽
也
。
知
先
心
者
、
謂
見
小
機
）」（
大
正
五
六
・
九
〇
中
）
と

説
明
し
て
い
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
好
む
も
の
が
違
う
と
い
う
の
は
、三
乗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
の
人
が
欲
す
る
も
の
を
仏
が
見
わ
け
る
こ
と
だ
と
し
、「
先
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の
心
を
知
る
」
と
は
、
小
乗
の
機
根
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
だ
と
解
釈
し
ま
す
。

　

小
乗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
で
す
か
ら
「
小
機
」
と
な
る
は
ず
で
す
が
、
三
経
義
疏
は
「
少
」
の
字
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
書
き
方
は
「
憲
法
十
七

条
」
の
第
七
条
が
「
事
無
大
小
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
事
無
大
少
」
と
書
い
て
い
る
の
と
同
じ
誤
り
で
あ
っ
て
、『
日
本
書
記
』
で
は
「
憲
法

十
七
条
」
以
外
に
も
見
え
て
い
る
ほ
か
、
新
羅
・
高
麗
の
仏
教
文
献
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
三
経
義
疏
は
、
百
済
や
高
句
麗
か
ら
の
派
遣
僧
の
指
導
の

も
と
で
種
本
と
な
る
注
釈
を
読
み
、
そ
れ
を
略
抄
し
つ
つ
自
分
の
意
見
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
三
経
義
疏
の
特
色
あ
る
部
分
は
、
変
格

語
法
で
書
か
れ
た
箇
所
に
多
い
の
で
す
。
そ
の
変
格
語
法
を
含
む
文
は
、『
源
氏
物
語
』
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
う
ね
う
ね
と
長
く
続
い
て
い
る
場
合
が

あ
り
、
そ
う
し
た
例
は
古
代
韓
国
の
変
格
漢
文
で
見
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
、
か
つ
て
論
じ
ま
し
た
。
三
経
義
疏
は
日
本
の
同
じ
人
、
そ
れ
も
「
憲

法
十
七
条
」を
書
い
た
の
と
同
じ
人
が
書
い
た
と
見
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。太
子
が
保
護
し
て
い
た
学
団
の
作
と
す
る
説
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
私

〜
」
と
い
う
表
現
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
や
は
り
個
人
の
作
と
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
花
山
信
勝
氏
や
田
村
晃
祐
氏
が
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
す
。

　

な
お
、『
法
華
義
疏
』
は
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
又
た
「
先
心
」
を
釈
す
る
に
、
本
義
は
委
曲
煩
広
な
り
。
而
も
今
は
記
さ
ざ
る
な
り
（
又
釈

先
心
、
本
義
委
曲
煩
広
。
而
今
不
記
也
）」（
同
・
八
六
中
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。「
本
義
」
で
あ
る
『
法
華
義
記
』
は
、
こ
の
心
が
一
乗
と
三
乗
で

ど
う
違
う
か
な
ど
に
つ
い
て
繁
雑
な
説
明
を
し
て
い
る
た
め
、『
法
華
義
疏
』
は
、要
す
る
に
三
乗
は
機
根
に
よ
っ
て
好
む
と
こ
ろ
が
様
々
で
あ
っ
て
、

執
著
す
る
対
象
も
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
割
り
き
り
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
教
理
論
議
を
切
り
捨
て
た
の
で
す
。『
法
華
義
疏
』
と
『
勝

鬘
経
義
疏
』
の
成
立
順
序
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
太
子
が
早
く
か
ら
法
雲
の
『
法
華
義
記
』
を
学
び
、
そ
の
科
段
分
け
の
や
り
方
や
用
語
に
な
じ
ん

で
い
た
こ
と
は
、
三
経
義
疏
す
べ
て
に
『
法
華
義
記
』
の
用
語
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
先
ほ
ど
の
「
菩
薩
天
子
」
の
問
題
に
戻
り
ま
す
。
倭
国
の
使
者
が
大
業
三
年
（
六
〇
七
）
に
や
っ
て
来
て
、「
聞
く
、
海
西
の
菩

薩
天
子
、
重
ね
て
仏
法
を
興
す
と
。
故
に
遣
し
て
朝
拝
せ
し
め
、
兼
ね
て
沙
門
数
十
人
、
来
り
て
仏
法
を
学
ぶ
」
と
述
べ
た
際
の
「
海
西
の
菩
薩
天

子
」
に
つ
い
て
は
、
隋
の
文
帝
だ
と
す
る
説
と
文
帝
を
継
い
で
即
位
し
た
煬
帝
だ
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
両
説
あ
る
の
は
、
北
周
の
廃
仏
政
策
を

改
め
て
仏
教
を
復
興
し
た
の
は
文
帝
で
あ
り
、
文
帝
は
「
皇
帝
菩
薩
」
と
称
さ
れ
た
梁
の
武
帝
に
な
ら
お
う
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
遣
隋
使
が
至
る

三
年
前
の
仁
寿
四
年
（
六
〇
四
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
で
す
か
ら
、
文
帝
説
の
場
合
は
、
倭
国
は
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
使
者

を
派
遣
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
煬
帝
説
の
場
合
は
、
倭
国
は
、
文
帝
が
亡
く
な
る
と
晋
王
広
が
即
位
し
て
文
帝
と
同
様
に
仏
教
保
護

に
努
め
て
い
る
と
聞
い
て
派
遣
し
た
と
見
る
の
で
す
。
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即
位
前
の
煬
帝
、
つ
ま
り
文
帝
の
次
男
で
あ
っ
て
野
心
に
富
ん
で
い
た
晋
王
広
は
、
皇
太
子
で
あ
る
兄
を
引
き
ず
り
下
ろ
し
て
即
位
し
よ
う
と
し

て
い
た
た
め
、
熱
心
な
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
父
帝
と
皇
后
か
ら
評
価
さ
れ
よ
う
と
し
て
任
地
の
江
南
で
仏
教
保
護
に
努
め
、
天
台
智
顗
と
の
交
流
を

深
め
る
な
ど
し
て
仏
教
信
仰
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
し
た
。
川
勝
賢
亮
「
菩
薩
天
子
と
如
来
天
子
」（『
佐
藤
良
純
教
授
古
稀
記
念
論
文
集　

イ
ン
ド

文
化
と
仏
教
思
想
の
基
調
と
展
開
』
第
一
巻
、
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
三
年
）
が
着
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
梁
末
の
侯
景
の
乱
な
ど
に
よ
っ
て
寺

院
が
破
壊
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
憂
え
た
蔣
州
の
僧
た
ち
が
開
皇
十
二
年
（
五
九
二
）
に
智
顗
に
訴
え
た
手
紙
、「
蔣
州
僧
論
毀
寺
書
」

で
は
、
僧
た
ち
は
江
南
の
仏
教
を
保
護
し
た
晋
王
の
こ
と
を
「
大
王
菩
薩
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
（『
国
清
百
録
』、
大
正
四
六
・
八
〇
四
中
）。
ま
た
、

川
勝
氏
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
晋
王
が
文
帝
を
継
い
で
即
位
す
る
と
、
天
台
山
の
僧
侶
は
、「
皇
帝
菩
薩
」
と
呼
ん
で
即
位
を
祝
う
手
紙
を
送
っ

て
い
ま
す
（
同
・
八
一
五
上
）。

　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
三
九
に
よ
れ
ば
、
即
位
し
た
煬
帝
は
倭
国
の
使
者
が
来
た
大
業
三
年
に
は
、
正
月
に
天
下
に
詔
し
て
行
道
さ
せ
、
千
人
を
出
家

さ
せ
て
お
り
、
そ
の
時
の
願
文
で
は
、「
菩
薩
戒
弟
子
皇
帝
」
と
称
し
て
い
た
文
帝
に
な
ら
い
、
天
台
大
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
総
持
」
の
名
を
用

い
て
「
菩
薩
戒
弟
子
皇
帝
楊
総
持
」
と
名
乗
り
、
多
く
の
人
を
出
家
さ
せ
た
功
徳
に
よ
っ
て
天
下
の
罪
が
清
ま
っ
て
皆
が
菩
提
に
お
も
む
く
よ
う
十

方
諸
仏
に
願
っ
て
い
ま
す
（
大
正
四
九
・
三
六
一
下
）。
で
す
か
ら
、
倭
国
が
百
済
な
ど
を
通
じ
て
そ
う
し
た
噂
を
聞
い
て
お
り
、
即
位
し
て
間
も
な

い
煬
帝
の
こ
と
を
、
文
帝
を
継
い
で
仏
教
復
興
に
努
め
る
「
菩
薩
天
子
」
と
み
な
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
重
ね
て
」
と
あ
る
の
も
、
文

帝
に
続
い
て
と
い
う
意
味
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
の
で
、
煬
帝
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
蔣
州
の
僧
た
ち
の
嘆
願
書
に
答
え
た
智
顗
の
返
書
で
は
、
晋
王
の
こ
と
を
「
聖
徳
尊
厳
」
と
称
え
、「
菩
薩
行
を
修
し
、
仏
法
を
棟

梁
す
」（
同
・
八
〇
四
下
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
智
顗
は
、
晋
王
自
身
へ
の
手
紙
で
も
賞
賛
の
言
葉
を
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
賞
賛
を
繰
り

返
し
続
け
る
こ
と
よ
っ
て
菩
薩
天
子
の
方
向
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
面
白
い
こ
と
に
、『
勝
鬘
経

義
疏
』
で
は
、
如
来
の
無
限
の
徳
の
こ
と
を
「
聖
徳
無
量
」（
大
正
五
六
・
二
上
）
と
称
し
て
お
り
、「
聖
徳
」
の
語
を
用
い
て
い
ま
す
。「
聖
徳
太
子
」

と
い
う
名
は
、『
日
本
書
紀
』
推
古
三
〇
年
の
太
子
薨
去
記
事
中
で
、
高
句
麗
に
帰
国
し
た
慧
慈
が
「
玄
聖
の
徳
を
以
て
、
日
本
の
国
に
生
ま
る
（
以

玄
聖
之
徳
、
生
日
本
之
国
）」
と
称
し
て
い
る
た
め
、『
荘
子
』
天
道
篇
が
人
の
上
に
立
つ
の
は
「
帝
王
天
子
の
徳
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
う
し
た

位
に
つ
か
ず
に
下
に
い
る
の
が
「
玄
聖
素
王
の
道
」
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、
即
位
し
な
い
も
の
の
王
者
の
徳
を
有
し
て
い
た
意
味
と
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
こ
の
薨
去
記
事
は
過
剰
な
潤
色
が
目
立
つ
箇
所
で
す
の
で
、
仏
教
由
来
の
可
能
性
も
残
し
て
お
い
た
方
が
良
い
よ
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う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

聖
徳
太
子
と
い
う
呼
び
方
を
確
定
し
て
広
め
た
の
は
、「
聖
徳
太
子
と
い
か
に
向
き
合
う
か
」（『
教
化
研
究
』
一
六
六
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
奈
良
中
期
頃
の
代
表
的
な
文
人
で
あ
っ
て
歴
代
天
皇
の
漢
字
諡
号
を
定
め
た
淡
海
三
船
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

た
だ
、
太
子
が
生
前
に
「
聖
徳
」
と
称
さ
れ
た
り
「
太
子
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
三
船
が
そ
れ
を
諡
號
に
用
い
た
こ
と
は
、
充
分
あ
り
う
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
、
神
格
化
さ
れ
る
の
は
没
後
に
な
っ
て
か
ら
と
考
え
る
研
究
者
が
多
い
の
は
困
っ
た
こ
と
で
す
。

権
力
者
や
宗
教
者
の
場
合
、
生
前
か
ら
神
格
化
さ
れ
る
の
は
現
在
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
古
代
の
場
合
は
そ
れ
が
普
通
で
す
の
で
。

　
「
海
西
の
菩
薩
天
子
」
が
文
帝
で
あ
れ
煬
帝
で
あ
れ
、
倭
国
が
隋
の
皇
帝
を
そ
の
よ
う
に
見
て
お
り
、
自
国
の
王
も
そ
の
よ
う
な
存
在
だ
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
重
要
で
す
。
し
か
も
、
三
経
義
疏
が
「
皇
帝
菩
薩
」
と
称
さ
れ
た
梁
の
武
帝
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
皇
太
子

で
あ
っ
た
昭
明
太
子
に
つ
い
て
も
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
、厩
戸
皇
子
が
『
勝
鬘
経
』
を
講
讃
し
た
際
、天
の
華
が
降
っ

た
と
い
う
後
代
の
伝
承
は
、
法
雲
が
昭
明
太
子
へ
の
手
紙
「
釈
法
雲
啓
」
で
太
子
の
講
義
に
つ
い
て
、「
真
に
諸
天
を
し
て
善
し
と
讃
ぜ
し
め
、
実

に
釈
梵
（
帝
釈
天
・
梵
天
）
を
し
て
（
天
の
）
華
を
雨
ふ
ら
し
む
（
真
令
諸
天
讃
善
、
実
使
釈
梵
雨
華
）」（『
広
弘
明
集
』
巻
二
一
・
二
四
七
中
）
よ

う
な
見
事
な
も
の
で
し
た
と
、
美
辞
麗
句
を
用
い
て
絶
讃
し
た
こ
と
な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

倭
国
が
自
国
の
王
を
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
と
み
な
す
よ
う
な
言
上
を
使
者
に
さ
せ
た
の
は
、『
法
王
帝
説
』
が
「
上
宮
厩
戸
豊
聡
耳
命
、
嶋
大

臣
と
共
に
天
下
政
を
輔
く
（
上
宮
厩
戸
豊
聡
耳
命
嶋
大
臣
共
輔
天
下
政
）」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
太
子
と
馬
子
に
よ
る
共
同
補
弼
体
制
の
も
と

で
の
こ
と
で
し
た
。『
日
本
書
紀
』
の
用
明
紀
二
十
一
年
条
が
厩
戸
皇
子
に
つ
い
て
、「
位
、
東
宮
に
居
り
、
万
機
を
総
摂
し
、
天
皇
の
事
を
行
」
っ

た
と
す
る
記
事
は
疑
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
っ
て
、「
東
宮
」
と
か
「
天
皇
の
事
を
行
な
う
」
と
い
っ
た
表
現
が
当
時
使
わ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ

ま
せ
ん
が
、
初
め
て
の
女
性
天
皇
で
あ
っ
て
制
約
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
推
古
天
皇
を
、
有
力
な
皇
族
と
実
務
を
握
っ
て
い
た
大
臣
が
補
佐
す
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
か
ら
、
職
務
の
一
部
を
代
行
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
む
ろ
ん
、
百
済
や
高
句
麗
か
ら
渡
来
し
た
知

識
人
の
助
言
を
参
考
に
し
な
が
ら
お
こ
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、女
性
の
在
家
菩
薩
で
あ
る
勝
鬘
夫
人
を
強
引
な
ま
で
に
賞
賛
す
る
『
勝
鬘
経
義
疏
』
と
、厩
戸
皇
子
が
「
親
ら
肇
め
て
作
」
っ

た
と
さ
れ
る
「
憲
法
十
七
条
」
の
両
方
が
、
在
家
菩
薩
が
「
大
国
主
」
と
な
っ
た
場
合
の
訓
戒
を
含
む
『
優
婆
塞
戒
経
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
か

ら
見
て
、
厩
戸
皇
子
は
、
仏
教
紹
隆
を
打
ち
出
し
た
推
古
天
皇
を
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
と
み
な
し
、
娘
婿
で
あ
っ
て
後
継
候
補
者
で
あ
る
自
分
も
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そ
う
な
る
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
職
務
の
一
部
を
代
行
し
て
い
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
推
古
天

皇
に
つ
い
て
は
、
群
臣
た
ち
に
仏
法
紹
隆
を
命
じ
た
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
に
は
馬
子
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
と
は
い
え
、
自
ら
の
居
処
で
あ
っ
た
豊

浦
宮
を
改
め
て
尼
寺
で
あ
る
豊
浦
寺
と
し
、
日
本
で
最
初
に
出
家
し
て
迫
害
さ
れ
た
尼
た
ち
を
保
護
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
豊
浦
寺
の

創
建
瓦
は
日
本
初
の
本
格
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
の
瓦
を
作
っ
た
瓦
当
笵
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
瓦
葺
き
の
寺
院
と
し
て
の
豊
浦
寺
の
造
営
は
飛

鳥
寺
よ
り
遅
れ
ま
す
が
、
邸
宅
の
一
部
を
改
造
し
た
程
度
の
寺
で
あ
れ
ば
、
飛
鳥
寺
よ
り
先
に
で
き
て
い
て
も
不
思
議
は
な
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
推

古
天
皇
が
「
重
興
仏
法
」
の
天
子
と
な
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
す
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
の
「
天
皇
の
事
を
行
う
」
と
い
う
句
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、『
十
六
国
春
秋
别
伝
』
巻
二
の
「
後
趙
録
」
が
、
権
力
を
握
っ
た

石
勒
に
つ
い
て
、「
石
虎
等
、
尊
号
を
上
る
も
、
勒
、
許
さ
ず
。
固
く
請
う
に
、
勒
、
趙
天
王
と
号
し
、
皇
帝
の
事
を
行
な
い
、
大
赦
す
（
石
虎
等

上
尊
号
、
勒
不
許
。
固
請
、
勒
号
趙
天
王
、
行
皇
帝
事
、
大
赦
）」
と
あ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
匈
奴
系
の
石
勒
は
、
後
趙
を
建
国
し
て
趙
王
と
な
っ

た
も
の
の
、
甥
の
石
虎
な
ど
が
皇
帝
と
称
す
る
よ
う
上
奏
す
る
と
許
さ
ず
、「
天
王
」
と
称
し
て
皇
帝
が
な
す
べ
き
こ
と
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
石
勒
は
仏
教
を
熱
心
に
後
援
し
た
人
物
で
あ
り
、
石
虎
も
後
に
「
趙
天
王
」
と
号
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
天
皇
号
が
、
五
胡
十
六
国
時
代
の
非
漢
族
国
家
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
「
天
王
」
号
に
由
来
す
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
あ
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
森
田
悌
『
天
皇
号
と
須
弥
山
』（
高
科
書
店
、
一
九
九
九
年
）
は
、
天
皇
号
の
「
天
王
」
起
源
説
を
否
定
し
つ
つ
も
、「
天
皇
」
は
「
て

ん
の
う
＝
て
ん
わ
う
」
で
あ
っ
て
「
皇
」
を
古
い
呉
音
で
訓
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
律
令
制
で
定
め
ら
れ
た
皇
后
は
「
こ
う
ご
う
」、
皇
太
子
は
「
こ

う
た
い
し
」
と
「
皇
」
を
漢
音
で
訓
ん
で
い
る
こ
と
は
、
天
皇
と
い
う
尊
称
が
唐
代
北
方
音
を
基
調
と
し
た
七
世
紀
後
半
の
律
令
作
成
時
期
よ
り
前

か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
、
天
皇
と
い
う
称
号
は
仏
教
と
関
わ
っ
て
お
り
、
推
古
朝
の
前
半
以
後
に
生
ま
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、「
天
王
」
の
語
が
早
い
時
期
に
継
続
し
て
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
推
古
十
六
年
に
隋
使
の
斐
世
清
の
帰
国
に
同
行
す
る
形

で
隋
に
派
遣
さ
れ
た
小
野
妹
子
が
、「
東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
」
で
始
ま
り
、「
敬
白
不
具
」
で
終
わ
る
形
の
国
書
を
届
け
た
と
『
日
本
書
紀
』
は
記
し

て
い
る
の
は
、「
日
出
処
天
子
」
と
い
う
名
乗
り
が
煬
帝
に
「
無
礼
」
と
さ
れ
て
改
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
結
果
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
議
論
の
多

い
記
事
で
す
が
、「
敬
白
」
と
い
う
表
現
は
、
古
代
の
日
本
で
は
神
仏
や
高
僧
な
ど
の
超
越
的
な
存
在
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
隋
代
の

慰
労
詔
書
に
お
け
る
「
皇
帝
敬
問
」「
皇
帝
問
」
の
例
は
仏
教
関
連
の
詔
書
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
鈴
木
靖
民
・
金
子
修
一
・
石
見
清
裕
・
浜

田
久
美
子
『
訳
注 

日
本
古
代
の
外
交
文
書
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
で
金
子
氏
が
注
意
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
こ
と
は
、
倭
国
が
隋
の
皇
帝
の
こ
と
を
、
仏
教
を
再
興
し
た
菩
薩
天
子
仲
間
、
そ
の
兄
貴
分
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
関

わ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
天
皇
の
語
は
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
北
朝
の
「
天
王
」
の
用
例
や
仏
教
の

「
天
王
」
の
例
を
考
慮
し
つ
つ
、
敢
え
て
「
皇
」
の
字
を
用
い
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。「
憲
法
十
七
条
」
に
も
三
経
義
疏

に
も
道
教
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
津
田
左
右
吉
が
説
い
た
天
皇
号
の
道
教
起
源
説
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
鮮
卑
族
出
身
で
あ
っ
て
、
飾
り
物
の
皇
帝
を
傀
儡
と
し
て
西
魏
を
建
国
し
た
宇
文
泰
が
亡
く
な
る
と
、
三
男
の
宇
文
覚
が
位
を
奪
っ
て
天

王
位
に
つ
き
、
北
周
を
建
国
し
ま
す
。
そ
の
宇
文
泰
の
も
と
で
軍
事
と
制
度
改
革
の
面
で
活
躍
し
た
の
が
、
か
の
「
六
条
詔
書
」
を
作
成
し
た
蘇
綽

で
し
た
。
蘇
綽
は
『
仏
性
論
』
を
著
し
て
お
り
、
こ
の
書
は
世
に
流
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
儒
教
と
仏
教
に
通
じ
た
人
物
だ
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
倭
国
は
百
済
の
影
響
が
強
い
も
の
の
、
北
朝
に
朝
貢
し
つ
つ
南
朝
に
も
通
じ
て
い
た
高
句
麗
と
も
交
流
し
て
い
ま
し
た
し
、
百
済

も
六
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
南
朝
に
朝
貢
し
つ
つ
北
朝
と
の
外
交
も
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
倭
国
に
は
、
そ
う
し
た
高
句
麗
・
百
済
を
通
じ
て
北

朝
の
情
報
も
入
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
三
経
義
疏
の
う
ち
、『
法
華
義
疏
』
は
梁
の
三
大
法
師
で
あ
る
法
雲
の
『
法
華
義
記
』、『
勝
鬘
経
義
疏
』
は

同
じ
く
三
大
法
師
の
僧
旻
の
『
勝
鬘
経
』
注
釈
を
「
本
義
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
本
義
」
に
触
れ
な
い
『
維
摩
経
義
疏
』

に
つ
い
て
は
、
法
雲
の
用
語
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
の
、
大
島
啓
禎
「
上
宮
撰
「
維
摩
経
義
疏
」
の
一
考
察
」（『
仏
教
学
』
第
六
号
、
一
九
七
八

年
十
月
）
は
、
北
朝
の
影
響
も
や
や
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
『
日
本
書
紀
』
が
厩
戸
皇
子
の
こ
と
を
徹
底
し
て
神
格
化
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、「
憲
法
十
七
条
」
を
初
め
と
す
る
『
日
本
書
紀
』

の
太
子
関
連
記
述
に
し
て
も
三
経
義
疏
に
し
て
も
、
そ
し
て
様
々
な
銘
文
類
に
し
て
も
、
新
た
な
視
点
で
検
討
し
直
し
て
み
れ
ば
、
従
来
と
は
違
っ

た
面
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
南
斉
の
竟
陵
王
や
梁
の
武
帝
や
昭
明
太
子
を
意
識

し
て
い
た
聖
徳
太
子
は
、
自
分
も
「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
と
な
る
の
だ
、
あ
る
い
は
、「
海
東
の
菩
薩
天
子
」
の
な
す
べ
き
こ
と
の
一
部
を
担
当
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
自
負
に
基
づ
き
、
馬
子
大
臣
や
推
古
天
皇
と
議
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、「
憲
法
十
七
条
」
の
作
成
、『
勝
鬘
経
』
の

講
経
、
そ
し
て
隋
と
の
外
交
交
渉
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
津
田
左
右
吉
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。
津
田
は
、「
憲
法
十
七
条
」
は
律
令
や
国
史
の
作
成
を
企
て
て
い
た
頃
に
朝
廷
が
儒
臣
に
命

じ
て
作
成
さ
せ
た
と
推
定
し
、
講
経
に
つ
い
て
は
『
日
本
上
代
史
研
究
』
第
一
篇
第
四
章
「
用
明
紀
か
ら
天
智
紀
ま
で
の
記
載
」（
岩
波
書
店
、

一
九
三
〇
年
）
で
は
、「
多
分
梁
武
帝
な
ど
の
故
事
を
想
ひ
浮
か
べ
て
仏
家
の
造
作
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
」
と
説
い
て
い
た
も
の
の
、
戦
後
に
改
訂
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し
た
『
日
本
古
典
の
研
究
（
下
）』
第
四
篇
第
四
章
「
用
明
紀
か
ら
天
智
紀
ま
で
の
書
紀
の
記
載
」（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
）
で
は
、「
太
子
の

講
経
の
話
は
…
…
斉
の
竟
陵
王
や
梁
の
武
帝
な
ど
の
故
事
を
想
ひ
浮
か
べ
て
仏
家
の
造
作
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
」（
一
三
四
頁
）
と
述
べ
、「
斉
の
竟

陵
王
や
」
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
発
表
で
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
竟
陵
王
や
梁
の
武
帝
の
事
績
を
手
本
と
し
て
聖
徳
太
子

が
実
際
に
「
憲
法
十
七
条
」
の
作
成
や
『
勝
鬘
経
』
講
経
や
三
経
義
疏
の
作
成
を
行
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
が
、
そ
の
核
心
に

最
も
迫
っ
て
い
た
の
は
、
太
子
を
信
奉
す
る
研
究
者
た
ち
で
は
な
く
、
幅
広
い
東
洋
学
者
で
あ
っ
て
太
子
の
事
績
と
さ
れ
る
も
の
を
疑
っ
た
津
田
そ

の
人
で
し
た
。
畏
敬
の
念
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。

　

津
田
は
偽
り
の
神
話
・
伝
説
に
よ
っ
て
皇
室
や
聖
徳
太
子
を
祭
り
上
げ
る
風
潮
を
危
険
視
し
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
伝
承
を
疑
っ
た
の
で
す
。

私
は
今
回
の
発
見
に
よ
っ
て
津
田
の
見
解
を
否
定
し
、「
憲
法
十
七
条
」、『
勝
鬘
経
』
講
経
、
三
経
義
疏
は
聖
徳
太
子
の
事
績
で
あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
り
、
遣
隋
使
も
太
子
の
主
導
と
見
て
よ
い
こ
と
を
示
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
な
る
と
戦
前
の
よ
う
に
聖
徳
太
子
を
持
ち
上
げ
て
国
家
主
義
に

利
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
ま
た
強
ま
っ
て
く
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
今
後
は
津
田
の
よ
う
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。




