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一

部
派
仏
教
の
戒
律
書
か
ら
み
る
限
り
、当
時
の
修
行
僧
は
明
ら
か
に
水
瓶
を
所
有
し
始
め
て
い
た
。

ま
た
大
乗
で
の
菩
薩
も
、
と
り
わ
け
弥
勒
や
観
音
は
水
瓶
を
持
つ
姿
で
描
か
れ
る
。
元
来
「
鉢
」
の

所
持
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
修
行
僧
が
水
瓶
を
持
つ
に
至
っ
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
か
。

部
派
教
団
に
お
け
る
水
瓶
の
所
有

水
瓶
に
つ
い
て
の
は
っ
き
り
し
た
記
述
は
パ
ー
リ
律
で
は
、

時
に
パ
ー
タ
リ
プ
ッ
タ
の
在
家
信
者
ら
は
、
世
尊
が
法
を
説
き
教
示
し
勧
め
激
励
し
喜
ば
し
め

た
時
、
世
尊
に
申
し
上
げ
た
、「
世
尊
よ
、
修
行
僧
ら
と
共
に
休
息
堂
を
お
受
け
く
だ
さ
い
」。

世
尊
は
黙
っ
て
お
許
し
に
な
っ
た
。
時
に
パ
ー
タ
リ
プ
ッ
タ
の
在
家
信
者
た
ち
は
世
尊
が
許
さ

れ
た
の
を
知
り
、
座
よ
り
立
ち
上
が
っ
て
世
尊
を
敬
礼
し
、
右
廻
り
を
し
て
か
ら
、
休
息
堂
に

や
っ
て
き
た
。
到
着
し
て
休
息
堂
に
あ
ま
ね
く
坐
具
を
敷
き
、
座
を
設
け
、
水
瓶
を
置
き
、
油

灯
を
掲
げ
、
世
尊
の
ま
し
ま
す
処
に
来
て
、
来
終
っ
て
世
尊
に
礼
拝
し
て
か
ら
一
方
に
立
っ
た

（Vin,1,227

）。

と
あ
り
、
こ
れ
は
在
家
信
者
た
ち
が
休
息
場
を
設
け
、
そ
こ
に
水
瓶
を
配
置
し
た
の
を
ブ
ッ
ダ
も
承

知
し
て
い
た
記
述
で
あ
る
。
ま
た
『
十
誦
律
』
に
よ
る
と
、

「
水
瓶
法
」
と
は
仏
水
瓶
を
畜
ふ
る
を
聴
し
た
ま
ふ
、
好
浄
潔
に
畜
へ
よ
、
是
れ
を
水
瓶
法
と

名
づ
く
。「
常
用
水
瓶
法
」
と
は
、亦
応
に
浄
潔
に
水
瓶
の
水
を
畜
ふ
べ
し
、蓋
し
亦
是
の
如
し
、

是
れ
を
常
用
水
瓶
法
と
名
づ
く
（
大
正
蔵
23
、
４
１
６
上
）。

と
あ
り
、
水
瓶
の
保
持
が
許
さ
れ
、
そ
れ
を
清
潔
に
保
つ
べ
き
と
い
う
規
定
ま
で
み
ら
れ
る
。『
四

分
律
』
で
は
、

応
に
問
ふ
べ
し
、
長
老
、
水
を
飲
ま
ん
と
欲
す
る
や
否
や
。
若
し
飲
む
と
言
は
ば
、
彼
れ
応
に

瓶
を
持
ち
て
、
為
め
に
水
を
取
る
べ
し
。
彼
れ
手
を
洗
は
ず
し
て
瓶
を
持
つ
、
余
の
比
丘
之
を

悪
む
、
応
に
両
臂
に
て
瓶
を
抱
く
べ
し
（『
四
分
律
』
大
正
蔵
22
、
９
３
１
上
）。

と
あ
り
、
こ
れ
は
長
老
の
修
行
僧
が
水
を
所
望
し
、
他
の
者
が
水
瓶
を
持
参
し
た
と
い
う
も
の
。
あ

る
い
は
男
根
を
水
瓶
に
突
っ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
軽
い
戒
ま
で
み
ら
れ
る（
同
、９
７
４
中
）。

『
摩
訶
僧
祇
律
』
で
水
瓶
を
所
持
す
る
く
だ
り
は
、

「
雑
物
」
と
は
、
鉢
、
鉢
支
、
金
、
腰
帯
、
刀
子
、
鍼
筒
、
革
屣
、
盛
油
革
囊
、
軍
持
、
澡
瓶

に
し
て
、是
の
如
き
比
の
雑
物
施
は
、現
前
僧
当
に
得
べ
き
な
り
、是
を
「
雑
物
」
と
名
く
（
大

正
蔵
22
、
４
５
４
下
）。

と
あ
り
、
帯
、
サ
ン
ダ
ル
な
ど
と
と
も
に
水
瓶
（
こ
こ
で
は
軍
持kund

ī （
１
））を

所
持
し
て
い
た
こ
と

は
明
瞭
で
あ
る
。

バ
ラ
モ
ン
教
の
神
々
と
水

バ
ラ
モ
ン
教
で
は
自
然
界
を
構
成
す
る
四
元
素
（
地
、
水
、
火
、
風
）
や
自
然
現
象
ま
で
も
神
と

し
て
崇
拝
す
る
。
水
そ
の
も
の
を
神
格
化
し
た
ヴ
ァ
ル
ナ
神
、
最
高
神
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
同
格
の
イ
ン

ド
ラ
（
帝
釈
天
）、
水
の
神
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
イ
ー
（
弁
才
天
）、
宇
宙
の
創
造
と
破
壊
を
司
る
シ
ヴ
ァ
、

そ
の
ほ
か
ガ
ン
ジ
ス
河
も
水
の
女
神
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
が
水
瓶
を
持
つ
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
最

高
神
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
持
つ
水
瓶
の
水
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
話
学
の
フ
ォ
ル
カ
ー
・
メ
ラ
ー
（V.M

oeller

）

に
よ
る
と
、
聖
な
る
河
ガ
ン
ジ
ス
の
水
と
さ
れ
る
（S, 53 （
２
））。

水
瓶
は
神
々
ば
か
り
で
な
く
、バ
ラ
モ
ン
た
ち
も
そ
の
標
識
と
し
て
所
持
す
る
。
水
瓶
は
聖
仙（
仙

人
）
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
水
は
不
死
の
象
徴
（S,109

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
バ
ラ
モ

ン
が
水
瓶
を
所
持
す
る
こ
と
は
、政
治
か
ら
日
常
規
範
に
至
る
全
般
を
規
定
し
た
『
マ
ヌ
法
典
』（
４
・

36
）
に
も
、

竹
の
杖
、
水
瓶
、
祭
儀
紐
、
ク
シ
ャ
の
束
、
き
ら
き
ら
輝
く
金
の
耳
飾
り
一
対
を
身
に
つ
け
る
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べ
し
。

あ
る
い
は
（
６
・
52
）、

頭
髪
、
爪
、
髭
を
整
え
、
鉢
と
杖
と
水
瓶
を
持
ち
、
常
に
自
己
抑
制
し
、
す
べ
て
の
生
き
物
に

危
害
を
加
え
ず
に
遍
歴
す
べ
し
（
渡
瀬
信
之
訳
、
中
公
文
庫
）。

と
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
杖
」「
紐
」「
耳
飾
り
」「
鉢
」
な
ど
と
と
も
に
「
水
瓶
」
と
あ
る
。
こ
の
点

は
そ
の
後
の
法
典
で
あ
る
『
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
法
典
』
に
も
、

あ
ら
ゆ
る
生
物
を
慈
し
み
、
平
静
を
保
ち
、
三
杖
を
携
え
、
水
瓶
を
携
帯
し
、
ひ
と
り
を
楽
し

み
遊
行
し
、
乞
食
の
た
め
に
村
落
に
立
ち
寄
る
べ
し
。（
３
・
58
）

と
あ
る
。
な
お
杖
は
後
者
の
場
合
「
三
杖
」
と
あ
る
よ
う
に
先
端
が
三
つ
に
分
か
れ
た
も
の
を
い
い
、

こ
の
杖
も
バ
ラ
モ
ン
の
標
識
で
あ
る
以
上
、
た
と
い
若
か
ろ
う
と
所
持
す
べ
き
と
さ
れ
る
。

バ
ラ
モ
ン
が
こ
う
し
た
水
瓶
を
携
帯
す
る
こ
と
も
当
時
の
仏
教
徒
は
知
っ
て
い
た
。こ
の
点
は『
相

応
部
』
経
典
に
、

尊
師
よ
、
西
方
の
バ
ラ
モ
ン
は
水
瓶
を
携
帯
し
、
水
草
の
輪
を
つ
け
、
火
に
つ
か
え
、
彼
ら
は

亡
く
な
っ
た
人
を
向
上
さ
せ
、
和
ら
げ
鎮
め
天
界
に
昇
ら
せ
て
い
る
。（SN

, 5, 312

）　　

と
あ
る
し
、『
増
支
部
』
経
典
に
も
、

尊
師
よ
、
西
方
の
バ
ラ
モ
ン
は
水
瓶
を
携
帯
し
、
水
草
を
輪
と
し
、
火
に
仕
え
、
水
浴
し
て
浄

ら
か
な
実
践
を
し
て
い
る
。（AN, 5, 263

）

と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
ブ
ッ
ダ
に
帰
依
し
た
当
初
の
人
々
、
と
り
わ
け
カ
ッ
サ
パ
（
迦
葉
）

三
兄
弟
は
バ
ラ
モ
ン
教
か
ら
改
宗
す
る
と
同
時
に
、
バ
ラ
モ
ン
の
標
識
で
あ
る
巻
い
た
髪
、
火
具
、

瓶
の
い
ず
れ
を
も
尼
連
禅
河
に
捨
て
て
し
ま
っ
た
。

時
に
迦
葉
即
ち
弟
子
の
所
に
往
い
て
告
げ
て
言
は
く
、「
汝
等
知
る
や
不
や
、
我
れ
今
瞿
曇
の

所
に
従
っ
て
梵
行
を
修
せ
ん
と
欲
す
、
汝
等
心
の
楽
ふ
所
あ
ら
ば
、
各
自
ら
意
の
ま
ま
に
せ
よ
」

と
。
諸
の
弟
子
白
し
て
言
さ
く
、「
我
等
久
し
く
已
に
信
心
あ
り
、
彼
の
沙
門
の
所
に
於
て
、

唯
師
を
待
つ
の
み
」
と
。
爾
の
時
五
百
の
弟
子
即
ち
螺
髻
と
事
火
の
具
、
浄
衣
、
澡
瓶
を
持
ち

て
、
往
い
て
尼
連
禅
水
中
に
擲
ち
已
り
、
来
り
て
如
来
の
所
に
詣
れ
り
（『
四
分
律
』
大
正
蔵

22
、
７
９
６
中
）。

「
螺
髻
」
は
巻
い
た
髪
、「
事
火
の
具
」
は
「
家
庭
祭
火
に
関
係
す
る
道
具
」（『
マ
ヌ
法
典
』
６
・

４.

に
よ
る
）「
火
爐
」
を
い
い
、
そ
れ
ら
を
瓶
と
共
に
河
に
捨
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ

げ
ら
れ
る
巻
き
髪
、
火
具
、
水
瓶
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
バ
ラ
モ
ン
の
象
徴
そ
の
も
の
で
あ
る
。　
　

沐
浴
を
め
ぐ
る
バ
ラ
モ
ン
教
と
仏
教

バ
ラ
モ
ン
教
で
は
生
天
な
ど
至
高
の
境
地
に
達
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
と
り
わ
け
水
に
よ
る

清
め
つ
ま
り
河
で
の
沐
浴
を
強
調
す
る
。『
マ
ヌ
法
典
』
に
、

清
め
を
必
要
と
す
る
者
は
土
あ
る
い
は
水
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
。
河
川
は
流
れ
に
よ
っ
て
清

め
ら
れ
る
（
５
・
１
０
８
、
渡
瀬
信
之
訳
）

と
、
土
、
水
、
河
の
流
れ
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
と
あ
り
、
幾
分
文
言
は
違
う
も
の
の
『
ヤ
ー
ジ
ュ

ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
法
典
』
に
も
、

千
の
目
を
も
ち
、
百
の
流
れ
を
も
つ
も
の
（
水
）
は
聖
仙
た
ち
に
よ
り
清
め
の
具
と
さ
れ

た
。
そ
れ
を
用
い
て
私
は
潅
頂
し
よ
う
。
清
め
る
も
の
で
あ
る
（
水
が
）
汝
を
清
め
よ
。（
１
・

２
７
７
、
井
狩
・
渡
瀬
訳
、
東
洋
文
庫
）

と
あ
る
。
こ
の
点
は
、
い
に
し
え
の
聖
仙
た
ち
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
沐
浴
す
る
具
体

的
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
、

王
よ
、
我
々
は
あ
な
た
の
力
に
守
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
地
で
沐
浴
し
て
清
浄
に
な
り
、
聖

地
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
り
罪
障
を
除
く
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
バ
ー
ラ
タ
よ
、
あ
な
た
も
ま

た
、
聖
地
で
沐
浴
し
て
、
カ
ー
ル
タ
ヴ
ィ
ー
リ
ヤ
王
、
王
仙
ア
シ
タ
カ
、
ロ
ー
マ
パ
ー
ダ
、
勇

猛
な
全
地
上
の
帝
王
バ
ラ
タ
た
ち
の
、
到
達
し
が
た
い
世
界
に
、
必
ず
や
達
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
プ
ラ
バ
ー
サ
な
ど
の
聖
地
、
マ
ヘ
ー
ン
ド
ラ
な
ど
の
山
、
ガ
ン
ガ
ー
な
ど
の
川
、

プ
ラ
ク
シ
ャ
な
ど
の
聖
樹
を
、
王
よ
、
あ
な
た
と
と
も
に
見
た
い
も
の
で
す
。（
上
村
勝
彦
訳
、

第
三
、２
６
２
―
２
６
３
ｐ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
ガ
ン
ジ
ス
河
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
ブ
ッ
ダ
は
沐
浴
に
よ
っ
て
解
脱
に
至
る
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
の
こ
う
し
た
考
え
方
を
批
判

す
る）

（
（

。
こ
の
点
は
原
始
経
典
の
『
相
応
部
経
典
』
に
沐
浴
を
め
ぐ
る
バ
ラ
モ
ン
と
ブ
ッ
ダ
と
の
対
話

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
バ
ラ
モ
ン
よ
、
あ
な
た
は
水
に
よ
っ
て
身
を
浄
め
る
行
者
で
あ
り
、
水
に
よ
っ
て
清
浄
を
達

成
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
朝
夕
に
水
中
に
下
り
て
水
に
浴
す
る
こ
と
を
実
行
し
て
い
る
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
当
で
す
か
？
」（
略
）

「
ゴ
ー
タ
マ
さ
ま
、
こ
こ
に
、
わ
た
く
し
は
昼
間
に
つ
く
っ
た
悪
業
を
夕
に
沐
浴
し
て
洗
い
落

し
、
夜
に
つ
く
っ
た
悪
業
を
朝
早
く
に
沐
浴
し
て
洗
い
落
す
の
で
す
。
こ
の
利
益
を
見
る
が
故

に
、
わ
た
く
し
は
、
水
に
よ
っ
て
身
を
浄
め
る
行
者
と
な
り
、
水
に
よ
っ
て
清
浄
を
達
成
し
よ

う
と
し
て
、
朝
夕
に
水
中
に
下
り
て
水
に
浴
す
る
こ
と
を
実
行
し
て
い
る
の
で
す
。」（
岩
波
文



水
瓶

三

庫
、
１
７
７
―
１
７
８
ｐ
）

こ
こ
で
は
朝
夕
二
回
、
バ
ラ
モ
ン
は
悪
業
を
洗
い
流
す
た
め
に
沐
浴
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し

ブ
ッ
ダ
は
、

バ
ラ
モ
ン
よ
、
戒
を
渡
し
場
と
す
る
法
（
教
え
）
と
い
う
湖
は
、
濁
り
な
く
澄
み
、
諸
々
の
善

人
が
善
人
の
た
め
に
称
讃
す
る
。
そ
こ
で
は
、
真
の
知
識
を
得
た
聖
者
た
ち
が
沐
浴
し
、
五
体

を
清
め
て
か
の
岸
に
渡
る
。（
文
庫
２
、１
７
８
頁
）

と
、
身
体
を
清
め
る
の
は
沐
浴
に
よ
っ
て
で
な
く
戒4

を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
に
は
、

水
を
必
要
と
し
な
い
沐
浴
と
は
、
苦
行
と
清
ら
か
な
行
い
（
梵
行
）
と
で
あ
る
。（SN,1 ,38.

岩
波
文
庫
、
上
85
ｐ
）

専
ら
梵
行
を
修
す
と
は
、
潔
く
浄
に
し
て
、
彼
の
水
に
勝
れ
り
（『
別
訳
雑
阿
含
経
』、
大
正
蔵

２
、４
６
１
上
）。

と
あ
る
。
漢
訳
に
「
彼
の
水
に
勝
れ
り
」
と
あ
る
の
は
苦
行
こ
そ
が
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
沐
浴
よ
り
す

ぐ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
最
善
は
戒
、
苦
行
、
清
ら
か

な
行
い
で
あ
っ
て
、
沐
浴
に
よ
っ
て
罪
が
消
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
批
判
し
た
。

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』
に
も
バ
ラ
モ
ン
の
尼
と
仏
教
の
尼
と
の
対
話

が
あ
る
。

（
バ
ラ
モ
ン
尼
）
老
い
た
人
で
も
、
若
い
人
で
も
、
お
よ
そ
悪
い
行
な
い
を
な
す
な
ら
ば
、
か

れ
は
水
浴
に
よ
っ
て
悪
業
か
ら
脱
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
略
）

（
尼
）
さ
て
、｛
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
｝、
蛙
も
、
亀
も
、
竜
も
、
鰐
も
、
そ
の
ほ
か
の

水
中
に
も
ぐ
る
も
の
ど
も
も
、
す
べ
て
天
界
に
お
も
む
く
（
天
に
生
ま
れ
る
）
こ
と
に
な
り
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、

｛
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
｝、
屠
羊
者
も
、
屠
豚
者
も
、
漁
夫
も
、
猟
鹿
者
も
、
盗
賊
も
、

死
刑
執
行
人
も
、
そ
の
ほ
か
悪
業
を
な
す
人
々
は
、
す
べ
て
、
水
浴
に
よ
っ
て
悪
業
か
ら
脱
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
河
川
の
流
れ
が
、
そ
な
た
が
以
前
に
な
し
た
悪

業
を
運
び
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
流
れ
は
、
善
業
（
功
徳
）
を
も
運
び

去
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
な
た
は
｛
善
悪
両
者
の
｝
外
に
あ
る
者
と
な

っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。（『
尼
僧
の
告
白
』
岩
波
文
庫
、
5（
―
55
ｐ
）

こ
れ
は
沐
浴
に
よ
っ
て
悪
業
が
拭
い
去
れ
る
な
ら
ば
、
河
に
住
む
蛙
や
亀
な
ど
も
皆
生
天
で
き
る
は

ず
で
、
ま
た
悪
業
と
と
も
に
善
業
も
皆
流
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
聖
な
る
河
と
み
る
ガ
ン
ジ
ス
（
３
）
を
仏
教
徒
は
ど
う
見
て
い
た
か
。

ま
た
大
河
が
あ
る
、ガ
ン
ジ
ス
、ヤ
ム
ナ
ー
、ア
チ
ラ
ヴ
ァ
テ
イ
ー
、サ
ラ
ブ
ー
、マ
ヒ
ー
河
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
大
海
に
至
っ
て
前
の
名
を
捨
て
、
た
だ
大
海
と
だ
け
呼
ば
れ
る
（Vin,1 ,237

）。

譬
へ
ば
恒
河
・
遥
扶
那
・
薩
羅
・
摩
醯
の
、
大
海
に
流
入
し
て
皆
本
名
を
失
し
、
合
し
て
一
味

と
為
り
て
名
け
て
大
海
と
為
す
が
如
く
な
り
（『
摩
訶
僧
祇
律
』
大
正
蔵
22
、
４
５
５
中
）。

と
、
い
か
な
る
河
で
あ
ろ
う
と
固
有
の
意
義
は
何
も
な
い
と
い
う
。
次
の
詩
で
も
、

火
へ
の
供
養
は
祭
祀
の
う
ち
で
最
上
の
も
の
で
あ
る
。
サ
ー
ヴ
ィ
ト
リ
ー
［
讃
歌
］
は
ヴ
ェ
ー

ダ
の
詩
句
の
う
ち
で
最
上
の
も
の
で
あ
る
。
王
は
人
間
の
う
ち
で
は
最
上
の
者
で
あ
る
。
大
海

は
諸
河
川
お
う
ち
で
最
上
の
も
の
で
あ
る（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』、中
村
元
訳
、文
庫
、１
２
７
頁
）。

と
あ
り
、
や
は
り
個
々
の
河
の
流
入
し
た
大
海
こ
そ
が
重
要
と
あ
る
。
あ
る
い
は
、

ガ
ン
ジ
ス
河
の
水
が
集
ま
り
流
れ
て
、
汚
れ
を
離
れ
て
海
に
向
か
う
よ
う
に
、
善
く
行
な
っ
た

人
（
＝
仏
）
の
説
き
た
も
う
た
こ
の
道
も
、
不
死
の
獲
得
に
向
っ
て
流
れ
る
（『
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ

ァ
ル
ガ
』
13
―
15
、
中
村
元
訳
、
文
庫
、
１
９
８
頁
）。

と
、
や
は
り
ガ
ン
ジ
ス
河
は
単
な
る
流
れ
と
い
う
通
過
点
で
あ
り
、
到
達
地
で
は
な
い
と
み
る
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

猶
し
恒
河
の
深
淵
澄
静
し
て
声
な
き
が
如
く
に
、
大
衆
黙
然
た
る
こ
と
亦
復
是
の
如
し
。（『
摩

訶
僧
祇
律
』
大
正
蔵
22
、
３
７
０
上
）　

と
、修
行
僧
の
静
寂
な
さ
ま
が
ガ
ン
ジ
ス
河
の
よ
う
だ
と
い
う
比
喩
で
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。（
ち

な
み
に
『
四
分
律
』
の
同
一
文
脈
で
は
「
た
と
へ
ば
澄
淵
の
如
し
、
濁
穢
あ
る
こ
と
な
し
」（
大
正

蔵
22
、
８
６
９
下
）
と
あ
る
だ
け
で
、
ガ
ン
ジ
ス
の
名
は
み
ら
れ
な
い
）。
仏
教
徒
か
ら
み
れ
ば
滔
々

と
流
れ
る
ガ
ン
ジ
ス
河
は
明
澄
、
静
寂
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
ガ
ン
ジ
ス
河
を
バ
ラ
モ
ン
教
の
よ
う
に
聖
地
と
み
な
か
っ
た
一
面
を
垣
間
見
せ
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

バ
ラ
モ
ン
教
徒
の
沐
浴
に
対
す
る
批
判
は
原
始
仏
教
の
思
想
を
整
理
し
た
『
発
智
論
』
に
、

浴
と
は
、
諸
々
の
外
道
あ
り
、
此
の
見
を
起
し
、
此
の
論
を
立
つ
。
謂
く
「
諸
の
補
特
伽
羅
が

摩
捺
婆
・
比
摩
捺
婆
・
列
伽
河
門
の
三
池
中
に
於
て
浴
せ
ば
、
此
に
由
り
て
便
ち
浄
脱
し
出
離

す
る
こ
と
を
得
て
、
苦
楽
の
辺
に
至
る
」
と
。
此
れ
非
因
を
因
と
計
す
る
戒
禁
取
に
し
て
見
苦

所
断
な
り
（
大
正
蔵
26
、
１
０
２
９
上
）。

と
あ
り
、
河
（
こ
こ
で
は
池
と
す
る
）
で
の
沐
浴
に
よ
り
解
脱
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
曲
解
で
あ



大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
六
輯

四

り
、
曲
解
と
わ
か
れ
ば
即
断
で
き
る
も
の
と
断
じ
て
い
る
。
こ
の
点
は
『
婆
沙
論
』
に
も
、

七
池
と
七
百
池
と
い
ふ
に
つ
き
て
、
彼
は
説
く
、「
世
間
の
滅
罪
の
泉
池
に
、
大
な
る
も
の
七

有
り
、
小
な
る
も
の
七
百
有
り
、
一
々
の
有
情
は
皆
徧
く
洗
浴
し
て
方
に
解
脱
を
得
る
な
り
」

と
（
大
正
蔵
27
、
９
９
２
中
）。

と
、
こ
こ
で
も
池
と
す
る
が
、
外
道
で
は
滅
罪
で
き
る
河
（
池
）
が
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。

仏
教
で
は
バ
ラ
モ
ン
の
み
な
ら
ず
王
候
貴
族
た
ち
の
沐
浴
一
般
も
、「
戒
」
に
相
当
す
る
と
い
う
。

こ
の
点
は
成
道
後
に
再
会
し
た
ブ
ッ
ダ
と
浄
飯
王
と
の
対
話
の
一
つ
に
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
拙

稿
「
浄
飯
王
の
晩
年
（
上
）『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』
3（
、１
１
４
―
１
４
１
頁
」）。
た
と
え
ば
『
根

本
説
一
切
有
部
破
僧
事
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

王　

以
前
は
豪
奢
な
宮
舎
で
、
い
つ
も
最
善
で
無
上
の
湯
あ
み
を
し
て
い
た
。
今
、
独
り
で
森

の
住
人
で
あ
る
そ
な
た
、
苦
行
者
の
長
を
誰
が
沐
浴
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
す
か
？

仏　

ゴ
ー
タ
マ
族
の
者
、
法
と
い
う
池
は
戒
と
い
う
清
涼
な
池
で
あ
り
、
賢
者
に
よ
っ
て
も
健

康
で
あ
る
と
称
讃
さ
れ
て
い
る
。人
々
は
知
識
の
徳
に
よ
っ
て
そ
の
池
で
沐
浴
し
て
か
ら
、

濡
れ
て
な
い
身
体
で
向
こ
う
岸
（
彼
岸
）
に
渡
る
の
で
す
。

王　

自
分
の
宮
舎
に
お
い
て
勇
者
よ
、
金
銀
の
壺
（
の
水
）
に
よ
っ
て
沐
浴
し
て
い
た
あ
と
、

ど
う
し
て
厚
く
、
汚
れ
た
水
の
中
で
沐
浴
し
て
居
る
の
で
す
か
？

仏　

ゴ
ー
タ
マ
族
の
者
よ
、
河
は
清
浄
で
あ
り
、
福
徳
の
津
で
あ
る
。
じ
つ
に
賢
者
に
よ
っ
て

も
健
康
で
あ
る
と
称
讃
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
々
は
知
識
の
徳
に
よ
っ
て
そ
の
河
で
沐
浴
し

て
か
ら
、
濡
れ
て
な
い
身
体
で
向
こ
う
岸
（
彼
岸
）
に
渡
る
の
で
す
。（Sanghabh, pp. 

192

―193

）

こ
の
対
話
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
が
太
子
時
に
王
宮
に
い
た
時
は
沐
浴
で
身
を
清
め
て
い
た
。
出
家

後
の
今
は
い
っ
た
い
何
で
清
め
て
い
る
の
か
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
ブ
ッ
ダ
は
戒
に
よ
っ
て
清
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
乗
の
『
大
宝
積
経
』
に
も
や
は
り
浄
飯
王
と
の
対
話
が
み
ら
れ
る
。

王　

童
子
昔
日
宮
に
在
り
し
時
に
は
、
天
の
浴
池
を
以
て
澡
沐
し
、
亦
香
を
用
ひ
て
其
の
身
に

沢
塗
せ
し
に
、
今
林
中
に
在
っ
て
誰
れ
か
洗
ひ
を
為
す
。

優　

諸
法
の
池
水
と
戒
善
の
岸
と
に
、
牟
尼
は
自
ら
浴
し
幷
び
に
他
に
浴
せ
し
む
る
に
、
己
れ

及
び
諸
子
は
浮
い
て
湿
れ
ず
、
自
ら
度
る
こ
と
訖
る
を
以
て
群
生
に
及
ぶ
。（
大
正
蔵
11
、

３
５
４
中
）

こ
れ
も
太
子
の
時
の
沐
浴
は
出
家
後
の
戒
に
当
た
る
と
い
う
も
の
。

仏
教
徒
か
ら
見
た
バ
ラ
モ
ン
の
沐
浴
に
つ
い
て
は
セ
イ
ロ
ン
で
体
系
化
さ
れ
た
『
清
浄
道
論
』（
五

世
紀
頃
）
に
も
、

ガ
ン
ガ
ー
河
も
ヤ
ム
ナ
ー
河
も
、
あ
る
い
は
サ
ラ
ブ
ー
河
も
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
イ
ー
河
も
、
あ
る

い
は
ア
チ
ラ
ヴ
ァ
テ
イ
ー
と
い
う
流
れ
も
、
あ
る
い
は
ま
た
マ
ヒ
ー
河
も
、
こ
の
世
の
生
き
物

の
垢
汚
れ
を
清
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
戒
と
い
う
水
だ
け
が
じ
つ
に
生
き
と
し
い
け
る
も
の

の
垢
汚
れ
を
清
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（Vism

,p,10

）

と
あ
り
、
清
め
、
滅
罪
が
可
能
な
の
は
沐
浴
で
は
な
く
戒
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
。『
清
浄
道
論
』

の
著
者
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
北
イ
ン
ド
出
身
で
五
世
紀
頃
に
セ
イ
ロ
ン
に
来
た
人
で
あ
り
（
５
）
、
セ
イ
ロ
ン

で
も
こ
の
考
え
方
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

他
方
、
中
国
で
も
四
世
紀
の
『
大
智
度
論
』
に
は
、

又
言
く
、
吉
河
の
水
中
に
入
れ
ば
、
罪
垢
み
な
除
く
と
。
是
は
罪
福
の
為
に
は
因
も
な
く
、
縁

も
無
し
。
肉
を
売
り
、
塩
を
売
っ
て
、
此
に
何
の
罪
か
あ
る
。
吉
河
の
水
中
に
入
れ
ば
、
能
く

罪
を
除
く
と
言
ふ
も
、
若
し
能
く
罪
を
除
か
ば
、
亦
能
く
福
を
も
除
か
ん
（『
大
智
度
論
』
大

正
蔵
25
、
１
１
９
上
中
）。

と
あ
り
、
沐
浴
が
罪
垢
を
除
く
な
ら
、
福
を
も
除
く
と
い
う
。
こ
の
『
大
智
度
論
』
の
記
述
を
引
用

し
つ
つ
吉
蔵
も
、

外
道
は
恒
河
は
吉
河
な
り
、
中
に
入
っ
て
洗
ふ
者
は
便
ち
罪
滅
を
得
と
謂
（
お
も
）
へ
り
。
彼

は
上
古
の
聖
人
の
河
中
に
入
っ
て
洗
浴
し
便
ち
聖
道
を
成
ず
る
を
見
る
が
故
に
、
朝
瞑
及
び
日

中
に
就
い
て
三
時
に
洗
う
な
り
。
智
度
論
に
破
し
て
云
く
、
河
水
既
に
罪
を
洗
は
ば
亦
応
に
福

を
も
洗
ふ
べ
し
、
と
（『
百
論
疏
』
大
正
蔵
（2
、
２
４
７
中
）。

と
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
考
え
方
は
す
で
に
『
智
度
論
』
で
批
判
さ
れ
た
と
お
り
だ
と
い
う
。

六
世
紀
に
イ
ン
ド
を
巡
歴
し
た
玄
奘
も
、

◦
水
色
滄
浪
に
し
て
波
流
浩
汗
な
り
。
霊
怪
多
し
と
雖
も
物
害
を
為
さ
ず
。
其
の
味
甘
美
に
し

て
、
沙
流
れ
に
随
ふ
。
彼
の
俗
書
に
記
し
て
之
を
福
水
と
謂
ふ
。
罪
咎
積
む
と
雖
も
沐
浴
す

れ
ば
便
ち
除
く
（
大
正
蔵
51
、
８
９
１
中
）。

◦
水
の
色
は
青
々
と
、
流
れ
は
広
々
と
し
て
い
る
。
魔
物
は
多
い
け
れ
ど
も
害
を
加
え
る
こ
と

は
な
い
。
そ
の
味
は
甘
美
で
あ
り
、
細
か
い
沙
（
す
な
）
は
流
れ
に
随
い
広
が
っ
て
い
る
。

こ
の
地
方
（
ガ
ン
ジ
ス
上
流
）
の
通
俗
的
な
記
録
に
は
こ
の
河
を
福
水
と
言
い
、
罪
咎
が
山

と
積
も
っ
て
も
、
こ
の
河
で
沐
浴
す
れ
ば
除
か
れ
、
命
を
軽
く
見
て
自
ら
水
中
に
沈
む
も
の

は
天
に
生
ま
れ
て
福
を
受
け
る
（
水
谷
真
成
訳
、
１
５
０
頁
）。

◦
五
印
度
の
人
、
之
を
列
伽
河
門
と
謂
ひ
、
福
を
生
じ
罪
を
滅
す
る
所
と
す
。
常
に
遠
方
よ
り



水
瓶

五

数
百
千
人
有
り
て
此
に
集
ま
り
、
澡
濯
す
（
大
正
蔵
同
、
８
９
２
中
）。

◦
五
印
度
の
人
は
こ
れ
を
列
伽
河
門
（
ガ
ン
ジ
ス
河
か
ら
引
水
）
と
言
っ
て
、
福
を
生
じ
罪
を

消
滅
す
る
所
と
し
て
い
る
。常
に
遠
方
か
ら
人
々
が
こ
こ
に
集
ま
り
水
浴
び
を
し
て
い
る（
水

谷
訳
、
１
５
５
頁
）。　

と
、
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
徒
た
ち
は
河
で
の
沐
浴
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
と
、
遠
方
か
ら
も
や
っ
て
来
る

と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ガ
ン
ジ
ス
河
で
の
沐
浴
は
、
セ
イ
ロ
ン
で
も
中
国
で
も
広
く
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

仏
教
徒
に
と
っ
て
の
沐
浴

も
っ
と
も
仏
教
徒
は
沐
浴
そ
の
も
の
を
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
の
沐
浴
は
も

っ
ぱ
ら
身
体
の
清
潔
の
た
め
で
あ
っ
た
。『
根
本
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
に
は
沐
浴
す
る
仏
弟
子
た
ち

の
一
光
景
が
見
ら
れ
る
。

六
衆
苾
芻
は
阿
侍
羅
河
に
在
り
、
露
形
に
し
て
浴
せ
る
に
、
俗
旅
見
て
時
に
問
い
て
言
は
く
、

「
此
は
是
れ
何
人
ぞ
や
」。
人
あ
り
報
じ
て
曰
く
、「
是
れ
露
形
外
道
の
河
中
に
洗
浴
せ
る
な
り
」。

復
説
い
て
言
へ
る
あ
り
、「
是
れ
釈
迦
子
な
り
」。彼
皆
嫌
賤
し
て
是
の
如
き
の
説
を
作
さ
く
、「
彼

の
教
主
は
極
め
て
愧
恥
を
懐
け
る
に
、何
に
因
り
て
か
弟
子
は
此
の
若
く
に
無
慚
な
る
」。乃
至
、

仏
は
是
念
を
生
じ
た
ま
へ
り
、「
諸
苾
芻
に
し
て
露
形
に
て
洗
浴
す
れ
ば
是
の
如
き
の
過
あ
り
、

故
に
諸
苾
芻
は
露
形
浴
せ
ざ
れ
、
作
さ
ん
に
は
越
法
罪
を
得
ん
。
然
り
諸
苾
芻
は
応
に
洗
浴
く

ん
を
畜
ふ
べ
し
」（
大
正
蔵
2（
、
２
２
７
上
）。

こ
れ
は
河
で
裸
体
で
沐
浴
し
て
い
る
仏
弟
子
た
ち
を
俗
人
が
み
て
、
裸
形
外
道
と
間
違
え
た
。
し

か
し
仏
弟
子
だ
と
知
っ
た
俗
人
が
ブ
ッ
ダ
は
羞
恥
心
を
説
く
は
ず
な
の
に
裸
体
で
い
い
の
か
と
怪
訝

に
思
う
。
こ
の
事
態
を
知
っ
た
ブ
ッ
ダ
が
沐
浴
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
、
下
着
を
着
け
る

べ
き
と
訓
じ
た
も
の
で
あ
る
。
七
世
紀
に
義
浄
は
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
を
訪
問
す
る
が
、
そ
こ

で
目
撃
し
た
修
行
僧
の
沐
浴
風
景
は
こ
う
で
あ
る
。

時
の
人
は
皆
池
を
穿
つ
を
以
て
福
と
為
す
。（
略
）其
の
四
辺
に
は
多
羅
樹
を
種
へ
た
り
。（
略
）

池
は
乃
ち
皆
雨
水
を
承
け
、
湛
と
し
て
清
江
の
若
し
。
八
の
制
底
の
処
に
は
皆
世
尊
洗
浴
の
池

あ
り
、
其
の
水
は
清
美
に
し
て
余
に
異
な
る
も
の
あ
り
。
那
爛
陀
寺
に
十
余
所
の
大
池
あ
り
、

晨
時
に
至
る
毎
に
寺
に
犍
稚
を
鳴
ら
し
、
僧
徒
を
し
て
洗
浴
せ
し
む
。
人
は
皆
自
ら
浴
く
ん
を

持
し
、或
は
千
、或
は
百
、倶
に
寺
外
に
出
で
て
散
じ
て
諸
の
池
に
向
ひ
、各
澡
浴
を
為
す
。（
大

正
蔵
5（
、
２
２
０
下
）

そ
こ
で
は
皆
き
ち
ん
と
下
着
（
裙
）
を
着
け
て
沐
浴
し
て
い
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
沐
浴

が
あ
く
ま
で
も
実
用
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
点
は
『
十
誦
律
』
に
、

浴
室
中
に
て
洗
へ
ば
五
利
を
得
、
一
に
塵
垢
を
除
き
、
二
に
身
を
治
し
皮
膚
を
一
色
な
ら
し
め
、

三
に
寒
熱
を
破
し
、
四
に
は
風
気
を
除
き
、
五
に
病
痛
少
な
し
（
大
正
蔵
23
、
４
２
２
上
）。

と
あ
り
、
健
康
を
保
つ
上
で
必
要
と
い
う
。
こ
の
点
は
『
毘
尼
母
経
』
に
も
、

此
の
澡
浴
は
余
の
縁
の
為
め
に
せ
ず
、
但
だ
身
中
の
風
・
冷
病
を
除
か
し
め
、
安
穏
に
道
を
行

ず
る
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
洗
ふ
と
（
大
正
蔵
2（
、
８
３
５
中
）。

と
あ
り
、
病
気
の
予
防
の
た
め
に
清
潔
、
体
調
を
調
え
る
こ
と
は
、
何
に
も
ま
し
て
修
道
に
向
か
う

上
で
大
切
と
い
う
。
沐
浴
の
意
義
に
つ
い
て
は
大
乗
仏
教
に
な
っ
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
た
と

え
ば
『
華
厳
経
』「
普
賢
菩
薩
行
願
品
」
に
、

香
水
沐
浴
は
十
の
功
徳
を
具
ふ
、
一
に
能
く
風
を
除
き
、
二
に
魑
魅
を
去
り
、
三
に
精
気
充
実

し
、
四
に
寿
命
を
増
益
し
、
五
に
諸
の
労
乏
を
解
き
、
六
に
身
体
柔
軟
、
七
に
垢
穢
を
淨
除
し
、

八
に
気
力
を
長
養
し
、
九
に
人
を
た
ん
勇
せ
し
め
、
十
に
善
く
煩
熱
を
去
れ
り
。（
大
正
蔵
10
、

７
１
３
中
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
沐
浴
の
効
能
が
詳
細
に
な
る
も
の
の
、
や
は
り
実
用
的
と
さ
れ
る
点
で
変
わ
り

は
な
い
。

な
お
修
行
僧
と
い
え
ど
も
、
い
つ
で
も
沐
浴
し
て
よ
い
わ
け
で
な
く
、
原
則
的
に
月
に
二
回
（Vin,

Ⅳ,117

）
と
さ
れ
る
。
沐
浴
の
回
数
に
つ
い
て
は
バ
ラ
モ
ン
の
場
合
、

獣
皮
あ
る
い
は
樹
皮
を
ま
と
う
べ
し
。
朝
夕
に
沐
浴
す
べ
し
。
常
に
。
髪
を
編
み
、
鬚
、
体
毛
、

爪
を
の
び
る
に
ま
か
せ
る
べ
し
（『
マ
ヌ
法
典
』
６
・
６
、
渡
瀬
訳
、『
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル

キ
ヤ
法
典
』
３
・
（8
で
は
三
回
）

と
、一
日
に
二
度
と
さ
れ
る
。
前
述
の
『
相
応
部
』
経
典
で
も
朝
夕
の
二
回
と
あ
る
。
も
っ
と
も
『
四

分
律
』
に
記
さ
れ
る
バ
ラ
モ
ン
は
、

時
に
迦
葉
の
弟
子
の
諸
の
梵
志
、
日
に
三
た
び
水
に
入
り
て
浴
す
、
極
寒
に
し
て
戦
（
お
の
の
）

き
堪
へ
ず
。
爾
の
時
世
尊
即
ち
五
百
の
火
爐
を
化
作
す
、
皆
烟
焔
な
く
、
諸
の
梵
志
を
し
て
各

自
炙
る
こ
と
を
得
し
む
。（
大
正
蔵
22
、
７
９
５
下
）

と
、
極
寒
時
で
も
日
に
三
回
沐
浴
し
寒
さ
で
ふ
る
え
て
い
た
。
そ
の
あ
り
さ
ま
を
見
た
ブ
ッ
ダ
が
神

通
力
で
火
炉
を
出
現
さ
せ
て
暖
ま
ら
せ
た
と
あ
る
。
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
月
二
回
の
沐
浴
は
近
世
ま

で
日
本
の
臨
済
宗
で
も
そ
の
ま
ま
守
ら
れ
て
い
た
。
京
都
、相
国
寺
で
は
浴
室
を
「
宣
明
」
と
呼
び
、

こ
の
建
物
は
今
も
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
。
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仏
教
徒
は
な
ぜ
水
瓶
を
採
用
し
た
か

水
瓶
の
所
持
に
関
し
『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

仏
、
比
丘
に
告
げ
た
ま
は
く
、「
汝
、
三
衣
・
瓶
・
鉢
を
持
せ
よ
、
即
ち
是
れ
少
欲
少
事
な
り
」。

（
同
）

こ
れ
に
従
え
ば
、
す
で
に
ブ
ッ
ダ
は
鉢
と
と
も
に
水
瓶
を
許
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

復
比
丘
あ
り
て
言
さ
く
、「
我
に
裸
形
を
聴
し
た
ま
へ
、
少
欲
少
事
な
れ
ば
」、
仏
言
は
く
、「
比

丘
よ
、
此
れ
は
是
れ
外
道
の
法
な
り
、
応
に
三
衣
・
瓶
・
鉢
を
持
す
べ
し
、
即
ち
少
欲
少
事
な

り
」
と
（
大
正
蔵
22
、
４
５
４
頁
下
）。

こ
れ
は
「
少
欲
知
足
」
を
順
守
す
れ
ば
、
三
衣
も
不
要
で
裸
体
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の

に
対
し
、
ブ
ッ
ダ
は
裸
体
は
外
道
（
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
ア
ー
ジ
ー
ビ
カ
教
徒
）
の
と
る
姿
ゆ
え
禁
止
と

す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
鉢
と
と
も
に
水
瓶
は
よ
い
と
あ
る
も
の
の
、
水
瓶
の
所
持
許
可
の
理
由
は

示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
パ
ー
リ
律
に
は
次
の
よ
う
な
事
態
の
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。

遊
行
中
に
荒
地
に
出
く
わ
し
、
水
も
食
物
も
な
く
そ
れ
以
上
進
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
ブ
ッ
ダ
は
乳
製
品
な
ど
の
所
持
を
許
可
し
た
（Vin, 1, p ,2（（

）
と
い
う
。

こ
う
し
た
事
態
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
水
瓶
の
携
帯
を
許
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
「
比
丘
六
物
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
根
本
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
に
は
、

仏
は
「
駆
出
せ
よ
」
と
言
ひ
た
れ
ば
、
即
ち
露
体
に
し
て
駆
出
せ
り
。
仏
言
は
く
、「
応
に
露

体
に
し
て
去
る
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
若
し
是
れ
求
寂
な
ら
ん
に
は
、
応
に
水
羅
と
君
持
及
び
上

下
二
衣
を
与
え
て
然
る
後
去
ら
し
む
べ
し
。
若
し
是
れ
近
円
或
は
近
円
に
擬
せ
る
者
に
は
、
応

に
六
物
を
与
え
て
其
を
駆
り
て
寺
を
出
さ
し
む
べ
く
、皆
露
体
に
し
て
去
ら
し
む
る
を
得
ざ
れ
」

と
（
大
正
蔵
2（
、
２
２
６
上
）。

と
あ
り
、
裸
体
は
禁
止
だ
が
水
瓶
は
所
持
し
て
よ
い
、
ま
た
見
習
い
僧
（
近
円
）
は
「
六
物
」
つ
ま

り
三
種
の
衣
、
鉢
、
坐
具
、
漉
水
囊
（
飲
み
水
を
こ
す
袋
）
を
持
っ
て
よ
い
と
あ
る
。

こ
の
う
ち
漉
水
囊
は
水
中
の
虫
を
殺
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
水
を
こ
す
袋
で
、
元
来
極
端
な
不
殺

生
を
説
く
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
の
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
で
も
虫
を
殺
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
同
じ
理

由
を
伝
え
て
い
る
。

爾
の
時
、
世
尊
、
舎
衛
国
に
在
り
き
、
六
群
比
丘
、
雑
虫
水
を
用
ふ
。
諸
の
居
士
見
て
皆
共
に

譏
嫌
す
、「
沙
門
釈
子
、
慈
心
あ
る
こ
と
な
し
、
衆
生
の
命
を
断
ず
、
自
ら
称
し
て
我
れ
正
法

を
知
る
と
い
ふ
、是
く
の
如
き
は
何
ぞ
正
法
あ
ら
ん
」。
諸
比
丘
、仏
に
白
す
。
仏
言
は
く
、「
雑

虫
水
を
用
ふ
べ
か
ら
ず
、漉
水
囊
を
作
る
こ
と
を
聴
す
」（『
四
分
律
』、大
正
蔵
22
、９
５
４
中
）。

　
　

そ
の
ほ
か
遊
行
中
に
お
け
る
水
が
好
く
な
い
と
い
う
理
由
で
、
漉
水
囊
の
使
用
が
許
可
さ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
（Vin, 2 ,118

）。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
「
六
物
」
に
は
水
瓶
は
含
ま
れ
な
い
。

し
か
し
水
瓶
か
漉
水
囊
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
相
方
と
も
に
水
に
関
わ
る
用
具
と
い
う
点

で
変
わ
り
は
な
い
。

も
う
一
つ
水
瓶
使
用
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は
排
泄
物
の
処
理
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
は

っ
き
り
し
た
規
定
が
文
献
上
に
み
ら
れ
る
の
は
部
派
仏
教
以
後
で
あ
る
が
、た
と
え
ば
大
衆
部
の『
摩

訶
僧
祇
律
』「
威
儀
法
」
に
は
、

大
小
行
じ
巳
る
に
水
を
用
ひ
ず
し
て
僧
の
坐
具
・
床
褥
を
受
用
す
る
を
得
ざ
れ
、
応
に
水
瓶
を

安
く
べ
し
。
若
し
是
れ
坑
な
ら
ん
に
は
、
中
に
就
い
て
水
を
用
ふ
る
を
得
ず
、
若
し
岸
に
臨
め

る
に
は
用
ふ
る
を
得
ん
。
当
に
木
・
石
・
瓦
を
用
ひ
て
瓶
蓋
を
作
る
べ
し
。
年
少
比
丘
は
次
第

に
水
を
益
へ
、時
時
に
当
に
瓶
を
洗
ふ
べ
し
。（
略
）
厠
辺
に
は
応
に
灰
土
・
巨
摩
を
著
く
べ
し
。

若
し
水
器
に
虫
あ
ら
ば
、
此
中
に
虫
あ
り
と
言
ふ
を
得
ず
、
当
に
草
を
持
っ
て
上
に
横
た
え
て

虫
あ
る
の
相
な
る
を
知
ら
し
む
べ
し
。
多
く
水
を
用
ふ
る
を
得
ず
、
応
に
量
を
裁
り
て
用
ふ
べ

し
。
若
し
瓶
水
尽
き
な
ば
、
当
に
知
水
家
に
語
げ
て
人
を
し
て
益
へ
し
め
、
若
し
は
自
ら
益
ふ

べ
く
、
下
、
一
澡
罐
の
水
に
て
一
人
用
を
得
せ
し
む
る
に
至
れ
（
大
正
蔵
22
、
５
０
４
中
）。

と
あ
り
、
水
瓶
の
蓋
あ
る
い
は
洗
い
方
ま
で
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
応
す
る
『
ア
ビ
サ
マ
ー
チ
ャ
ー
リ
カ
ー
』
で
は
、

も
し
便
器
に
虫
が
い
た
場
合
、「
虫
が
便
器
の
中
に
い
ま
す
」
と
い
う
べ
き
で
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
草
あ
る
い
は
花
の
房
に
虫
が
い
る
と
知
ら
せ
て
、
わ
か
る
よ
う
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。

水
洗
い
を
す
る　

者
は
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
と
水
を
使
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
適
量

を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
空
の
便
器
を
見
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
放
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
留
守
番
が
い
る
時
は
、
そ
の
者
に
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
は
自
分
で
水
を
満
た
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。
便
器
の
中
に
一
人
の
人
が
使
用
で
き
る
だ
け
の
量
を
入
れ
て
お
く
べ
き
で

あ
る
。（Abhis 

― Dh

（M
a 

― L

）,70

）

と
、
ト
イ
レ
に
お
け
る
水
瓶
か
ら
の
音
、
水
瓶
の
水
量
ま
で
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
か
る
に
大
乗
の
『
華
厳
経
』
に
な
る
と
そ
の
「
浄
行
品
」
に
、
こ
う
し
た
排
泄
の
水
瓶
を
含
む

水
一
般
の
扱
い
が
教
理
と
対
比
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

◦
左
右
の
便
利
を
な
さ
ば
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
は
汚
穢
を
益
除
し
て
、
婬
怒
痴
無
け
ん
と
。

己
り
て
水
に
就
か
ば
、
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
は
無
上
の
道
に
向
か
い
て
、
出
世
の
法
を
得



水
瓶

七

ん
と
。

水
を
以
て
穢
れ
を
滌
し
そ
そ
が
ば
、
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
は
浄
忍
を
具
足
し
て
、
畢
竟
じ

て
無
垢
な
ら
ん
と
。

水
を
以
て
掌
を
盥
し
あ
ら
わ
ば
、
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
は
上
妙
の
手
を
得
て
、
仏
法
を
受

持
せ
ん
と
（
大
正
蔵
９
、４
３
１
上
中
）。

◦
若
し
水
に
入
ら
ん
時
は
、当
に
願
ふ
べ
し
、深
く
仏
道
に
入
り
て
、等
し
く
三
世
に
達
せ
ん
と
。

身
体
を
澡
浴
せ
ば
、
当
に
願
ふ
べ
し
、
衆
生
、
身
心
無
垢
に
し
て
、
光
明
無
量
な
ら
ん
と
（
大

正
蔵
９
、４
３
２
中
）。

こ
の
う
ち
婬
怒
痴
の
三
毒
の
煩
悩
を
断
つ
と
あ
る
の
は
、
従
来
の
仏
教
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
『
華
厳
経
』「
浄
行
品
」
の
古
形
を
示
す
『
菩
薩
本
業
経
』
に
、

左
右
便
利
を
な
さ
ば
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
は
汚
穢
を
列
除
し
て
婬
怒
痴
無
か
ら
ん
と
（
大
正

蔵
10
、
４
４
８
上
）。

と
、「
浄
行
品
」
と
ほ
ぼ
同
文
で
認
め
ら
れ
、
異
訳
の
『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』
に
も
、

菩
薩
、左
右
の
時
、心
に
念
言
す
れ
ば
、十
方
の
天
下
人
、皆
、衆
悪
を
捨
て
し
め
、婬
泆
、瞋
恚
，

愚
痴
を
断
絶
す
（
大
正
蔵
10
、
４
５
２
中
）。

と
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
『
華
厳
経
』「
浄
行
品
」
に
は
「
無
上
の
道
」
を
願
う
べ
き
と
い
う
解
釈
ま

で
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
大
乗
経
典
に
水
の
扱
い
方
次
第
で
煩
悩
を
断
ち
、
解

脱
に
ま
で
到
達
す
る
と
あ
る
の
は
、
大
乗
興
起
と
と
も
に
バ
ラ
モ
ン
教
の
考
え
方
が
大
き
く
影
響
し

た
と
推
察
さ
れ
る
。

水
瓶
を
持
つ
弥
勒
菩
薩

大
乗
に
な
っ
て
か
ら
登
場
す
る
菩
薩
の
一
つ
に
弥
勒
菩
薩
が
あ
る
。最
も
古
い
そ
の
像
は
紀
元
二
、

三
世
紀
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
造
像
さ
れ
た
も
の
で
、像
下
部
の
銘
文
に
は
っ
き
り
弥
勒
の
名
が
記
さ
れ
、

水
瓶
を
持
つ
姿
で
示
さ
れ
る
（
高
田
修
『
仏
像
の
起
源
』、
1（
頁
）。
こ
れ
は
弥
勒
が
も
と
も
と
バ
ラ

モ
ン
出
身
の
た
め
、
バ
ラ
モ
ン
は
水
瓶
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（
６
）

。『
ス
ッ
タ
ニ
パ

ー
タ
』
で
は
バ
ラ
モ
ン
の
弟
子
、『
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』
で
は
バ
ラ
モ
ン
の
生
ま
れ
と
あ
る
。

将
来
こ
の
世
に
降
臨
す
る
と
い
う
未
来
仏
の
弥
勒
も
『
増
一
阿
含
経
』
や
『
清
浄
道
論
』
に
は
、
降

臨
の
際
の
両
親
の
名
が
ス
ブ
ラ
フ
マ
ー
、
ブ
ラ
フ
マ
ヴ
ァ
テ
イ
ー
と
あ
り
、
と
も
に
バ
ラ
モ
ン
教
の

神
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
の
親
縁
関
係
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
勒
は
バ
ラ
モ
ン
、
さ
ら
に
ブ
ラ
フ

マ
ン
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
ゆ
え
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
持
つ
水
瓶
を
弥
勒
も
持
つ
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

イ
ン
ド
史
家
の
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（
７
）
に
よ
る
と
、
仏
教
で
も
大
乗
に
な
る
と
バ
ラ
モ
ン
教
の
神

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
影
響
が
強
ま
り
、
そ
の
結
果
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
束
髪
、
水
瓶
は
、
宝
石
、
真
珠
と
と

も
に
菩
薩
の
造
形
化
に
際
し
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
フ
ォ
ル
カ
ー
・
メ
ラ
ー
（S .（16

）

に
よ
る
と
、
弥
勒
の
持
つ
水
瓶
の
水
は
不
死
（am

rta

）
の
水
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
最
高
神

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
持
つ
水
が
や
は
り
不
死
の
象
徴
と
さ
れ
る
こ
と
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
弥
勒
菩
薩
が
水
瓶
を
手
に
持
つ
と
い
う
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
仏
像
作
者
の
観
点
で
あ
り
、
仏
典
の

上
に
弥
勒
が
水
瓶
を
持
つ
と
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
の
は
密
教
成
立
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
水

瓶
は
そ
の
後
、
観
音
な
ど
多
く
の
菩
薩
が
所
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
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