
縄

と

戒

と

に

つ

い

て

伊

藤

古

鑑

1輝 と戒 とについて

佛
教
は
戒
定
慧
の
三
學
と
い
い
、
し
か
も
戒
を
以
て
先
き
と
す
る
と
い
う
の
で
、
最
も
重
要
な
部
門
で
あ
る
こ
と
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な

い
。
佛
門
に
入
る
に
も
最
初
に
戒
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
得
度
儀
軌
と
い
い
、
授
戒
作
法
と
い
い
、
在
家
出
家
と
も
に
佛
門
に
入
る
止

悪
行
善
の
前
陣
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
、
恰
か
も
草
木

の
成
長
繁
茂
す
る
に
は
必
ず
地
に
依
る
が
如
く
、
世
出
世
の
諸
善
萬
行
は
皆

こ
の

戒
に
依
ら
ぎ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
戒
な
く
し
て
佛
門
に
入
り
、
佛
道
を
成
ぜ
ん
と
す
る
も
の
は
、
恰
か
も
船
な
く
し
て
大
海
を

越
え
ん
と
す
る
が
如
き
も
の
で
、
そ
の
本
を
忘
れ
た
愚
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

戒

は
止
悪
行
善
の
根
基
を
な
す
も
の
で
、
佛
教
が
諸
悪
莫
作
を
根
本
義
と
す
る
か
ぎ
り
は
、
戒
も
亦
止
悪
行
善
を
基
本
と
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

故
に
小
乗
戒
と
い
い
、
大
乗
戒
と
い
い
、
と
も
に
倫
理
的
基
盤
に
立

つ
て
論
ぜ
ら
れ
、
止
悪
行
善

に
依

つ
て
佛
道
を
行

じ
、
佛
果
を
詮
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
當
然
の
理
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
輝
戒
と
も
な
れ
ば
、
最
早
や
戒
を
以
て
軍

な
る
倫
理
的
規
範
の

な
か
に
限
定
せ
ら
れ
ず
、
進
ん
で
暉
と
い
う
立
脚
地
か
ら
し
て
、
暉
と
戒
と
を
同

一
互
格
の
間
に
置
き
、
輝
を
得
れ
ば
、
戒

は
そ
の
中
に
あ

り
、
戒
は
、
ほ
ん
と
う
に
暉
を
讃
得
せ
ぎ
れ
ば
、
戒

の
護
持
者
と
な
れ
な
い
と
論
じ
、
そ
こ
に
暉
戒

一
致
の
思
想
を
臆
面
も
な
く
説

い
て
い
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る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

戒
も
軍
な
る
戒
定
慧
の
中
の
戒
に
あ
ら
ず
し
て
、

戒
は
定
慧
と

一
燈
と
な
る
べ
き
も
の
で
、

個
別
的
に
封
立
す
べ

き
も

の
で
は
な
い
。
戒
定
慧
の
三
學
均
等
論
を
主
張
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
亦
暉
戒
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
暉
戒

に
關

す
る
諸
書
を
研
究
し
て
見
る
と
、
そ
こ
に
暉
戒
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
ま
た
小
乗
戒
の
思
想
を
含
め
て
読
き
、
ま
た
大
乗
戒

の
旨
趣
に
添

う
て
読
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
つ
て
、
暉
戒

の
自
由
な
る
立
場
、
あ
ら
ゆ
る
拘
束
か
ら
離
れ
た
見
地
よ
り
濁
自
の
色
彩
を
放
ち
、
濁
自
の
主

義
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
は
最
も
注
意
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

暉
戒
に
關
す
る
諸
書
の
な
か
、
臨
濟
宗

の
も
の
は

極
め
て
少
な
く
、
榮
西
暉
師
の

『
授
暉
戒
作
法
』

『
出
家
大
綱
』
、

虎
關
師
錬
の

『
暉

戒
軌
』、
東
嶺
圓
慈
の

『
佛
祀
心
印
戒
儀
』
の
如
き
も
の
が

代
表
的
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は

決
し
て
暉
戒
と
し
て
の
特
色

を
護
揮
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
然
る
に
曹
洞
宗
に
於
て
は
暉
戒
に
關
す
る
著
書
極
め
て
多
く
、

『
曹
洞
宗
全
書
』
縄
戒
に
於
て
も
三

十
三
部
四
十
三
巻
の
多
き
を
摯
げ
、
ま
た

『
輝
學
大
系
』
戒
法
部
に
於
て
も
、
隠
元
の

『
弘
戒
法
儀
』

一
巻
、
虎
關
の

『
輝
戒
軌
』

一
巻
に

封
し
て
、
曹
洞
宗

の
み
は
十
二
部
十
八
巻
を
摯
げ
、
特
に
暉
戒
濁
自
の
立
場
を
睾
揚
し
、
超
倫
理
的
思
想
に
依

つ
て
、
琿
戒

の
根
本
精
神
を

提
唱

し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
力
強

い
も

の
が
あ
る
と
感
ず
る
。

!

二

 

し
か

し
、

謙

つ
て
考

え

て
見

る

と
、

戒

そ

の
も

の

の
特

質

か

ら

い
え

ば

、

か

か

る

超

倫

理

的

思

想

を

以

て
高

尚

な

る

理
論

を
弄

ぶ

べ

き

も

の

で
は

な

く
、

ひ

た
す

ら

各

個

の
日

常

行

持

の
上

に
實

践

す

べ

き

も

の
で

は

な

か

ろ

う

か
。

す

な

わ

ち

、
戒

は

梵
語

に

て

　
羅

と

い

い
、

そ

の
意
味

は
屡

行

う

こ

と
、

或

は

習

慣

、

行

爲

、

性

格

と

い
う

義

理

を
持

つ
て

い
る
。

『
大

智
度

論

』
第

十

三

に

も
、

「
　
羅

好

行

=善

道

一、

不

=
自

放

逸

一、

是

名

二
　
羅

一、

或

受

γ
戒

行

γ
善

、
或

不

レ
受

レ戒

行

γ
善

、

皆

名

=
　
羅

一」

(『
正
藏
』
第

二
+
五
巻

「
五

三
丁
)
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と
い
い
、
且
つ
　
羅

の
註
に

「秦
言
=性
善
一」
と
繹
し
、
こ
れ
は
屡
行
う
が
故
に
、
終
に
そ
の
性
格
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
、
性
善
と
言
う
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

そ

の
他
、
戒
に
は
い
ろ
い
ろ
の
義
理
を
持

つ
て
い
る
。
そ
の
功
用
の
轄
繹
と
も
見
ら
る
る
清
涼
の
義
、
安
眠
の
義
、
明
鏡
の
義
、
浮
潔
の

義
な
ど
が
あ
り
、
戒
そ
の
も
の
の
語
義
に
は
適
切
で
な
い
か
も
知
れ
諏
い
が
、
こ
れ
ら
の
語
に
依

つ
て
戒
そ
の
も
の
の
意
味
は
、
悪
を
止
め

て
善

を
行
ず
る
と
こ
ろ
の
實
践
行
爲
に
名
づ
け
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。

ま
た
戒
と
同
じ
意
味
の
も
の
で
律
及
び
波
羅
提
木
叉
の
語
が
あ
る
。
律
は
梵
語
の
毘
奈
耶
の
繹
で
あ
つ
て
、
行
者
の
則
る
べ
き
律
法
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
波
羅
提
木
叉
は
梵
語
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
別
解
脱
と
繹
し
、
身
三
口
四
等

に
於
て
別

々
に
悪
を
捨
て
て
解
脱
す
る
と
い
う

意
味

で
あ
る
。
こ
れ
ら
戒
と
律
と
波
羅
提
木
叉
と
の
三
者
に
於
て
同
じ
意
味

の
も
の
で
あ
る
と
見
る
説
と
、
律
は
繹
尊

の
教
と
な
し
、
戒
は

行
因

と
な
し
、
波
羅
提
木
叉
は
讃
果
と
見
る
読
と
、
ま
た
戒
や
波
羅
提
木
叉
は
禁
止
的
箇
條
で
、
止
悪
門
で
あ
る
か
ら
意
味
が
狡
く
、
律
は

止
悪
行
善
の
二
門
を
含
み
、
意
味
が
廣
い
と
見
る
読
も
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
三
者
は
、
そ
の
蹄
す
る
と
こ
ろ
、
止
悪
行
善

の
妙
行
を
な
し
、
放
逸
な
ら
ず
、
正
勤
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
佛
弟

子
の
尊
重
し
珍
敬
す
べ
き
も
の
と
い
い
、

『
佛
遺
教
経
』
に
も
左
の
如
く
説
か
れ
て
い
る
。

「
汝
等
比
丘
、
於
一一我
滅
後
一、
當
四
尊
=重
珍
三
敬
波
羅
提
木
叉
一、
如
二闇
遇
γ明
貧
人
得
フ寳
、
當
γ知
、
此
則
是
汝
大
師
、
若
我
住
レ世
無
7

異

レ此
也
-

i

戒
是
正
順
解
脆
之
本
、
故
名
=波
羅
提
木
叉
一、
依
r因
=此
戒

一得
γ生
=諸
暉
定
及
滅
苦
智
慧
一、
是
故
比
丘
、
當
持
=浄

戒

一、
勿
レ令
二殿
犯

一、
若
人
能
持
=浄
戒
一、
是
則
能
有
二善
法
一、
若
無
二
浄
戒

一、
諸
善
功
徳
皆
不
γ得
レ生
、
是
故
當
γ知
、
戒
爲
=第

一
安

穗
功
徳
之
所
住
庭

一」

(『正
藏
』
第
+
二
巻

一
=

○
丁
)

か
く
の
如
く
繹
尊
は
、
そ
の
臨
終
に
於
て
佛
弟
子
を
誠
め
、
戒
を
正
順
解
脱
の
根
本
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
戒
の
起
原

は
、
繹
尊
の
随
時
、
櫓
衆
の
間
に
於
て
非
行
の
起
る
に
鷹
じ
、
そ
れ
を
再
び
犯
す
べ
か
ら
ず
と
な
し
て
鮒
誠
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
戒
を
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正
し
く
行

つ
て
い
る
と
こ
ろ
、
繹
尊
の
生
命
は

そ
こ
に
あ
る
と
い
い
、

法
身
の
不
滅
を
説
い
て
、

「
自
今
已
後
、
我
諸
弟
子
展
轄
行
レ
之
、

則
是
如
來
法
身
常
在
而
不
レ滅
也
」
と
、

『
佛
遺
敏
経
』
に
結
ん
で
い
ら
る
る
。

そ

こ
で
、
繹
尊
滅
後
、
そ
の
制
定
せ
ら
れ
た
戒
律
を
遵
守
し
、
止
悪
行
善
が
佛
教
の
根
本
義
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
當
然
の
理
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
初
に
結
集
せ
ら
れ
た
戒
律
は

『
八
十
調
律
』
と
呼
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
八
十
調
律
は
誤
り
で
、
八
十
部
律
と
い

う
の
が
正
し
く
、
恐
ら
く
は
現
存
の

『
十
請
律
』
を
指
し
た
も

・の
で
は
な
い
か
と
見
る
読
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
松
本
文

三
郎
氏
の

『
佛
典
批

評
論

』
四
二
〇
丁
に
、

「
八
十
部
の
律
」
と
題
し
て
委
し
く
そ
の
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

次

に
、
そ
の
現
存
す
る
律
と
し
て
は
五
部
の
律
と
い
い
、
曇
無
徳
部
の
律
、
薩
婆
多
部
の
律
、
彌
沙
塞
部
の
律
、
摩

詞
曾
砥
の
律
、
迦
葉

遺
部

の
律
で
あ
つ
て
、
次
で
の
如
く

『
四
分
律
』
六
十
春
、

『
十
調
律
』
六
十

一
巻
、

『
五
分
律
』
三
十
巻
、

『
摩
詞
僧
砥
律
』
四
十
巻
の

廣
律
が
そ
れ
に
當
り
、
迦
葉
遺
部
の
み
は
廣
律
が
支
那
に
傳
わ
ら
ず
、
た
だ
僅
か
に
戒
本

一
巻
と
し
て

『
解
脱
戒
維
』

の
み
傳
繹
さ
れ
て
い

る
。

、

そ
し
て
、
こ
れ
ら
律
に
つ
い
て
、
何
時
頃
成
立
し
た
も
の
か
判
然
し
な
い
。
繹
尊
滅
後
、
第

一
結
集
の
と
き
、
完
備

し
た
も
の
が
優
婆
離

に
依

つ
て
請
出
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
二
百
五
十
戒
な
ど
と
い
う
て
煩
雑
な
も
の
で
な
く
、
始
め
は
波
羅
提
木
叉
の
簡
輩

な
も

の
が
、
後
世
に
及
ん
で
い
ろ
い
ろ
と
附
加
せ
ら
れ
、
増
加
し
た
も
の
が
極
め
て
多
い
よ
う
に
思
う
。
先
ず

『
四
分
律
』

『
五
分
律
』
の

如
き
が
素
朴
的
で
あ
る
か
ら
始
め
に
成
り
、
績

い
て

『
十
諦
律
』
が
あ
ら
わ
れ
、
最
後
に

『
摩
詞
曾
砥
律
』
が
文
学
的

で
あ
り
、
ま
た
教
理

的
に
も
発
達
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
後
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
記
述
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
殆
ん
ど
同
じ

よ
う

な
も
の
で
、
第

一
を
波
羅
提
木
叉
と
い
い
、
比
丘
比
丘
尼
の
守
る
べ
き
戒
條
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
戒
律
と
し
て
は
中
心
に

な
る
も
の
、
ま
た
最
初
に
講
出
せ
ら
れ
た
部
分
と
思
わ
れ
る
。
第

二
に
健
度
と
い
い
、
教
團
の
制
度
規
定
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
受
戒
、
布

薩
、
自
恣
、
安
居
な
ど
の
諸
法
及
び
衣
食
住
に
関
す
る
事
項
を
読
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
を
雑
事
と
い
い
、
こ
れ
は
第

一
第
二
に
説



く
と

こ
ろ
の
補
遺
及
び
附
随
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
部
は
南
傳
の
律
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
で
、
第

一
を
波
羅
提
木

叉
、
第

二
を
大
践
渠
、
第
三
を
小
駿
渠
と
い
う
て
い
る
。
こ
の
駿
渠
は
集

の
義
で
、
第

二
の
各
章
に
は
健
度
と
い
い
、
第
三
は
小
事
項
を
集

め
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
但
し

『
十
調
律
』
の
み
は
、
そ
の
記
述
の
内
容
と
し
て
、
第

一
の
波
羅
提
木
叉
の
比
丘
戒
の
み
を
最
初

に
読
き
、
次
に
第
二
の
健
度
を
説
き
、
次
に

波
羅
提
木
叉
の
比
丘
尼
戒
を
説
き
、
最
後
に
第
三
の
雑
事
を
説
い
て
い
る
黙
が

相
違
し
て
い

る
。前

に
學
げ
た
四
部

の
廣
律

の
な
か
、

『
十
調
律
』
は
薩
婆
多
部
す
な
わ
ち
読

一
切
有
部
宗
に
属
す
る
戒
律
で
あ
る
か
ら
、
有
部
宗
が
最
も

印
度
西
北
部
に
流
行

し
た
關
係
上
、

こ
の

『
十
調
律
』
が
廣
く
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
從

つ
て

『
十
調
律
』
か
ら
有
部

律
、
毘
奈
耶
、
或
は
西
藏
謬
の
律
藏
と
い
う
よ
う
に
進
展
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
支
那
、
日
本
に
傳
承

せ
ら
れ
た
も
の
は
、
こ
の

『
十
請
律
』
で
な
く
、

.一
般
に

『
四
分
律
』
が
研
究
せ
ら
れ
、
南
山
宗
、
相
部

宗
、
東
塔
宗
な
ど
い
う
の
も
、

こ
の

『
四
分
律
』
を
中
心
と
し
て
の
律
宗
で
あ
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
時

に
は

『
梵
網
経
』
を

中
心

と
す
る
大
乗
戒
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
支
那
で
は
大
乗
敏
徒
で
あ
り
な
が
ら
小
乗
戒
を

一
般
に
用

い
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
、
こ
れ
に
は
輝
宗
の
如
き
例
外
も
あ
惹
。

5輝 と戒 とについて

三

 

い
ま
更
に
こ
の

『
四
分
律
』
を
中
心
と
し
て
小
乗
戒
を
論

じ
て
見
る
と
、
先
ず

こ
れ
を
聲
聞
戒
と
も
い
い
、
そ
の
特
色
は
出
家
在
家
の
匠

別
を
立
て
、
男
女
の
相
違
を
見
て
い
る
黙
で
あ
る
。
出
家
の
な
か
に
於
て
、
未
だ
二
十
歳
に
漏
た
ざ
る
男
女
に
は
、
不
殺
生
乃
至
不
蓄
金
銀

寳
等

の
十
戒
を
持
せ
し
め
、
ま
た
、
そ
の
中
の
女
子
に
は
特
に
具
足
戒
を
受
く
る
二
年
以
前
、
す
な
わ
ち
十
八
歳

に
達

し
た
る
と
き
六
法
戒

を
持

せ
し
め
、
か
く
し
て
男
女
と
も
に
二
十
歳

に
満

つ
れ
ば
、
男
子
に
は
二
百
五
十
戒
、
女
子
に
は
三
百
四
十
八
戒
を
持
せ
し
め
、
こ
れ
を
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具
足
戒
と
称
し
て
い
る
。

ま
た
在
家
に
あ
つ
て
は
、
男
女
と
も
に
不
殺
生
乃
至
不
飲
酒
等
の
五
戒
を
持
せ
し
め
、
ま
た

一
日

一
夜
、
出
家
の
戒

た
る
八
斎
戒
を
持
せ

し
め
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
五
戒
、
八
斎
戒
、
十
戒
、
六
法
戒
、
具
足
戒
な
ど
は
、
こ
の
欲
界

の
戒
法
で
あ
つ
て
、

そ
の
持
す
る
に
從

つ

て
別

々
に
解
脱
す
る
と
い
う
の
で
別
解
脱
戒
と
も
い
い
、
こ
の
外
に
定
共
戒
と
道
共
戒
と
を
立
て
て
い
る
。

そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
戒
法
の
な
か
、
具
足
戒
が
最
も
微
細
に
規
定
さ
れ
、
五
篇
七
聚
に
大
別
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
に
睾
げ
ら
れ
て

い
る
四
波
羅
夷
、
す
な
わ
ち
婬
盗
殺
妄

の
四
種
を
以
て
重
罪
と
し
て
い
る
。
波
羅
夷
と
は
種
々
な
る
意
味
が
あ
る
が
、
常
に
は
断
頭
の
義
を

用
い
て
い
る
。
道
宣
の

『
四
分
律
行
事
砂
』
中
之

一
に
は
種
々
な
る
義
を
墾
げ
て
後
、

『
四
分
律
』
の
断
頭
、
無
蘇
、
不
共
住
の
義
を
説
い

て
い
る
。

「
四
分
云
、

波
羅
夷
者
、
讐
如
下
断
=
人
頭

一不
上
レ可
=復
起

一、

若
犯
=
此
法

一、
不
三復
成
=比
丘
一故
、
・此
從
二行
法
非
用
一爲
γ名
、
又
云
、

波
羅
夷
者
無
鯨
也
、
此
從
=衆
法
繕
分
一爲
γ名
、
故
偶
云
、
諸
作
=悪
行
行
一者
、
猫
如
二彼
死
　
一、
衆
所
不
一一容
受
一、
以
7此
當
γ持
γ戒
、

又
名
二不
共
住

一者
、
不
r得
下
於
二説
戒
錫
磨

二
種
僧
中

一共
住
上故
」

(『
正
藏
』
第
四
+
巻
四
六
丁
)

こ
の
四
波
羅
夷
は
比
丘
に
封
す
る
も

の
で
、
比
丘
尼
に
は
更
に
四
罪
を
加
え
て
八
波
羅
夷
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
四
は
比
丘
の
四
波

羅
夷

に
同
じ
く
、
第
五
に
摩
鯛
戒
、
第
六
に

八
事
成
重
戒
、
第
七
に
覆
比
丘
尼
重
罪
戒
、
第
八
に
随
順
被
墾
比
丘
違
尼
信
三
諌
戒
で
あ
つ

て
、

こ
れ
ら
八
波
羅
夷
に
は
種
々
な
る
解
繹
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
特
に
注
意
を
要
す
る
も

の
は
第

一
に
婬
戒

を
墾
げ
て
い
る
黙
で

あ
る
。
ま
た
比
丘
尼
に
封
し
て
は
第
五
の
摩
燭
戒
と
い
い
、
第
六
の
八
事
成
重
戒
と
い
い
、
と
も
に
痛
く
婬
心
を
誠
し
め
た
こ
と
に
注
意
し

な
け

れ
ば
な
ら
澱
。

こ
れ
ら
小
乗
の
四
波
羅
夷
、
八
波
羅
夷

の
重
罪
に
封
し
て
、
大
乗
は
十
波
羅
夷
を
読
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
梵
網
経
』
に
読
か
れ
て
い

る
十
重
禁
戒
で
あ
つ
て
、
快
意
殺
生
戒
、
劫
盗
人
物
戒
、
無
意
行
欲
戒
、
故
心
妄
語
戒
、
酷
酒
生
罪
戒
、
談
他
過
失
戒
、
自
讃
殿
他
戒
、
樫



7暉 と戒 とについて

生
殿
辱
戒
、
瞑
不
受
謝
戒
、
鍛
諦
三
寳
戒
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
十
波
羅
夷
の
な
か
、
特
に
殺
を
最
初
に
摯
げ
た
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
大
乗
の
菩
薩
は
樹
他
的
で
あ
り
、
他
の
も
の
を
殺
す
と
い
う
こ
と
は
最
も
無
慈
悲
で
あ
つ
て
、
菩
薩

の
資

格
を
失
う
第

一
條
件
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
十
重
禁
戒
は
小
乗
沙
彌
の
十
戒
と
比
較
す
る
と
、
か
の
十
戒
は
自
己
的
で
あ
り
、

第
六
巳
下
の
不
著
華
童
香
塗
、
不
歌
舞
観
聴
、
不
坐
高
廣
淋
上
、
不
非
時
食
、
不
蓄
金
銀
寳
の
如
き
は
、
み
な
自
己

一
身
の
上
の
戒
法

で
あ

る
の
に
封
し
、
こ
の
十
重
禁
戒
は
、
第
六
巳
下
に
於
て
、
み
な
対
他
的
の
意
味
が
あ
ら
わ
れ
、
特
に
三
寳
護
持
の
念
を
読
い
て
い
る
鮎
は
大

に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
乗
戒
は
常
に

『
梵
網
経
』
に
説
く
十
重
禁
戒
、
四
十
八
輕
戒
を
指
し
、
出
家
在
家
に
通
じ
、
ま
た
男
女
に
通
ず
る
戒

で
あ
る
。

『
菩
薩

理
瑠
本
業
経
』
上
巻
に
は
十
不
可
悔
戒
と
し
て
、
こ
の
十
重
禁
戒
を
塞
げ
、
ま
た
同
経
下
巻
に
は
三
聚
浄
戒
の
名
も
出
て
い
る
。

「
佛
子
、

今
爲
=諸
菩
薩

一結
二
一
切
戒
根
本

一、
所
謂
三
受
門
、
撮
善
法
戒
、

所
謂
八
萬
四
千
法
門
、
擾
衆
生
戒
、
所
謂
慈
悲
喜
捨
、
化
二

及

一
切
衆
生
一、
皆
得
二安
樂
一、
撮
律
儀
戒
、
所
謂
十
波
羅
夷
」

(『正
藏
』
第
二
+
四
巻
一
〇
二
〇
丁
)

こ
の
三
聚
浄
戒

の
名
は

『
菩
薩
地
持
経
』
第
四
、

『
菩
薩
善
戒
経
』
第
四
、

『
喩
伽
師
地
論
』
第
四
十
に
も
出
て
い
る
名
目
で
、
大
乗
の

精
神
を

良
く
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
。

『菩
薩
地
持
経
』
第
四
方
便
虚
戒
品
に
は
、

菩
薩

の
修
す
べ
き

　
羅
波
羅
蜜
に

九
種
の
戒
を

摯
げ
、
そ
の
第

二
の

一
切
戒
を
略
し
て
在
家
出
家

の
二
種
と
な
し
、
ま
た
三
種
に
分
け
て
、
律
儀
戒
、
撮
善
法
戒
、
撮
衆
生
戒
と
な
し
、
更

に
律
儀
戒
を
説
い
て
、

「
律
儀
戒
者
、
謂
七
衆
所
受
戒
、
比
丘
比
丘
尼
、
式
叉
摩
尼
、

沙
彌
沙
彌
尼
、
優
婆
塞
優
婆
夷
、
在
家
出
家
、
随
=
其
所
懸

一、
是
名
二律

儀
戒

一」

(『正
藏
』
第
三
十
巻
九

一
〇
丁
)

と
い
う
て
い
る
。

こ
れ
を
見
れ
ぼ
、
恰
か
も
小
乗
戒
の
七
衆
別
解
脱
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ま
た
大
乗
の
精
神
で
以
て
修

す
れ
ば
、
み
な
大
乗
戒
と
な
る
と
見
る
説
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
台
大
師
の

『
法
華
玄
義
』
第
三
下
に
、
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コ
ニ
蹄
五
戒
十
善

二
百
五
十
皆
是
摩
詞
術
、
量
有
三鹿
戒
隔
=於
妙
戒
一」

(『
正
藏
』
第
三
+
三
巻
七
一
八
丁
)

と
い
い
、
ま
た
六
租
荊
漢
大
師
は

『
止
観
輔
行
傳
弘
決
』
第
四
之

一
に
、

「
大
経
及
十
住
婆
沙
、
皆
指
二篇
聚
一云
、
菩
薩
摩
詞
薩
持
=是
禁
戒

一、
當
レ知
、
戒
無
=
大
小
一、

由
一一受
者
心
期

一」
(『
正
藏
』
第
四
+
六
巻

二
五
五
丁
)

と
説

い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
支
那
に
於
け
る
諸
宗
の
大
乗
敏
徒
は
、
み
な
五
篇
七
聚
の
小
乗
戒
を
持
す
る
風
習
が
あ
つ

た
が
、
こ
れ
は
ま
た

『
大
般
浬
漿
経
』
に
於
け
る
扶
律
談
常
の
意
に
依
つ
た
も
の
と
も
見
ら
る
る
。

四

然

る
に
、
日
本
天
台
に
於
け
る
傳
教
大
師

の
み
は
、
從
來

の
風
習
を
破

つ
て
、
濁
自
の
立
場
を
主
張
し
、
小
乗
戒
を
棄
捨
し
て
永
く
小
乗

下
劣

の
修
行
を
離
れ
た
と
い
い
、
こ
こ
に
小
乗
戒

の
外
に
、
別
に
大
乗
の
圓
頓
戒
あ
る
こ
と
を
顯
わ
し
、
ま
た
達
磨
の

一
心
戒
を
も
相
承
し

た
と
い
う
の
で
、
輝
戒
に
與
う
る
影
響
も
甚
だ
多

い
も
の
が
あ
る
と
信
ず
る
か
ら
、
こ
れ
に
就
て

一
考
し
て
見
る
こ
と

に
す
る
。

そ
も
そ
も
天
台
宗
に
於
て
は
、
高
租
天
台
大
師
は
、
す
で
に

『
梵
網
経
』
に
註
繹
を
加
え
、
晴
帝
に
授
戒
す
る
に
菩
薩
の
大
戒
を
以
て
し

た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
日
常
行
儀
を
規
定
す
る
も
の
は
、
主
と
し
て

『
十
諦
律
』
に
依
つ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
六
祀
荊

漢
大
師
も
こ
れ
と
同
じ
く

『
四
分
律
』
を
採
用
し
て
、
日
用
行
儀

の
規
範
と
せ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
台
宗

の
教
學
よ
り
し
て
法
華

開
會

の
深
旨
に
依
り
、
小
印
大
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

ま
た

『
四
分
律
』
に
依
つ
て
戒
律
を
説
く
南
山
宗
の
宗
租
道
宣
律
師
も
、
天
台
の
教
學
を
受
け
、
分
通
大
乗

の
思
想
の
あ
つ
た
こ
と
は
、

『
律
宗
綱
要
』
下
巻

一
五
丁
に
も
読
か
れ
、
ま
た
こ
の
南
山
宗
を
相
承
し
て
日
本
に
戒
法
を
傳
え
た
鑑
眞
和
尚
の
如
き
も
、
二
百
五
十
戒
を

傳
え
な
が
ら
、

一
面
に
は
天
台

の
學
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
凝
然
の

『
三
國
佛
教
傳
通
縁
起
』
に
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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「
鑑
眞
和
尚
、
宗
研
=天
台
一、
律
弘
=
四
分

一、
四
分
當
宗
分
通
二大
乗

一、
況
依
三内
謹
二
天
台
敏
宗

噛、
立
壇
弘
レ律
、

一
乗
法
華
開
シ鹿
顯
レ

妙
、
眺
尼
學
印
大
乗
學
、
五
篇
七
聚
帥
摩
詞
宿
、

第

一
義
光
非
=青
黄
等

一、
三
蹄
五
戒
八
戒
十
戒
皆
是

一
実
妙
摩

詞
術
」

へ『傳
通
縁
起
』

下
巻
八
丁
)

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
、
戒
法
と
し
て
別
に
喩
伽
戒
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。

す
な
わ
ち

『
喩
伽
師
地
論
』
の

所
論
に
依
つ
た
も
の

で
、
前
に
摯
げ
た
そ
の
異
課
別
出
せ
る

『
菩
薩
地
持
経
』

『
菩
薩
善
戒
経
』
等
に
於
て
、
大
乗
の
三
聚
浄
戒
を
明
し
、
そ
の
な
か
の
律
儀
戒

に
於

て
小
乗

の
七
衆
別
解
脱
戒
を
示
し
て
い
る
黙
を
指
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
喩
伽
戒
と
い
い
、
大
小
共
門
の
戒
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、

こ
の
思
想
は
南
山
の
道
宣
律
師
に
あ
つ
た
と
い
わ
れ
、
島
地
大
等
氏
の

『
天
台
教
學
史
』

一
四
〇
丁
已
下
に
論
誰
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
が
更
に
鑑
眞
和
尚
に
も
傳
承
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鑑
眞
和
尚
は
日
本
の
天
李
勝
寳
六
年

(
七
五
四
)
四
月
、
東
大
寺
大
佛

殿
前

に
戒
壇
を
築
き
、
始
め
て
登
壇
授
戒
を
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
戒
は
小
乗
戒
で
あ
つ
た
か
大
乗
戒
で
あ
つ
た
か
、
或
は
大
乗
戒
と

す
れ
ば
、
共
門
戒
で
あ
つ
た
か
不
共
門
戒
で
あ
つ
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
今
日
大
に
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
關
し
て
は
輻
田

尭
頴
氏
の

『
天
台
學
概
論
』
五

一
六
丁
已
下
に

『
梵
網
経
』
に
依
る
菩
薩
戒
で
あ
つ
た
と
力
読

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も

一
説
と
し
て
見
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。

こ
の

『
梵
網
経
』
に
依
る
菩
薩
戒
は
、
日
本
天
台

の
傳
教
大
師
に
至
つ
て
、
特
に

『
法
華
経
』
の
圓
教
思
想
に
依

つ
て
、
圓
頓
大
戒
と
稻

し
、
小
乗
戒
の
外
に
、
別
に
大
乗
の
圓
頓
戒
な
る
も
の
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
傳
教
大
師
に
樹
す
る
根
本
思
想
は
、

「
正
依

法
華
、
傍
依
梵
網
」
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
議
論

の
書
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

『
天
台
法
華
宗
學
生
式
問
答

』
第
四
に
明
ら
か
に
出

て
い
る
。

「
正
依
=法
華

一
乗
戒
三
如
來
室
衣
坐
戒
、
身
口
意
誓
四
安
樂
行
戒
、
普
賢
四
種
戒

一、
次
依
=普
賢
経
三
師
諸
讃
同
學
一、

傍
依
=梵
網
十

重
四
十
八
輕
[戒
一云
云
」

(『傳
教
大
師
全
集
』
第
三
巻
七
五
九
丁
)
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こ
の

「
正
依
法
華
、
傍
依
梵
網
」
の
思
想
は
、
支
那
の
天
台
大
師
に
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
天
台
大
師
を
始
め
六
租
荊
漢
大

師
、
及
び
日
本

に
渡
來
し
た
鑑
眞
和
尚
の
如
き
は
、
あ
ま
り
大
小
乗

の
匪
別
を
認
め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は
幽
玄
な
る
大
乗
の

理
戒

で
あ
つ
て
も
、
そ
の
實
行
上
の
形
式
は
卑
近
な
る
小
乗
の
事
戒
に
依
つ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
傳
教
大
師
に
至

つ

て
は
、

一
向
大
乗
、

一
向
小
乗
、
大
小
象
行
と
に
画
別
し
、

一
向
大
乗
た
ら
し
め
ん
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
が

あ
る
わ
け
で
あ
る
。

何
故

に
、
傳
教
大
帥
は
小
乗
戒
を
嫌
い
、
大
小
景
行
を
も
捨
て
た
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
見
方
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く

傳
教
大
帥
は
三

一
槽
實
の
論
孚
に
も
示
す
が
如
く
、
法
華

一
實
を
顯
さ
ん
が
爲
め
に
は
、
峻
烈
を
極
め
た
折
伏

の
利
剣

に
依

つ
て
、
敵
者
に

封
せ
ら
れ
た
論
破
が
、
こ
の
戒
法
の
上
に
も
假
借
す
る
と
こ
ろ
な
く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次

に
、
こ
の
傳
教
大
帥
の
圓
頓
戒
に
つ
い
て
は
、

一
心
戒
、

一
心
金
剛
戒
、

一
乗
戒
、

一
乗
菩
薩
戒
、
或
は
佛
性
戒
、
自
性
清
浄
戒
な
ど

の
異

名
を
以
て
呼
ば
れ
、
そ
の
内
容
特
質
に
つ
い
て
は
、
種
々
な
る
も
の
が
包
含
せ
ら
れ
、
そ
の
眞
意
に
は
不
明
瞭
な
も
の
も
あ
る
が
、
し

か
し
、
小
乗
戒

の
外
に
大
乗
戒
を
立
て
、
大
乗
の
菩
薩
僧
を
養
成

せ
ん
と
す
る
意
圖
は

『
山
家
學
生
式
』

『
顯
戒
論
』
等
を
通
じ
て
充
分

に

知
る

こ
と
が
出
來
る
。
す
な
わ
ち

『
山
家
學
生
式
』
に
於
け
る
弘
仁
十
年
三
月
十
五
日
に
上
表
せ
ら
れ
た
四
條
式
に
依

つ
て
も
、
明
か
に
佛

寺
、
佛
寺
上
座
、
佛
戒
、
佛
授
戒
に
於
て
、
裁
然
と

一
向
大
乗
寺
、

一
向
小
乗
寺
、
大
小
兼
行
寺

の
あ
る
こ
と
を
読
き
、
戒
に
大
乗
戒
と
小

乗
戒
と
を
甑
別
し
て
、
そ
こ
に

一
向
大
乗
寺
を
建
て
、

一
向
大
乗
櫓
を
住
せ
し
め
ん
と
せ
ら
れ
た
こ
と
が
解
る
。
ま
た
、

こ
れ
に
封
し
て
奈

良
の
護
命
櫓
都
以
下
連
署
し
て
其
の
否
な
る
こ
と
を
奏
し
、
東
大
寺
景
深
は

『
迷
方
示
正
論
』
を
著
し
て
二
十
八
失
を
数
え
た
の
で
、
傳
敏

大
帥
は
こ
こ
に
奮
然
と
立
つ
て

『
顯
戒
論
』
三
巻
を
撰
し
、
更
に

『
顯
戒
論
縁
起
』
二
巻
を
も
作

し
て
、
堂

々
た
る
論
陣
を
張

つ
て
、
大
乗

■

戒
允
許
を
朝
廷
に
請
う
た
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
傳
教
大
帥
は
弘
仁
十
三
年

(
八
二
二
)
四
月
病
に
臥
し
途
に
自
ら
起
た
ぎ
る
こ
と
を

知
る
や
、
諸
弟
子
に
遺
言

し
、
臨
終
の
時
の
語
と
し
て
、
光
定
の

『
傳
述

一
心
戒
文
』
中
巻
に
は
左
の
如
く
傳
え
て
い
る
。

「
弟
子
承
二先
師
命
一、
彼
時
師
云
、
爲
γ我
勿
レ作
7佛
、
爲
γ我
勿
μ腐
γ経
、
述
=我
之
志

一者
、
臨
終
之
時
、
深
欲
γ傳
=
一
乗
戒

一、
寄
二
此

r



之

旨

一」

(『
傳
教
大
師
全
集
』
別
巻

一
八
八
丁
)

か

く

し

て
、

傳

教

大

帥

は

六

月

四

日

に

五
十

四
歳

を

一
期

と

し

て

入
寂

せ
ら

れ

た
が

、

朝

廷

は
、

與

え

た

と

い
う

の

で
あ

る
。

そ
の
志
を
追
慕
し
、
大
乗
戒

の
公
認
を

五
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こ
の
傳
教
大
帥
の
大
乗
戒
、
す
な
わ
ち
圓
頓
戒
な
る
も
の
は
、
そ
の
内
容
特
質
は
複
雑
な
も
の
で
あ
つ
て
、

一
面
よ
り
い
え
ば
、
密
教
の

一
心
金
剛
戒
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
、
支
那
の

一
行
琿
帥
の
創
唱
し
た
三
摩
耶
戒
が
そ
れ
で
あ
り
、

『
大
日
経
義
繹
』
の
所
詮
を
根
襟
と
す
る

読
も

あ
り
、
ま
た

一
面
よ
り
い
え
ば
、
暉
宗
に
關
係
が
あ
り
、
達
磨
の

一
心
戒
を
相
傳
し
た
も
の
と
い
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
傳
教
大
帥

は
十

二
歳
に
し
て
行
表
律
帥
に
投
じ
、
達
磨
の

一
心
戒
を
相
傳
し
、
支
那
に
於
て
は
、
達
磨
大
帥
が
衡
山
の
道
場

に
南
岳

の
慧
思
輝
帥
と
問

答
し
た
と
い
わ
れ
、
南
岳
よ
り
天
台
と
次
第
相
承
す
る
圓
頓
戒
な
る
も
の
に
は
達
磨
の

一
心
戒
と
關
聯
し
て
い
る
と
、
光
定
が

『
傳
述

一
心

戒
交

』
に
説
き
、
ま
た
、

こ
の
外
に
傳
敏
大
帥
の

『
内
謹
佛
法
相
承
血
脈
譜
』

へ『傳
教
大
師
全
集
』
第
二
、
五
;
〒

)
の
な
か
に
も
、

「
達

磨
大
師
付
法
相
承
師
師
血
脈

一
首
」
を
載
せ
、
北
宗
琿
、
牛
頭
暉
を
傳
え
た
と
い
う
て
い
る
。

か
く
の
如
く
傳
教
大
帥
の
大
乗
戒
は

「
正
依
法
華
傍
依
梵
網
」
と
い
い
な
が
ら
、
更
に
密
教
、
輝
宗
に
竜
關
係
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
台
密

輝
戒
四
宗

一
致
の
思
想
に
依

つ
て
成

つ
た
も
の
と
見
ら
れ
、そ
の
宗
意
は
、こ
の
凡
夫
具
縛

の
身
を
以
て
直
ち
に
菩
薩
の
大
戒
を
受
け
し
め
、

菩
薩

の
大
信
と
な
し
、
自
性
清
深
心
に
具
す
る
戒
定
慧
の
三
學
を
修
す
る
と
こ
ろ
、
三
乗
迂
廻
の
化
城
に
滞
留
せ
し
め
ず
、

一
乗
の
寳
所
に

入

つ
て
虚
空
不
動
の
三
學
の
戒
農
を
獲
得
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
傳
述

一
心
戒
文
』
中
巻
に
も
、

「先

帥
云
、
今
我
山
家
宗
、
寄
=安
樂
行
品
文

一、
不
レ依
=小
乗
戒

一而
依
=大
乗
戒

一、
約
=法
華
意

一、
而
於
二火
宅
之
内
一乗
二大
白
牛
車
一、

於
=
火
宅
之
外
一不
r乗
=大
白
牛
車

一、自
γ初
到
γ後
、受
二菩
薩
戒

一而
爲
=菩
薩
僧

一、修
二指
自
性
清
深
三
學

一而
不
γ留
=
迂
廻
之
道
一、
直
往
=
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寳
所
'得
一一於
佛
果

一」

(『傳
教
大
師
全
集
』
別
巻

一
八
二
丁
)

と
い
い
、
更
に
下
巻
に
於
て
は
、

「
如
7是
行
人
、
於
=自
性
清
澤
心
中
一不
γ犯
=
一
切
戒
一、
是
印
盧
空
不
動
戒
、
又
於
二自
性
清
澤
心
中
一安
住
不
γ動
、
如
=須
彌
山
一、
是
則

虚
空
不
動
定
、
又
於
=自
性
清
浄
心
中
'通
=達
.一
切
法

一、
無
碍
自
在
、
印
是
盧
空
不
動
慧
、
如
γ是
等
戒
定
慧
、

名
=盧
遮
那
佛
一」

(『傳

教
大
師
全
集
』
別
巻
一=

四
丁
)

と
い
う
て
い
る
が
、
こ
の
虚
空
不
動
の
三
學
の
戒
禮
と
は
恰
か
も
盧
空
の
無
碍
な
る
が
如
く
、
生
滅

の
動
揺
を
遠
離
し
た

一
腱
常
住
の
三
學

を
且
ハ足
す
る
と
い
う
意
味
で
、
所
謂
盧
遮
那
浄
満

の
佛
身
、
萬
善
萬
徳
を
聚
め
て
荘
嚴
し
た
佛
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思

想
は
南
岳
の
慧
思
輝
帥
に
始
ま
り
、
ま
た
虚
空
不
動

の
三
學
と
い
う
語
は
、
天
台
大
帥
の

『
普
禮
法
』
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
の
で
、
傳
教

大
帥

の
新
読
で
は
な
い
。
ま
た
傳
教
大
師

の

『
註
無
量
義
経
』
巻

一

(『傳
教
大
師
全
集
』
第
二
、
三
九

一
丁
)
に
も
設
か

れ
て
い
る
。

い
ま
更
に
、

こ
の
思
想
を
深
く
考
察
し
て
見
る
と
、
先
ず
受
戒
に
於
て
自
性
清
澤
の
三
學
を
獲
動
し
、
菩
薩
の
自
利
利
他
の
萬
行
を
修
す

る
と
き
、
そ
こ
に
佛
果
を
讃
す
る
盧
空
不
動
の
三
學
を
顯
現
す
る
と
い
う
の
で
、
佛
果
の
萬
善
萬
徳
と
虚
空
不
動
の
三
學
と
は
同
禮

の
異
名

に
過
ぎ
な
い
。
故
に
佛
果
の
萬
善
萬
徳
を
聚
め
た
る
戒
艦
を
授
戒
の
掲
磨

に
依
つ
て
、
そ
の
ま
ま
凡
夫
具
縛
の
身
に
授

け
ら
る
る
と
こ
ろ
、

そ
こ
に

「
受
戒
の
印
身
成
佛
」
が
成
立
す
る
の
で
、
こ
の
幽
玄
な
る
三
學

一
禮
説
が
後
の
天
台
學
匠
の
間
に
も
種
々
に
議
論
さ
れ
、
ま
た
廣

く
他
宗

の
教
學
に
も
影
響
を
與
え
て
多
く
の
読
を
生
ず
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
讐
え
ば
天
台
宗
中
古
の
學
匠
は
、

一
心
三
観
の
観
行
を
以

て
圓
頓
戒
の
所
持
な
り
と
し
、
別
に

一
心
三
観
の
血
脈
の
外
に
圓
頓
戒

の
戒
脈
授
受
を
行
わ
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
天
台
宗

全
書
』
に
於
け
る

『
藏
圓
抄
』
十
八
丁

『
二
帖
抄
見
聞
』
六
十
九
丁
の
所
説

の
如
き
が
そ
れ
に
當
る
の
で
あ
る
。

ま

た
前
に
読
い
た

「
受
戒

の
師
身
成
佛
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
傳
教
大
師
に
は
、
こ
の
語
は
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
五
大
院
安
然
の

『
普
通

授
菩
薩
戒
儀
廣
繹
』

の
中
に
於
て
盛
ん
に
力
読
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

し
か
も

一
旦
、

授
戒
に
依
つ
て
戒
禮
を
得
れ
ば
、

そ
の
行
住
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坐
臥

の
四
威
儀
が
、
そ
の
ま
ま
盧
遮
那
浮
渦
の
行
で
あ
つ
て
佛
作
佛
行
で
あ
る
。
得
戒
以
後
の
語
黙
動
静
は
、
こ
れ
は
悉
く
わ
れ
ら
の
心
底

に
潜
め
る
圓
頓
戒
の
戒
艦
か
ら
流
れ
出
る
行
爲
で
あ
つ
て
、
萬
善
萬
徳
の
生
活
と
な
り
、

一
度
受
け
た
戒
艦
は
、
如
何
な
る
悪
因
縁

に
依
る

も
、
未
來
永
劫
に
亡
失
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
い
う
て

「
一
得
永
不
失
」
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『
菩
薩
理
路
本
業
経
』
下
巻
に

も
、

「
故
知
、
菩
薩
戒
有
;受
法

"而
無
二捨
法

一、
有
γ犯
不
レ失
、
蓋
二未
來
際

二

(『
正
藏
』
第
二
+
四
巻
一
〇
一=

丁
)

と
い
い
、
ま
た

『
梵
網
経
』
下
巻
に
も
、

「
金
剛
寳
戒
是

一
切
佛
本
源
、

一
切
菩
薩
本
源
、

佛
性
種
子
、

一
切

衆
生
皆
有
=佛
性

一、

一
切
意
識
色
心
是
惰
是
心
、

皆
入
=佛
性
戒

中

一、
當
當
常
有
γ因
故
、
有
=當
當
常
住
法
身

一」

(『
正
藏
』
第
二
+
四
巻
一
〇
〇
三
丁
)

と
い
い
、

「
一
切
衆
生
戒
本
自
性
清
浮
」
と
も
説

い
て
あ
る
の
に
、
み
な

「
一
得
永
不
失
」
の
義
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
圓
頓
戒
が
佛
性
を
戒
禮
と
な
し
、
自
性
清
潭
心
を
本
源
と
す
る
以
上
、
こ
の
佛
性
は
永
久
不
滅
の
も
の
で
あ
つ
て
、
戒
艦
も
亦
、
永
久

不
滅

の
も
の
と
い
い
、

「
捨
法
な
し
」
と
読
き
、

「
犯
あ
る
も
失
わ
ず
」
と
い
わ
る
る
所
以
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
大
院
安
然
も
、

「
如
來
寳
戒
、

一
受
永
固
、
然
不
=
犯
失

一、
而
有
=大
用

一、
讐
如
下金
剛

一
成
=利
寳

一、
更
不
中
破
壊
上」

へ『普
通
授
菩
薩
、双
儀
廣
繹
』
上
巻

三
一
丁
)

と
説

い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
暉
に
も
通
じ
、
そ
の
聞
の
交
渉
は
、
ま
た
見
逃
す
こ
と
が
出
來
な
い
も
の
が

あ
る
と
信
ず
る
。

六

次

に
暉
戒
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
先
ず
榮
西
暉
師
(
=

四

一-

一
二
一
五
)
の
暉
戒
思
想
で
あ
る
。
榮
西
に
關

す
る
こ
と
は
拙
著

『榮

西
』

に
於
て
凄
表
し
、
そ
の
と
き
、
そ
の
撰
述
書
目
を

載
せ
て
、

『
圓
頓

一
心
戒
和
解
』
と

『
受
戒
儀
軌
』
と
の

二
種
あ
る
こ
と
を
説

い
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た
。
そ
の
後
、山
口
光
圓
氏
等
の

『
日
本
天
台
宗
典
目
録
』
が
獲
行
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
依
る
と
榮
西
の
撰
述
書
目
三
十
種
を
載
せ
、ま
た

『
佛

書
解
読
大
群
典
』
に
も
十
四
種
の
撰
述
を
羅
げ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に

『
一
心
戒
儀
軌
』

『
授
縄
戒
作
法
』
の
名
が
出

て
い
る
が
、
不
幸
に

し
て
私
は
見
て
い
な
い
。

『授
暉
戒
作
法
』
に
つ
い
て
は
、
岡
田
宜
法
氏
の

『
暉
學
研
究
法
と
其
資
料
』
三
八
三
丁
に
そ
の
内
容
を
読
明
し

て
い
る
が
、
別
に
輝
戒

の
特
色
は
見
ら
れ
な
い
。
榮
西
の
著
述
と
し
て
は

『
興
輝
護
國
論
』
三
巻

『
出
家
大
綱
』

一
春

『
齋
戒
渤
進
文
』

一

巻
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
申
心
思
想
は
、
特
に
戒
律
を
重
ん
じ
、
持
戒
あ
り
て
こ
そ
正
法
は
久
し
く
此
の
世
に
住
す
と
い
い
、
『
四
分
律
』
『梵

網
経
』
等
に
依
つ
て
戒
法
を
読
き
、
た
と
い
小
乗
戒
と
錐
も
、
大
乗
の
精
神
を
以
て
修
す
れ
ば
、
そ
れ
に
て
皆
、
大
乗

に
な
る
と
い
い
、
そ

の
要
は
、
大
小
の
戒
を
以
て
、
暉
に
修
入
す
る
方
便
な
り
と
い
う
意
味
を
読
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
興
暉
護
國
論
』
下
巻
の
左
の
文
が
そ

れ
に
當
る
。

.

.「
輝
宗
者
、
不
三必
望
二
長
遠
之
果
一、
不
三敢
期
二後
日
之
盆

一、
以
二浮
戒
一爲
二方
便

一、

抜
二眼
前
之
毒
箭

一、
期
=師
生
之
妙
悟

一也
」
(『輝

學
大
系
』
組
録
部
四
、
二
五
丁
)

次

に
道
元
暉
師

(
「
二
〇
〇
1

=
一五
三
)
に
は

『
正
法
眼
藏
」
の
な
か

「
受
戒
」
の
巻
が
あ
る
。

ま
た

「
出
家
」

「
出
家
功
徳
」

「
蹄
依

三
寳
」
の
巻
も
出
家
授
戒

の
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
輕
覗
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
の
外
に

『
佛
祀
正
傳
菩
薩
戒
作

法
』
あ
り

『
永
卒
得
度
略
作
法
』
あ
り
、
こ
れ
ら
に
依

つ
て
道
元
暉
師
の
暉
戒
に
關
す
る
思
想
も
窺
う
こ
と
が
出
來
る
。
も
と
よ
り
彼
は
出

家
佛

法
を
説
き
、
出
家
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
、
得
道
成
佛
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
と
い
い
、
三
鯖
、
三
聚
、
十
重
禁
の
十
六
條
戒
を
説
き
、
左
の

如
く

「受
戒
」
の
巻
に
も
示
し
て
い
る
。

「
上
來
、
三
露
、
三
聚
深
戒
、
十
重
禁
戒
、
是
諸
佛
之
所
二受
持

一、
汝
從
二今
身

一至
二佛
身
一、
此
十
六
支
戒
如
レ是
持
」

(『
輝
學
大
系
』
魍

録
部
三
、
四
六
三
丁
)

こ
の
十
六
條
戒
は
道
元
以
前
、
誰
人
が
唱
え
た
も
の
か
到
然
と
し
な
い
。
道
元
は
、
達
磨
が
正
傳
し
た
と
い
い
、

「
受
戒
」
の
巻
の
な
か
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に

、
「今
、
佛

々
祀
々
正
傳
す
る
と
こ
ろ
の
佛
戒
、
只
嵩
嶽
襲
祀
ま
さ
し
く
傳
來
し
、
震
且
五
傳
し
て
曹
難
高
祀
に
い
た
れ
り
、
青
原
南
岳
の

正
傳
、
今
に
傳
は
れ
り
と
錐
も
、
杜
撰
の
長
老
等
か
つ
て
知
ら
ざ
る
も
の
あ
り
」

(『輝
學
大
系
』
祀
録
部
三
、
四
六

一
丁
)

と
説

き
、
そ
の
終
り
に
丹
霞
天
然
、
藥
山

の
高
沙
彌
の
受
持
を
示
し
て
、

「
比
丘
戒
を
う
け
ざ
る
租
師
あ
れ
ど
も
、
此
佛
租
正
傳
菩
薩
戒

を

う
け
ざ

る
祀
師
い
ま
だ
あ
ら
ず
、
か
な
ら
ず
受
持
す
る
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
丹
霞
天
然
、
藥
山
の
高
沙
彌
の
傳
記
は

『
景
徳
傳
燈
録
』
第
十
四
巻
に
載
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
十
六
條
戒
ら
し
い
も
の
は
、
少
し
も
見
當
ら
な
い
。
ま
た

『
佛
租
正
傳
菩
薩
戒
作

法
』
は
如
浮
暉
師
よ
り

の
口
傳
を
成
文
化

し
た
も
の
と
傳
え
ら
れ
、
傳
法
に
直
接
な
關
係
が
あ
り
、
洞
家
と
し
て
は
重
要
な
る
便
値
あ
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
内
容
も
十
六
段
に
分
れ
、
十
六
條
戒
も
軍

に
、
そ
の
名
目
を
列
ね
た
の
み
で
あ

る
。
ま
た

『
永
卒
得
度
略
作
法
』
も
、
も
と
は

「出
家
作
法
」
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
を
面
山
に
依
つ
て
改
名
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
在

家

の
男
女
が
出
家
す
る
と
き
の
受
戒
作
法
で
あ
つ
て
、
出
家
の
功
徳
を
示
し
、
俄
悔
、
三
蹄
、
沙
彌
十
戒
、
三
聚
浮
戒
、
十
重
禁
戒
の
戒
品

を
學
げ

て
い
る
が
、
こ
の
な
か
注
目
す
べ
き
は
十
六
條
戒

の
外
に
沙
彌
十
戒
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
道
元
は
十
六
條
戒
の
軍
受

の
み
で
な
く
、
或
は
沙
彌
十
戒

と
十
六
條
戒

と
の
複
受
を
唱
え
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
見
ら
る
る
。

「受
戒
」

の
巻
に
於
て
も
、

「
既

に
聲
聞
戒
を
受
く
、
慮
さ
に
菩
薩
戒
を
受
く
べ
し
、
此
れ
入
法

の
漸
な
り
」
と
い
え
る
が
如
き
は
、
最
も
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思

う
Q道

元
の
暉
戒
と
し
て
最
も
猫
創
的
な
意
見
を
示
し
た
も
の
に

『教
授
戒
文
』

一
巻
が
あ
る
。
こ
れ
は
簡
軍
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

一
句

一
旬

に
深
玄
の
義
趣
を
含
め
、
超
倫
理
的
な
琿
戒

の
全
貌
を
提
唱
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
っ
今
日
、
洞
家

に
於
け
る
輝
戒
を
極
め

て
超
倫
理
的
に
読
き
、
輝
の
極
致
と
同

一
互
格
に
高
め
、
暉
戒

一
致
を
主
張
す
る
の
も
、
そ
の
淵
源
は
、
こ
の

『
教
授
戒
文
』
に
あ
る
も
の

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の

『
教
授
戒
文
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
製
作
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
岡
田
宜
法
氏
の

『
日
本
輝
籍
史
論
』
上
巻
七
九
丁
に
は
、

「
果
し

て
何

時
ご
ろ
の
御
選
述
で
あ
る
か
と
云
う
こ
と
は
、
文
献
的
な
資
料
を
見
出

し
難

い
」
と
い
う
て
い
る
。
し
か
し
、
曙

道
の

『
宗
傳
戒
文
試

参
請

』
の
始
め
に
は
、

「
螢
山
和
尚
云
、

右
教
授
交
、
昔
在
=
口
授

一、

而
不
γ彰
=於
筆
一、
永
李
租
、

普
授
一一諸
人

一之
時
、
弊
和
尚
記
=干

一
説
一、
以
示
=戒
大

概

一、
今
授
=戒
於
慧
球
大
師

一、
乃
篤
γ之
與
云
、
日
本
元
亨
三
年
癸
亥
八
月
二
十
八
日
書
畢
、
篤
本
自
持
不
ン秘
」

(『曹
洞
宗
全
書
』
暉
戒

一
〇
六
丁
)

と
あ
る
か
ら
、
道
元
の
口
授
を
弟
子
の
懐
鼻
が
成
文
化
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
、
こ
の

『
教
授
戒
文
』
の
註
疏
と
し
て
は
経
豪
の

『
砂
』

一

巻
、
曙
道
の

『宗
傳
戒
文
試
参
請
』

一
巻
、
萬
例
の

『
佛
祀
正
傳
暉
戒
砂
』

一
巻
、
穆
山
の

『
暉
戒
砂
講
話
』

一
巻
、
ま
た
本
秀
に
は

『
永

丞
-教
授
戒
文
略
辮
』

一
巻
な
ど
が
あ
る
。

七

洞
家
に
あ
り
て
は
、
琿
戒
の
書
と
し
て
初
め
に
梅
山
聞
本
(
一
四

一
七
寂
)
の

『
暉
戒
論
』
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
輝
戒
の
相
承
を
説
き
、

二
十
八
租
嫡
々
相
承
將
來
、
初
租
達
磨
が
二
租
恵
可
に
暉
戒
を
授
け
た
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

「
初
祀
西
來
、
不
γ持
=経
巻
一、唯
所
一一將
來

一者
、
佛
衣
蛇
此
血
脈
戒
法
而
己
、
所
γ授
則
梵
網
十
戒
也
、
羅
什
公
所

γ傳
三
聚
深
戒
蛇
梵
網

戒
品
也
、
故
共
是
大
乗
戒
也
、
血
賑
錐
レ異
戒
艦
是

一
也
、
相
傳
事
、
西
天
二
十
八
代
嫡
々
相
承
將
來
、
初
租
傳
三
一租
一其
旨
秘
也
、
不
7

可
7留
=耀毛
跡
一、
唯
面
授
ぼ
訣
而
己
」

(『曹
洞
宗
全
書
』
輝
戒
二
丁
)

こ
の
二
十
八
祀
相
承
將
來
、
初
租
よ
り
二
租
に
傳
え
た
な
ど
と
い
う
と
も
、
そ
の
資
料
も
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
程
度
ま
で
信
用

し
て
良

い
か
不
明
で
あ
る
。
面
授
口
訣

で
あ
り
、
宗
門
の
極
秘
で
あ
る
と
い
え
ぼ
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。



17暉 と戒 とについて

こ
の
梅
山

の
寂
後
、
あ
ま
り
暉
戒
に
關
す
る
著
述
な
く
、
戒
法
に
は
無
關
心
で
あ
つ
た
か
の
如
く
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
二
百
五
十
年

後

に
、
黄
巣

の
隠
元
琿
師

(
一
五
九
ニ
ー

一
六
七
二
)
が
來
朝
し
、
黄
巣
暉
を
傳
え
、

『
弘
戒
法
儀
』
を
著
し
て
、
在
家
出
家
に
対
す
る

重
要

な
る
輝
戒

の
儀
軌
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
内
容
は
十
六
段
に
分
れ
、
最
初
に
目
録
を
睾
げ
、
最
後

に

『
華
嚴
経
』
第

十
七
梵
行
品
及
び
授

戒
日
記
を
加
え
て
い
る
。

『
輝
學
大
系
』
戒
法
部
の
最
初
に
収
め
て
い
る
が
、
暉
戒
に
澤
土
思
想
を
加
え
、
そ
れ
に
偶

の
讃
み
方
も
、
つ
ね

と
は
違
つ
て
い
る
の
で
、

一
般
的
に
用

い
ら
れ
ず
、
た
だ
黄
桑
宗
内
の
暉
戒
儀
軌
と
見
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
洞

家
に
於
て
は
月
舟
宗
胡

(
一
六
一
八
ー

一
六
九
六
)
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
資
に
卍
山
道
白

(
一
六
三
五
-

一
七
一
四
)
が
出
世

し
、
夙
に
宗
門
の
衰

頽
を
憂

い
、
そ
の
再
興
を
計
り
、
そ
の
宗
統
復
古
問
題
に
關
聯
し
て
、
血
賑
論
が
起
り
、
三
物
論
と
な
り
、
繹
戒
論
と
し
て
大
に
研
究
さ
る

る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

卍
山

の
輝
戒

に
關
す
る
思
想
は

『
卍
山
廣
録
』
第
四
十
七
巻
に
載
せ
て
あ
る

「東
林
完
戒
普
説
」
が
あ
る
。
ま
た

『
暉
戒
訣
』
其

一
、
其

二
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

『
暉
戒
訣
』
に
は
、
卍
海
宗
珊
が

『
鷹
峰
卍
山
和
尚
繹
戒
訣
』
三
春
を
著
し
て
、
よ
く
卍
山
の
揮
戒
思
想
を
登

揮

し
て
い
る
。
ま
た
卍
山
の
門
人
白
龍
の
編
せ
る

『
卍
山
和
尚
封
客
閑
話
』

一
巻
が
あ
る
。

こ
れ
は
卍
山
の
八
十
歳
の
と
き
、
客
の
十
七
難

に
答

え
た
も
の
で
、
卍
山
自
ら
が
そ
の
序
文
を
書

い
て
い
る
ζ
と
に
依

つ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
が
正
徳
五
年

(
一
七

一
五
)
に
刊
行
せ
ら
れ
、

そ
れ
よ
り
五
年
後

の
享
保
四
年
(
一
七
一
九
)
に
石
雲
融
仙
が

『
叢
林
藥
樹
』
二
巻
を
著
し
、
卍
山

の

『
閑
話
』
に
封
し
て
、
全
面
的
に
排
撃

し
、
績

い
て
享
保
九
年
(
一
七
二
四
)
に
甘
露
英
泉
が

『
　
羅
敲
髄
章
』

一
巻
を
著
し
て
、
卍
山
、
隠
元
等
の
暉
戒
読
を
評
破
し
て
い
る
こ
と

は
、
暉
戒
論
孚
と
し
て
大
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、洞
上
學
者
と
し
て
最
も
灌
威
あ
る
面

山
瑞
芳

(
一
六
八
一一丁

一
七
六
九
)
が
同
じ
く
享
保
九
年

に

『
佛
租
正
傳
大
戒
訣
』
三
巻

を
著
し
、
卍
山
と
同
じ
立
場
を
取

つ
て
、
佛
祀
正
傳

の
大
戒
を
金
剛
寳
戒

と
い
い
、
千
佛

の
大
戒
と
構
し
、
七
佛
の
戒
法
を
唱
え
、
戒
源
を
繹
迦
牟
尼
佛
と
な
し
、
逓
代
.傳
授
し
て
達
磨
に
至

つ
た
と
説
い
て
い
る
。

そ
れ
に
は
傳
敏
大
師
の

『
血
脈
譜
』
光
定
の

『
一
心
戒
文
』
、
慈
覧
大
師
の

『
顯
揚
大
戒
論
』
ま
で
引
用
し
て
、
や
や
論
詮
的
の
末
節
に
ご
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だ
わ

つ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
琿
戒
に
封
す
る
關
心
は
漸
く
旺
盛
と
な
り
、
享
保
十
七
年
(
一
七
三
二
)
に
は
大
盧
喝
玄
の

『
永
李
丈
室
夜
話
菩
薩
戒
儀
』

一
巻

出

で
、

同

二
十

年

(
一
七
三
五
)

に
は

指

月

慧
印

(ー

一
七
六
四
)
が

『
輝
戒

篇

』

一
巻

を
著

し
、

更

に
寛

保

二
年

(
一
七
四
二
)

に

は

一
文

玄

長
の

『
縄
戒
閥
答
』

一
巻
が
出
で
、
延
亨
三
年

(
一
七
四
六
)
に
は
面
山
の

『佛
祀
正
傳
大
戒
訣
或
問
』

一
巻
が
世
に
発
表
せ
ら
れ
、
そ
れ
よ

り
七
年
後
の
寳
暦
三
年

(
一
七
五
三
)
に
は
秀
岳
が

『
讃
大
戒
訣
』

一
巻
を
著
し
て
面
山
に
封
抗
す
れ
ば
、
そ
の
同
じ
年

に
卍
海
が

『
暉
戒
訣

註
解

』
二
巻
を
著
し
て
卍
山
を
租
述
し
、
卍
山
の
門
人
白
龍
も
同
七
年

(
一
七
五
七
)
に

『
暉
戒
游
匁
』
二
巻
を
著
し
て
、
そ
の
師
の
説
を
述

べ
、

こ
こ
に
暉
戒
に
關
す
る
論
孚
は
、
そ
の
頂
貼
に
達
し
た
も
の
と
見
て
も
良
か
ろ
う
。

こ
の
時
に
當

つ
て
有
名
な
る
萬
偲
道
坦

(
一
六
九
八
-

一
七
七
五
)
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
爾
者
の
説
は

枝
葉
末
節
の
議
論
な
り
と
な
し
、
そ

の
根
本
義
を
忘
却
す
る
も
の
と
い
い
、
痛
く
そ
の
反
省
を
促
し
、
道
元
の

『
教
授
戒
交
』
を
中
心
と
し
て
編
纂

せ
ら
れ
た

『
佛
租
正
傳
暉
戒

砂
』

一
巻
が
寳
暦
八
年

(
一
七
五
八
)
に
世
に
出
た
の
で
あ
る
。
そ
の
外

『
洞
上
傳
戒
辮
』

一
巻
、

『
暉
戒
本
義
』

一
巻

あ
り
、
と
も
に
從
來

の
輝
戒
論
孚
に
樹
す
る
結
論
的
意
見
を
提
示
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來

る
。
そ
の
後
、
明
和
三
年

(
一
七
六
六
)
に
了
派
如
宗

の

『
暉
戒

傳
耳
録
』

一
巻
が
世
に
出
で
、
ま
た
、
そ
の
翌
年
に
曙
道
本
光

(1

一
七
七
二
)
の

『宗
傳
戒
文
試
参
請
』
が
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
最
早

や
往
年

の
論
孚
的
な
著
述
で
は
な
く
、
卒
凡
な
る
註
繹
書
と
見
て
良
い
。

こ
の
曙
道
は
指
月
の
資
で
學
殖
博
く
、
高
適

な
る
識
見
を
具
す
る

人
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
人
に
し
て
か
か
る
註
繹
的
態
度
を
取
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
暉
戒
論
と
し
て
の
論
孚
は
終
末
を
告
げ
、
何
等

い
う
べ
き
こ
と
が
無
く
な
つ
た
も
の
と
見
て
も
良
か
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
以
後
の
著
述
と
し
て
は
、
蘭
陵
越
宗
の

『
少
林

一
心
戒
普
説
』

一
巷
が
安
永
二
年

(
一
七
七
三
)
に
出
で
、

ま
た
、

こ
れ
と
同
時

代
の
寂
室
堅
光
に
は

『
菩
薩
戒
落
草
談
」

一
巻

『
戒
法
手
引
』

一
巻

『
十
善
戒
法
語
』

一
巻
が
あ
る
。
ま
た
文
化

八
年

(
一
八

=

)
頃
に
雲

櫨
泰
輝

の

『
戒
會
落
草
談
』

一
巻
あ
り
、
玉
洲
大
泉

の

『
読
戒
略
要
』

一
巻
あ
り
、
玄
櫻
奥
龍

の

『臨
在
家
語
』
三
巻
あ
り
、
と
も
に
文
化



時
代

の
著
述
で
あ
る
。
更
に
下
れ
ば
天
保
十
二
年
(
一
八
四
一
)
に
推
翁
琿
拍

の

『
佛
戒
僅
語
』

一
春
あ
り
、
弘
化
三
年

(
一
八
四
六
)

秀
幽
蘭

の

『
教
授
戒
文
略
辮
』

一
巻
が
出
て
い
る
が
、
何
れ
も
皆
、
假
名
文
で
卒
易
を
旨
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
過

ぎ
な
い
。

に
は
本
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八

次

に
濟
門
に
於
で
は
、
こ
の
時
代
に

東
嶺
圓
慈

(
一
七
二
一
-

一
七
九
二
)
の

『
佛
祀
心
印
戒
儀
』

一
巻
の
み
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
東
嶺

の
輝
戒
に
關
す
る
提
唱
と
い
わ
れ
、
寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
三
月
、
東
嶺
七
十
歳

の
と
き
、
桂
林
寺
に
於
て
、
清
信
士
女
の
爲
め
に
、
佛
租

心
印
信
解
戒
を
授
け
た
も
の
で
、

『
東
嶺
和
尚
年
譜
』
に
も
、

「
復
還
=桂
林
寺

一、
爲
=清
信
士
女

一、
設
二佛
租
心
印
信
解
戒
一」

(『
正
受
老
人
全
集
』
四
九
二
丁
)

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
同
じ
く
四
十
二
歳
の
條
に
、

「
此
時
師
制
=佛
祀
心
印
戒
正
図
一刊
行
、
分
=参
學
精
暴
一、
依
γ之
圃
提
化
下
大
進
=請
盆
一」

(『
正
受
老
人
全
集
』
四
五
七
丁
)

と
あ

る
か
ら
こ
の
と
き
に
刊
行
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
東
嶺
は
戒
に
信
解
戒
と
詮
得
戒
と
の
二
種
あ
り
と
説
き
、
信
解
戒
は
漸
機

の
爲

め
に
、
詮
得
戒
は
頓
機
の
爲
め
に
授
く
る
も
の
と
な
し
、
信
じ
て
趣
向
す
る
も
の
と
、
謹
し
て
圓
入
す
る
も
の
と
の
二
機
に
分
け
、
そ
の
蹄

着
す
る
と
こ
ろ
は
性
徳
本
有

の
徳
を
嚢
揮
す
る
に
あ
り
と
な
し
、
そ
の
本
文
に
も
、

「
如
上
性
徳
真
解
脱
戒
、
而
印
我
宗

一
大
因
縁
也
」
と

い
い
、
「
皆
是
性
徳
真
解
脱
之
全
提
」
と
い
い
、
或
は
「
自
性
清
深
戒
之
端
的
也
」
と
い
え
る
が
如
き
は
注
目
す
べ
き
貼
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

要

す
る
に
臨
濟
宗
に
は
暉
戒
の
書
殆
ん
ど
無
く
、
た
だ
僅
か
に
虎
關
師
錬
の

『
暉
戒
軌
』
の
み
あ
り
、
虎
關
の
寂
後
百
年
に
し
て
、
す
で

に
洞

家
よ
り

「
濟
下
に
佛
祀
正
賑
菩
薩
戒
な
し
」
と
罵
ら
れ
、
磨
永
二
十
八
年

(
一
四
二
一
)
九
月
、大
淵
開
山
偲
道
破
有
は

『
佛
祀
興
脈
論
』

に
於

て
、
永
卒
道
元
の
菩
薩
戒
相
承
は
天
童
如
深
よ
り
傳
う
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
榮
西
、
明
全
の
相
傳
と
い
い
、
こ
こ
に
幾
多
の
議
論
を
生

ず
る
に
至

つ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
つ
た
。
委
し
き
こ
と
は
白
石
芳
留
氏
の

『
輝
宗
編
年
史
』
(二
四
九
丁
.
二
八

一
丁
)
な
ど
に
出
て
い
る
。
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虎
關
師
錬
(
=
一七
八
-

一
三
四
六
)
の

『
縄
戒
軌
』
は
、

『
海
藏
和
尚
紀
年
録
』
に
依
る
と
、
正
中
二
年
(
一
三
二
五
)
秋
八
月
に
編
纂
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
が
、

題
名
を

『
縄
門
授
菩
薩
戒
軌
』
と
い
い
、

内
容
は
演
唱
、

問
遮
、
議
心
、
戯
悔
、
請
聖
、
三
蹄
、
三
聚
、
十
重
、
輕

戒
、
回
向
の
十
門
で
あ
る
。
そ
の
な
か
、
特
に
第

一
の
演
唱
に
説
か
れ
て
い
る
思
想
は
繹
戒
と
し
て
大
に
見
る
べ
き
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
先
ず
こ
の
戒
を
菩
薩
心
地
大
戒
、
無
相
心
地
大
戒
と
い
い
、
或
は
金
剛
戒
、
金
剛
寳
戒
、
無
上
寳
戒
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
我

等

の
心
性
を
以
て
根
源
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
心
性
は
本
來
清
深
で
あ
り
、
昭
昭
不
昧
、
了
了
常
知
で
、
或
は
眞
如

と
名
づ
け
、
如
來
藏

性
と
も
い
う
て
い
る
が
、
凡
夫
に
あ
り
て
は
妄
想
の
爲
め
に
、
そ
れ
を
自
覧
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
常
に
耽
着
結
業

し
て
、
永
く
生
死
の

苦
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
大
覧
は
こ
れ
を
慰
ん
で
、
自
身
の
中
に
、
こ
の
如
來
廣
大
の
智
慧
を
悟
ら
し
め
ん
と
し
て
、

こ
こ
に
佛
戒
を
受
け

し
め
、
行
は
佛
行
に
依
り
、
心
は
佛
心
に
契
わ
し
め
、
返
本
還
源
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
故
に
、

「
戒
経
云
、
汝
是
當
成
佛
、
我
是
巳
成
佛
、

常
作
=如
レ是
信

一、
戒
品
已
且
ハ足
、

此
金
剛
寳
戒
、
是

一
切
佛
本
原
、

一
切
菩
薩
本
原
、
佛

性
種
子
、
当
レ知
此
寳
戒
、
是
非
二今
佛
創
説

一、
乃
是
從
上
諸
佛
之
本
戒
、
佛
佛
傳
請
而
已
」
(『輝
學
大
系
』
輝
戒
部
四
丁
)

と
い
い
、
こ
こ
に
戒
の
根
源
を
心
に
置
き
、
心
の
審
く
る
こ
と
な
き
が
故
に
戒
も
蓋
く
る
こ
と
な
し
と
い
い
、
ま
た

一
旦
、
戒
を
受
け
た
な

ら
ば
、
戒
を
捨
て
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
恰
か
も
天
台
に
於
け
る

「
一
得
永
不
失
」
の
思
想
に
通
じ
、
た
と
い
戒
を
受

け
て
後
、
こ
れ
を
犯

す
も
、
猫
是
れ
佛
子
と
い
い
、
受
け
ず
犯
さ
ざ
る
外
道
よ
り
も
勝
る
と
い
う
が
如
き
思
想
は
、
こ
れ
亦
天
台

の
戒
學
思
想
に
も
あ
り
、
ま
た

そ
の
本
擦
の
佛
典
も
あ
る
こ
と
に
て
、
あ
な
が
ち
虎
關
の
創
説
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、

こ
れ
ら

の
思
想
の
根
源
は
無

相
心
地
の
大
戒
と
い
う
て
、
無
相
の
心
地
を
本
原
と
す
る
が
故
に
、

こ
の
心
地
の
無
壼
廣
大
を
読
さ
、
清
深
離
染
を
示

し
、
功
徳
法
身
を
明

す
な
ど
、
み
な
琿
戒
の
特
質
を
嚢
揮
し
、
し
か
も
、
こ
の
無
相
心
地
の
大
戒
は
、
達
磨
大
師
が
佛
心
印
と
共
に
授
受

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
暉
の
外
に
戒
な
く
、
戒
の
外
に
暉
な
く
、
佛
佛
祀
租
、
衆
生
を
利
す
る
に
必
ず
深
戒
を
先
き
と
し
て
説
か
る
る

の
で
、
繹
尊
先
ず
菩

提
樹

下
に
於
て
、
無
上
正
等
菩
提
を
成
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
最
初
に
此
の
戒
を
請
出
せ
ら
れ
、
租
師
西
來
、
ま
た
此

の
戒

を
以
て
心
印
と
と
も

曳



に
傳

え
ら
れ
、
爾
來
的
々
相
承
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
断
繕
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
て
い
る
。

次

に

『
琿
戒
軌
』
十
門

の
な
か
、
第

二
の
問
遮
は
、
現
身

に
七
遮
あ
る
も
の
は
傳
戒
の
器
に
あ
ら
ず
し
て
、
受
戒
を
與
う
る
こ
と
が
出
來

な
い
か
ら
、
そ
の
有
無
を
問
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
佛
身
血
、
殺
父
、
殺
母
、
殺
和
尚
、
殺
阿
閣
梨
、
破
翔
磨
僧
、
殺
聖
人
の
七
遮
で

あ
つ
て
、
こ
れ
は

『
梵
網
経
』
の
所
説
に
依
つ
た
も
の
で
あ
る
。

、

第
三
を
嚢
心
と
い
い
、
菩
提
心
を
起
す
こ
と
で
、
四
弘
誓
願
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
を
俄
悔
と
い
い
、
三
寳

に
鯖
依
し
て
過
去

の

衆
罪
を
俄
悔
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
五
を
請
聖
と
い
い
、
こ
こ
に
繹
尊
を
戒
和
尚
と
し
て
、
文
殊
を
謁
磨
阿
閣
梨
に
、
彌
勒
を
教
授
阿
閣
梨

に
、

一
切
諸
佛
を
尊
讃
師
に
、

一
切
諸
菩
薩
を
同
學
侶
に
、
願
つ
て
道
場

に
降
臨
し
給
え
と
請
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
第
六
に
三
臨
、

第
七
に
三
聚
、
第
八
に
十
重
禁
、
第
九
に
四
十
八
輕
戒
を
挙
げ
。
第
十
に
回
向
と
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
す
で
に
傳
教
大
帥
に

『授
菩

薩
戒
儀
』

(『傳
教
大
師
全
集
』
第
四
、

一
丁
)
あ
り
、
そ
れ
の
略
出
の
如
く
見
も
れ
、
決
し
て
虎
關
の
創
説
と
は
思
わ
れ
な
い
。

九
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已
上
に
於
て
濟
洞
二
家
の
暉
戒
に
關
す
る
書
を
列
睾
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
、
洞
家
の
書
は
あ
ま
り
に
も
多

く
し
て
、
そ
の
内
容

を

一
々
槍
討
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
見
る
と
、
一
は
非
常
に
専
門
的
で
、超
倫
理
的
な
提
唱
と
い
つ

た
よ
う
な
も
の
と
、

一
は
非
常
に
通
俗
的
で
、
李
易
に
止
悪
行
善
を
読
か
れ
た
も
の
と
の
二
種
に
医
分
す
る
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に
思
う
。

も
と
よ
り
超
倫
理
的
な
提
唱
も
、
宗
門
の
第

一
義
か
ら
見
れ
ば
、
ま
こ
ど
に
結
構
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
常
識

で
以
て
は
理
解
し
難

い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
喩
え
ば

面
山
の

『
東
林
完
戒
普
読
』
に
於
て
、
十
重
禁
の
な
か
の
第

一
た
る
快
意
殺
生
戒

を
説
明
す
る
と
こ
ろ

に
、
暉
宗

の
租
帥
に
は
斬
猫
、
斬
蛇
、
斬
矧
を

な
す
も
の
も
あ
つ
た
が
、
こ
れ
を
以
て

「
是
共
慈
懇
護
法
之
出
二
於
常
情

一、
能
了
=菩
薩
心

地
一
者
所
爲
」
と
い
い
、
乃
至
は
第
十
の
殿
誘
三
寳
戒
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
、
維
摩
の
佛
を
殿
り
法
を
殿
り
櫓
を
殿
る
も
、
「
是
亦
信
順
三
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寳
之
出
=於
常
情

一、
非
下拘
=持
犯
軌
轍
一者
所
爲
上
也
」
と
い
え
る
が
如
き
は
、
み
な
常
情
を
以
て
論
ず
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
た
だ
宗
門
の

第

一
義
か
ら
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
、
特
に
道
元
輝
帥
の

『
教
授
戒
文
』
に
読
か
れ
て
い
る
眞
意
を
詮
慧
、
経
豪
に
依

つ
て
発
揮
せ
ら
れ
、
更

に
卍
山
、
面
山
に
依

つ
て
昂
揚
せ
ら
れ
、指
月
、
萬
例
な
ど
に
依
つ
て
ま
す
ま
す
布
演
せ
ら
れ
た
輝
戒

の
高
次
的
説
明
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
か
か
る
高
次
的
説
明
の
み
で
は
、

一
般
の
人
に
は
瀧
足
を
與
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
縄
門
の
い
わ
ゆ
る

「
事
已
む
こ
と
を
得

ず
」
ま
げ
て
人
情
に
從

つ
て
戒
そ
の
も
の
を
通
俗
的
に
読
明
し
、
通
俗
的
の
な
か
に
輝
戒
の
眞
意
も
含
め
、
淺
き
よ
り
深
き
に
誘
導
す
る
と

い
う
善
巧
方
便
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
洞
家
に
於
て
も
、
近
代
の
輝
戒
書
は
、
み
な
遮
俗
的
に
、
止
悪
行
善

の
基
範
を
示
し
、
先
ず

臓
悔
せ
よ
、
佛
法
鱈

の
三
寳
に
鋸
依
せ
よ
と
い
う
て
、
三
婦
戒
に
依
つ
て
信
仰
門
を
開
き
、
三
聚
澤
戒
に
依

つ
て
誓
願
門
を
立
て
、
十
重
禁

に
依

つ
て
行
持
門
を
示
し
、
そ
の

一
戒

一
戒
が
佛
租
の
恵
命
で
あ
り
、

一
戒
光
明
、
無
心
の
心
を
護
得
す
る
よ
う
に
誘
導
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

元
來
、
戒
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
い
え
ば
、
戒
は

「
い
ま
し
め
」
で
あ
つ
て
、
自
律
的
の
も
の
で
あ
り
、
禁
止
の
意
味
が
強
く
、
身
口
七

支
を
主
と
し
て
読
か
る
る
小
乗
戒
が
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
乗
の
具
足
戒

の
如
き
も
、
始
め
か
ら
佛
在
世
時
代
か
ら
二

百
五
十
戒
と
い
う
も
の
が
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
く
、

二
百

五
十
戒
と
い
う
の
も

『
四
分
律
』
で
い
う
こ
と
で
、
他
の
律

で
は
二
百
五
十
戒
と

な
つ
て
い
な
い
。
ま
た
五
篇
七
聚
の
分
類
の
如
き
も
、
繹
尊
滅
後

に
於
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
大
乗
思
想
の
興

起
に

つ
れ
て
封
他
的
の
律
と
な
り
、
心
を
主
と
し
て
、
大
に
身
口
は
開
放
せ
ら
れ
、
從

つ
て
そ
の
戒
の
条
目
も
簡
軍
に
な

つ
て
三
聚
と
い
わ

れ
、
十
重
禁
と
な
つ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
果
し
て
初
心
の
大
乗
教
徒
に
利
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
か
と
い
う
に
、
そ
の
實
際

問
題

と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
支
那
の
大
乗
教
徒
で
は
、
多
く
小
乗
の
律
儀
に
依

つ
て
日
常
行
儀
を
規
定
し
、
大
乗
律
は
用
い
ら
れ
て
い
な

か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま

た
、
日
本
に
来
つ
て
も
、
戒
は
小
乗
に
局
る
と
い
わ
れ
、
或
は
戒
を
大
小
共
門
と
な
し
、
小
乗
律
を
以
て
大
乗
開
會
の
佛
乗
戒
と
す
る
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人
も
あ
り
、
或
は
戒
は
初
め
は
小
乗
律
を
受
け
、
後
に
大
乗
律
を
受
く
べ
し
と
す
る
復
受
の
説
を
立

つ
る
人
も
あ
り
、
或
は
輩
に
大
乗
律
を

受
け
て
も
、
行
は
三
千
の
威
儀
、
八
萬
の
細
行
ま
で
律
す
る
と
い
う
人
も
あ
り
、
或
は
戒
は
境
に
托
し
て
無
量
と
い
わ
れ
、

一
墾
手

一
投
足

み
な
戒
を
離
れ
て
は
な
い
の
で
、
行
持
綿
密
、
水
も
洩
ら
さ
ぬ
戒
行
を
行
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
読
く
人
も
あ
つ
た
。

し
か
し
、
か
か
る
読
は
、
み
な
我
が
宗
門
か
ら
見
れ
ば
、
第
二
、
第
三
に
堕
在
す
る
も
の
で
、
臨
濟

の
い
わ
ゆ
る

「
造
業
底
の
人
」
で
あ

る
。
す
な
わ
ち

『臨
濟
録
』
に
も
、

「
砥
如
下諸
方
読
三
ハ
度
萬
行

一、

以
爲
申佛
法
上
、

戒
道
是
荘
嚴
門
佛
事
門
、

非
=是
佛
法
一、
乃
至
持
齋
持
戒
、

摯
レ油
不
レ溺
、
道
眼
不
γ

明
、
蓋
須
γ抵
γ債
、
索
=飯
銭

一有
γ
日
在
」

(『輝
學
大
系
』
祀
録
部

一
、

一
三
丁
)

と
い
う
て
い
る
が
、

こ
こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
道
眼
の
明
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
眼
圓
明
な
ら
ば
、
戒
な
ど
と
い

う
て
、
特
別
な
も
の
を
擬
し
て
、
こ
れ
を
守
れ
と
い
う
が
如
き
は
愚
の
骨
頂
で
あ
る
。
そ
の

一
睾
手

一
投
足
が
み
な
戒

と

一
如
で
あ
つ
て
、

願
わ
ず

と
て
も
戒
と

一
禮
と
な
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
道
眼
圓
明
な
ら
ず
し
て
、自
心
の
外
に
戒
を
求
め
、戒
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ん
と

す
れ
ば
、
こ
れ
造
作
で
あ
り
、
造
業
底

の
人
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
琿
戒
に
し
て
も
二
種
の
機
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
第

一
は

暉
の
外
に
戒
な
く
、
戒
σ
外
に
琿
な
し
、
無
相
心
地
の
戒
を
読
き
、
止
悪
行
善
を
超
出
す
る
人
と
、
第

二
は
有
相

の
戒

を
立
て
、
有
心
に
止

悪
行
善
を
勧
め
、
淺
き
ょ
り
深
き
に
誘
導
す
る
人
と
に
分
け
ら
る
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
暉
の
正
機
で
あ
り
、
極
大
頓
機
と
も
い

わ
れ
、
登
心
帥
到
の
大
機
と
も
い
わ
る
る
人
で
あ
り
、
後
者
は
輝
の
傍
機
、
或
は
結
縁
機
と
も
見
ら
る
る
人

で
、
修
行
漸
到

の
機
と
い
わ
る

る
人

で
あ
る
。

か

く
の
如
く
縄
戒
と
し
て
二
種
の
機
あ
る
こ
と
を
立
つ
る
の
は
、
す
で
に
道
元
に
於
て
も
複
受
の
戒
を
読
き
軍
受

の
戒
を
示
す
が
如
き
、

或
は
面
山
が

『
佛
正
傳
大
戒
訣
』
に
於
て
、
迂
回
菩
薩
戒
と
直
往
菩
薩
戒
と
の
二
種
を
開
き
、
或
は
濟
門
の
東
嶺
が
信
解
戒
と
詮
得
戒

の
二

種
を
示
す
が
如
き
、
み
な
、
そ
こ
に
多
少
の
意
味
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、

一
は
小
機
の
爲
め
に
、

一
は
大
機
の
爲

め
に
、
輝
戒
を
二
種
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の
方
面
よ
り
観
察
し
た
意
圖
の
あ
つ
た
こ
と
は
充
分
に
窺
え
る
。

も

と
よ
り
輝
宗
の
宗
旨
か
ら
い
え
ば
、
極
大
頓
機
が
正
機
で
あ
つ
て
、

こ
れ
に
読
く
に
無
相
心
地
の
自
性
戒
を
以
て
し
、
暉
戒

一
如
の
行

を
行
取
す
れ
ば
足
れ
り
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
か
か
る
極
大
頓
機

の
人
は
、
実

に
瞬
天
の
星
よ
り
も
少
な
く
、
た
だ

一
般
的
に
は
、
た
と
い

荘
嚴
門
佛
事
門
で
あ
る
に
し
て
も
、
先
ず
有
相
の
戒
を
立
て
、
入
佛
道
の
初
門
と
し
て
受
戒
を
先
き
に
読
き
、
止
悪
行
善
を
勧
め
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
宗
蹟
の

『
暉
苑
清
規
』
の
開
春
第

一
に
於
て
も
、
左
の
如
く
そ
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

「
三
世
諸
佛
、

皆
日
二出
家
成
道
一、

西
天
二
十
八
租
、
唐
土
六
租
、
傳
=佛
心
印

一、

鑑
是
沙
門
、

蓋
以
γ嚴
二澤
砒
尼
一、
方
能
洪
二
範
三

界

一、
然
則
参
輝
間
道
戒
律
爲
γ先
、
既
非
二離
γ過
防
フ非
、
何
以
成
佛
作
祀
」

(『曹
洞
宗
全
書
』
清
規
八
六
九
丁
)

幽
0

最
後
に

一
言
し
た
き
こ
と
は
暉
宗
に
は
暉
戒
の
外
に
清
規
と
い
う
特
別
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
暉
を
具
膿
化
さ
れ
た
實
践
方
面

の
重
要

部
門

で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
大
成
し
た
人
は
百
丈
大
智
暉
帥

(七
二
〇
1
八
一
四
)
と
い
わ
れ
、

『
百
丈
清
規
』
を
作
製
せ
ら
れ
た
と
傳
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
清
規
は
、
今
は
傳
わ
ら
な
い
が
、
た
だ
楊
億

の
書
い
た

『
百
丈
清
規
』
の
序
文
の
み
が
見
ら
る
る

の
で
、
そ
れ
に
依

る

と
、

「
師
日
、
吾
所
γ宗
、
非
γ局
=大
小
乗

一、
非

レ異
=
大
小
乗

一、
當
下
博
約
折
中
、
設
=制
範

一、
務
中其
宣
上
也
」

(『正
藏
』
第
四
+
八
巻

=

五

八
丁
)

と
あ

つ
て
、
百
丈
山
に
暉
居
を
建
て
、
そ
の
中
に
集
ま
る
清
衆

の
守
る
べ
き
規
則
を
創
意
で
以
て
設
計

し
た
と
い
う
の
が
、
こ
の

『
百
丈
清

規
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
乗
律
の
健
度
と
い
わ
る
る
行
持
門
で
は
不
足
の
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
壷
く
に
随

わ
ず
、
ま
た
大
乗
戒

で
は
、
こ
の
黙
が
閾
け
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
暉
門
に
相
鷹
す
る
制
範
を
創
意
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
か
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る
濁
創
的
な
こ
と
が
百
丈

一
人
の
手
に
依

つ
て
創
め
ら
れ
た
と
は
信
じ
難
い
が
、
遠
く
四
租
五
租
の
時
代
か
ら
、
す
で
に
實
際
は
行
わ
れ
て

い
た
行
持
儀
禮
を

『
百
丈
溝
規
』
と
し
て
製
作
し
、

「
一
日
不
作

一
日
不
食
」
の
主
義
で
以
て
實
行
し
て
い
た
と
い
う
ま
で
の
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
輝
戒
は
、
こ
の
清
規
を
實
際
に
具
髄
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
輝
も
あ
り
、
戒
も
あ
り
、
別
に
戒
あ
り
な
ど
と
立
て
て
、

「
擬

γ心
印
犯
戒
」
で
あ
る
。
た
だ
純
眞
に
、
清
規
の
示
す
と
こ
ろ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
当
威
儀
師
佛
法
、
作
法
印
宗
旨
」

と
い
う
て
、
そ
の
入
の
全
身
心
が
行
佛
道
で
な
く
て
は
な
ら
ん
。
そ
れ
に
は
、
必
ず
熱
烈
な
る
菩
提
の
道
心
を
嚢
起
す

る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
六
租
も

「
有
道
者
得
、
無
心
者
通
」
と
い
う
て
い
る
が
、

こ
の
道
心
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
戒
あ
り
行
あ
り
、
誰
も
あ
る
の
で
、

こ
れ

を
議
心
師
到
と
い
い
、

「
初
護
心
時
、
便
成
正
覧
」
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
故

に
こ
の
道
心
な
く
し
て
は
、
徒
ら
に
百
年
行
ず
る
と
も
、
終

に
ま

こ
と
の
戒
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
道
心
あ
り
て
行
ず
る
も
の
は
、
百
年
行
ず
る
と
も
、
行

の
外
に
更

に
求
む
る
も

の
な
く
、
無
心
の
心

を
獲
起
し
て
無
相
心
地
の
自
性
戒
を
嚢
得
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
無
心
の
心
と
い
う
こ
と
も
、
無
相
心
地
の
自
性
戒

と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
六
祀
恵
能
大
帥
(六
三
七
i
七

…
二
)
の
時
代
に
い
わ
れ
た
こ
と
で
、

『
景
徳
傳
燈
録
』
第
五

の
恵
能
章
に
も
、

「
紹
州
章
檬
、
請
=於
大
梵
寺
一、
轄
=妙
法
輪

一、
井
受
二無
相
心
地
戒

、̂

門
人
紀
録
、
目
爲
こ壇
経

一、
盛
行
=於
世

こ

(『
正
藏
』
五
+

一

巻
二
三
五
丁
4

と
い
い
、
志
誠
に
封
す
る
偶
と
し
て

「
一
切
無
心
自
性
戒
、

一
切
無
凝
自
性
慧
」
と
教
え
、
ま
た
門
人
の
曉
了
は
、

「
師
得
、蕪

心
之
心
噂、

了
=無
相
之
相
一、
無
相
者
森
羅
眩
目
、
無
心
者
分
別
熾
然
」
と
い
い
、
ま
た
司
空
の
本
浄
は
、

「
師
日
、
道
本
無
心
、
無
心
名
レ道
、
若
了
=

無
心

顧、
無
心
印
道
」
と
も
読

い
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
皆

『景
徳
傳
燈
録
』
第

五
に
載

せ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
六
租

の
戒
に
關
す
る
思
想
は
、

『
六
租
壇
経
』
の
餓
悔
第
六
、
頓
漸
第
八
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
自
の
本
心
本
性
を
外

に
し
て
読

い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自

の
本
心
本
性
を
悟
る
と
こ
ろ
縄
で
あ
り
、
そ
の
暉
の
あ
る
と
こ
ろ
に
必
ず
戒
あ
り
、
日
常
の
着
衣
喫
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飯
こ
れ
蓋
く
戒
に
契
つ
て
、
無
心
に
進
止
す
る
と
い
う
の
で
、
こ
れ
を

「
無
心
師
道
」
と
い
う
た
の
で
あ
る
。

し
か

し
、
ま
た
或
る
人
は
、
繹
曾
は
嘉
落
不
覇
に
し
て
、
別
に
戒
律
も
清
規
も
要
し
な
い
と
か
、

「
大
用
現
前
、
規
則
を
存

せ
ず
」
で
以

て
、
常
軌
を
逸
す
る
所
行
者
の
如
く
見
る
人
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
二
の
例
外
者
は
あ
る
に
し
て
も
、
暉
櫓
と
し
て
は
、
そ
の
嘉
落
不
覇
の

其
中
に
於
て
、

一
學

一
動
葡
く
も
し
な
い
綿
密
さ
が
あ
る
の
で
、
今
日
と
い
え
ど
も
清
規
を
特
に
重
ん
じ
、
嚴
粛
に
、
且

つ
荘
嚴
に
、
こ
れ

が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
實
は
、
い
か
に
暉
と
戒
と
が
緊
密
で
あ
る
か
を
窺
う
に
充
分
な
も
の
が
あ
る
と
思
う
。


