
戒

律

の
現

代

的

意

義

ー

佛
教
大
学
授
戒
会
を
考
慮
し
て

三

枝

樹

隆

善

一
、

は
し

が
き

二
、
建
学

の
精
神

と
学
生

授
戒
会

三
、
学
生

授
戒
会

の
方
法

と
内
容

四
、
十

二
門
戒

儀

の
教
育

的
意
義

五
、
む
す
び

一
、

は

し

が

き

一
九
八
五
年
五
月
十
五

・
十
六
日

の
二
日
間
、
浄
覚
仏
教
研
究
所

(所
長

.
浄
心

法
師
、
中
華
民
国
台
湾
省
台
北
市
健
康
路
)
の
主
催
で
、
台
湾
省
高
雄
県
島
松
郷

の

澄
清
寺
大
講
堂
に
お
い
て
、
第
三
回
国
際
仏
教
学
術
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。
仏

教
大
学
は
、
こ
の
研
究
会
に
招
聘
を
う
け
て
、
仏
教
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
長
坪

井
俊
映
教
授
以
下
七
名
が
参
加
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の

一
人
に
私
が
加
え
ら
れ

た
。
今
回
の
研
究
会
の
統

一
テ
ー
マ
は

「
戒
律

の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
こ
と
で

あ

っ
た
。
私
は
、
仏
教
大
学
で
毎
年
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
学
生
授
戒
会
に
関
係
し

戒
律
の
現
代
的
意
義

て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
に
は
、
と
く
に
学
生
授
戒
会
の
実
状
と
大
学
に
お
け
る
授

戒
会
の
意
義
に
つ
い
て
研
究
報
告
を
す
る
よ
う
に
要
請
が
あ

っ
た
。

主
催
者
の
浄
心
法
師
は
、
研
究
会
の
開
催
に
当

っ
て
、
開
会
の
辞

の
な
か
で
、

研
究
会
の
目
的
と
そ
の
意
義
を
簡
潔
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
「
今
回

の

研
究
会
は
、
戒
律
の
現
代
的
意
義
を
も

っ
て
主
題
と
す
る
。

つ
い
て
は
戒
律
の
問

題
を
研
究
す
る
が
、
こ
れ
は
現
代
の
仏
教
徒
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
出
家
の
僧

尼
に
対
し
て
も
、
最
も
重
要
な
意
味
を
も

つ
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
二
日
間

は
短
か
い
時
間
で
あ
る
が
、
ま
た
今
回
の
会
議
に
参
加
さ
れ
た
法
師
各
位
と
教
授

と
学
生
た
ち
と
、
そ
の
心
を

一
つ
に
し
て
戒
律
の
現
代
的
意
義
の
問
題
を
熱
烈
に

討
議
し
、
そ
し
て
、
各
位

の
同
心
協
力
に
よ
っ
て
釈
尊
戒
律
制
定
の
根
本
聖
意
を

闡
明
に
し
、
仏
教

の
戒
律
を
現
代
社
会
の
な
か
に
、
そ
の
偉
大
な
功
能
を
発
揮
し

て
、
そ
の
神
聖
な
事
業
と
重
大
な
任
務
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
希
望

す
る
」。

戒
律
は
、
釈
尊
が
弟
子
た
ち
の
た
め
に
約
二
千
五
百
年
前
に
イ
ン
ド
の
生
活
環

境
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
現
在

の
社
会
環
境
や
生

活
に
適
合
す
る
か
否
か
は
研
究
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
び

の
仏
教

一



人

文

學

論

集

学
術
研
究
会
開
催
の
目
的
は
、
「
釈
尊

の
戒
律
精
神
を
把
握
し
、
戒
律
を
現
代
的

に
活
か
し
て
、
仏
弟
子
の
生
活
規
範
と
す
る
こ
と
を
研
究
す
る
」
こ
と
に
あ

っ
た
。

研
究
会
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
熱
烈
な
研
究
討
議
を
お
こ
な

っ
て
有

意
義
に
終
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
回
の
研
究
発
表
会
の
要
旨
は
、

日
本
文
と
中
国
文
で

『
第
三
屆
国
際
仏
教
学

術
研
究
論
文
輯
』
と
し
て
、
浄
覚
仏
教
研
究
所
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
目
次
は

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

戒
律
と
社
会
倫
理
ー
特
に
不
殺
生
戒
の
現
代
的
意
義
ー

坪
井

俊
映

戒
律
と
現
代
社
会
生
活
ー
日
本
墓
言
の
戒
律
を
通
じ
て
見
て
ー

金
岡

秀
友

仏
教
の
戒
律
と
現
代
生
活

安
居

香
山

浄
土
宗
教
団
の
戒
律

(法
度
)

玉
山

成
元

仏
教
大
学
に
お
け
る
学
生
授
戒
会
に

つ
い
て

三
枝
樹
隆
善

釈
道
安
の
戒
律
観

佐
藤

心
岳

法
然
浄
土
教
と
社
会
倫

理
-
特
に
法
然
浄
土
教
を
中
心
と
し
て
1

深
貝

慈
孝

朝
鮮
後
期
に
お
け
る
戒
律
思
想

韓

泰
植

西
山

の
戒
念

一
味
に

つ
い
て

高
城

宏
明

五
戒
為
実
践
大
同
世
界
之
基
礎

成

一

三
皈
即
戒
論

揚

白
衣

戒
律
生
活
与
日
常
生
活

浄

心

勝
鬘
経
義
疏
十
大
受
章
に
お
け
る
三
聚
浄
戒

の
意
義

成

田

貞
寛

以

上
。

と
こ
ろ
で
、
戒
律
は

一
種

の
宗
教
道
徳
で
あ
り
、
人
び
と
の
宗
教
的
生
活
規
範

で
あ
る
。
い
か
な
る
宗
教
に
お
い
て
も
各
自
の
宗
教
的
生
活
規
範
が
要
求
さ
れ
て

二

い
る
。仏
教
の
戒
と
律
は
現
代
社
会
の
道
徳
と
法
律
に
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

戒
は
道
徳
に
、
律
は
法
律
に
相
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
と
し
て
の
戒
と

律
は
単
に

一
般
社
会
の
道
徳
や
法
律
よ
り
も
よ
り
い
っ
そ
う
高
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
仏
教
に
よ

っ
て
説
か
れ
て
い
る
戒
と
律
は
人
び
と
が
仏

に
な
る
こ
と

(成
仏
)
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

戒
は
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

S

S
ila
(
尸
羅
と
音
写
)

の
訳
語

で
あ

っ
て
、

し
ば
し
ば
お
こ
な
う
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
行
為
、
習
慣
、
性
格
、
道
徳
、
清
浄

行
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
教
義
的
に
は
三
学
や
六
波
羅
密
の

一
つ
で
あ

っ
て
、

仏
教
道
徳
の
総
称
と
な

っ
て
い
る
。
戒
は
も
と
よ
り
禁
制
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、

消
極
的
に
は
非
を
防
ぎ
、
悪
を
止
め
る
力
と
な
り
、
積
極
的
に
は
諸
善
発
生

の
根

本
と
な
る
。
そ
の
結
果
に
お
い
て
は
、
人
の
三
業

(身

・
口
・
意
)

の
炎
を
消
滅

し
、
心
身
を
浄
め
、
反
覆
習
慣
の
修
習
す
る
行
持
に
よ

っ
て
威
容
戒
徳
が
あ
ら
わ

れ
て
、
香
り
高
き
人
格
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
戒
は
成
仏

(真
人
)

を
目
的
と
し
た
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
釈
尊
は
、
勤
苦
六
年
の
修
行
の
結
果
、

大
自
然
の
宇
宙
の
法
則
道
理
を
悟
ら
れ
、
み
ず
か
ら
そ
の
法
則
に
従

っ
て
生
活
さ

れ
、
全
人
類
に
正
し
い
生
活
行
為

の
あ
り
方
を
説
き
示
さ
れ
た
。
釈
尊
が
説
か
れ

た
八
万
四
千
の
法
門
は
悉
く
人
間
形
成
の
教
え
で
あ
り
、
人
格
完
成
の
道
で
あ

っ

て
、
仏
教
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
戒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

律
は

V
in
a
ya

C
毘
奈
耶
と
音
写
)

の
訳
語

で
調
伏
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。

原
義
は
除
去
と
い
う
が
、
転
じ
て
悪
行
為
を
除
去
す
る
指
導
、
ま
た
は
訓
練
、
規

律
を
指
し
、
釈
尊
が
出
家
の
弟
子
た
ち
の
悪
行
あ
る
ご
と
に
制
誡
し
規
定
し
た
仏

教
僧
団
の
法
律
、
規
則
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
戒
と
律
は
共
に
仏
道
修
行
者
の
よ
る
べ
き
要
諦
で
あ
る
か
ら
、



そ
の
原
語
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
区
別
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実

際
に
は
古
来
よ
り
戒
と
律
と
は
混
同
し

て
使
用
さ
れ
、
戒
律
と
熟
語
さ
れ
て
い
る
。

今
回
お
こ
な
わ
れ
た
研
究
会
に
お

い
て
も
、
主
題
は

「戒
律
の
現
代
的
意
義
」

と
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、
私
の
研
究
報
告
も
、
こ
の
研
究
会
に
お
け
る
発
表
の

一

端
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
こ
こ
に
主
題
を

そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
私
は
、

浄
覚
仏
教
研
究
所
印
行
の

『
第
三
届
国
際
仏
教
学
術
研
究
会
論
文
輯
』
に
研
究
発

表
の
概
要
を
記
載
し
た
が
、
こ
こ
に
改
め
て
稿
を
草
し
て
本
論
集
に
掲
載
す
る
こ

と
に
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
実
際
に
即
し
て
叙
述
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

二
、
建
学

の
精
神
と
授
戒
会

仏
教
大
学
は
、
学
則
第

一
条
に

「本
学
は
学
校
教
育
法
第
五
十
二
条
に
基
づ
き
、

仏
教
精
神
に
よ
り
人
格
識
見
高
邁
に
し
て
、
活
動
力
あ
る
人
物
の
養
成
を
目
的
と

(
　
)

し
、
世
界
文
化
の
向
上
、
人
類
福
祉

の
増
進
に
貢
献
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
学
の
教
育
方
針
が
仏
教
精
神
に
基
づ
い
て
お
り
、

本
学
が
、
仏
教
精
神
を
も

っ
て
建
学

の
精
神
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

い

っ
た
い
仏
教
精
神
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
抽
象
的
概
念
で
あ
る
が
、
仏
教
精

神
と
は
、
仏
陀

の
知
恵
と
慈
悲
の
大
悲
心
の
実
践
で
あ

っ
て
、
具
体
的
に
は

「
上

求
菩
提
下
化
衆
生
」

の
大
乗
菩
薩
の
根
本
精
神
を
指
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
ま
た
狭
義
に

つ
い
て
い
え
ば

、
法
然
上
人
の

「
自
信
教
人
信
」
の
願
往
生

の
思
想
信
仰
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
本
学
は
、
法
然
上
人
の
宗
教
的

戒
律
の
現
代
的
意
義

人
格
を
奉
戴
し
て
教
育
の
理
念
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
仏
教
大
学
史
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
教
育
理
念
の
も
と
に
開
学
以
来
、

仏
教
精
神
に
よ
る
人
材
の
育
成
に

つ
と
め
、
有
為

の
人
材
を
社
会
に
送
り
、
ま
た

学
術
研
究
者
を
養
成
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
宗
門
の
子
弟
に
限
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
仏
教
精
神
に
基
づ
く
教
育

の
普
及
と
教
育

の
機
会
均

等
を
計
り
、
昭
和
二
十
八
年
に
通
信
教
育
課
程
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
三
十

七
年
に
は
社
会
の
要
請
に
応
え
て
応
用
仏
教
と
も
い
え
る
仏
教
福
祉
学
科
が
増
設

さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
学
部
と
い
う
制
約
も
あ

っ
て
仏
教
教
理
の
研
究

に
始
終
す
る
き
ら
い
が
あ
り
、
本
学
の
教
育
目
的
が
充
分
に
発
揮
で
き
な
い
状
態

に
あ

っ
た
。
こ
れ
は
本
来
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
も

っ
と
広
く
人
文
科
学
や
社
会

科
学
な
ど
の
関
連
に
お
い
て
仏
教
精
神
を
根
幹
と
す
る
諸
学
科
を
設
置
す
る
こ
と

が
望
ま
し
く
思
考
さ
れ
た
。
そ
こ
で
広
く

一
般
に
開
放
す
る
こ
と
と
な
り
、
仏
教

学
部
は
文
学
部
に
組
織
改
変
さ
れ
て
、
仏
教
、
国
文
、
史
学
、
教
育
、
英
文
の
五

学
科
が
遂
次
増
設
さ
れ
た
。

一
方
、
社
会
学
部
も
併
設
さ
れ
て
、
社
会
福
祉
、
社

会
の
二
学
科
が
置
れ
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
六
十

一
年
度
に
は
中
国
文
学
科
が
文

学
部
に
新
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
今
後
学
部
学
科
の
増
設
が
な
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
本
学
に
開
設
さ
れ
る
す
べ
て
の
学
部
学
科
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

仏
教
精
神
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
本
学
に
お
い
て
は
、
寺
院
子
弟
の
学
生
に
つ
い
て
は
宗
教
的

情
操
教
育
を
お
こ
な
う
場
が
多
い
の
で
問
題
は
な
い
が
、

一
般
学
生
に
お
い
て
は

こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
本
学
で
は
、

一
般
教
育
科
目

に
仏
教
学
を
必
修
科
目
と
し
て
履
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
宗
教
教
育
の

よ
り
効
果
的
な
実
を
あ
げ
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
ま
た
現
在
宗
教
部
が
お
こ
な
っ

三



人

文

學

論

集

て
い
る
毎
朝

の
宗
教
行
事
や
、
月
例

の
宗
祖
法
然
上
人
聖

日
法
要
な
ら
び
に

釈
尊
誕
生
会
、
成
道
会
、
涅
槃
会
な
ど
の
宗
教
行
事
を
通
じ
て
も
、
仏
教
徒
と
し

て
の
111II仰
に
導
く
こ
と
は
ま
た
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。

か
え
り
み
る
に
、

一
九
六
九
年
頃
か
ら
、
日
本
は
安
保
闘
争
を
ひ
か
え
て
大
学

は
全
国
的
に
学
生
運
動
が
盛
ん
と
な
り
、
大
学
問
題
と
し
て
大
き
な
社
会
的
問
題

に
発
展
し
た
。
こ
の
原
因
の

一
つ
と
し
て
、
今
日
の
学
生
が
自
己
に
と
ら
わ
れ
、

自
己
中
心
主
義
に
お
ち
入

っ
て
真
実

の
よ
ろ
こ
び
を
知
ら
ず
、
他
の
非
を
責
め
る

こ
と
が
は
げ
し
く
、
他
を
か
え
り
み
よ
う
と
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
。
本
学
の
学
生
部
は
、
こ
う
し
た
学
生
た
ち
の

一
面
の
欠
陥
を
み
ず
か
ら
み

つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
初
め
て
授
戒
会
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
六

日
か
ら
十
日
ま
で
四
泊
五
日
の
日
程
で
比
叡

山
元
黒
谷
青
竜
寺

(法
然
上
人
ゆ
か
り
の
地
)
に
お
い
て
、
ま
ず
女
子
学
生

の
た
め

(
2

)

に
開
莚
さ
れ
た
。
勧
誡
師
は
学
生
授
戒
会
に
経
験
の
深
い
三
枝
樹
正
道
教
授

(
京

都
家
政
短
期
大
学
長
・
本
学
兼
任
教
授
)
が
当
り
、
四
日
間
の
説
戒
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

四
日
目
の
説
戒
が
終
了
す
る
と
夕
刻
に
は
東
山
の
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
道
場

(
m
)

を
移
し
て
、
翌
日
は
阿
弥
陀
堂
に
お
い
て
と
き
の
浄
土
門
主
岸
信
宏
貌
下
を
伝

戒
師
に
仰
ぎ
厳
粛
な
正
授
戒
を
う
け
た
。
参
加
の
学
生
善
女
は
四
〇
名
、
全
員
法

悦
の
中
に
授
戒
会
を
終
了
し
た
。

つ
い
で
そ
の
翌
年
、
二
月
十
四
日
か
ら
十
八
日
ま
で
四
泊
五
日
の
日
程
で
道
場

を
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
設
け
て
開
莚
さ
れ
た
。
勧
誡
は
浄
土
宗
門
の
高
徳
、

藤
井
実
応
師

(
現
浄
土
門
主
)
が
大
学
よ
り
依
頼
を
う
け
て
四
日
間
の
説
戒
が
お

こ
な
わ
れ
、
前
回
と
同
じ
く
阿
弥
陀

堂
に
お
い
て
浄
土
門
主
岸
信
宏
貌
下
か
ら
正

授
戒
を
う
け
た
。
参
加
学
生
善
男
子
十
八
名
で
あ

っ
た
。

四

ま
た
こ
の
年
度
に
は
、
九
月
六
日
か
ら
十
日
ま
で
の
五
日
間
に
わ
た

っ
て
知
恩

院
道
場
で
第
三
回
目
の
授
戒
会
が
開
催
さ
れ
た
。
授
戒
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
前

回
と
ま

っ
た
く
同
様
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
男
女
学
生
合
同
で
お
こ
な
わ
れ

た
。折

し
も
こ
の
時
期
は
学
生
運
動
が
苛
烈
化
し
、
各
大
学
は
紛
争
に
紛
争
を
重
ね

て
バ
リ
ケ
ー
ド
に
よ
る
封
鎖
な
ど
大
学
は
荒
廃
し
き

っ
て
い
た
。
も
は
や
大
学
に

は
教
育
不
在

の
時
代
が
到
来
し
た
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
仏
教
大
学
に
お
い
て
も

こ
の
影
響
を
多
分
に
う
け
、
真
似
を
す
る

一
部
の
学
生
も
あ

っ
た
。
し
か
し
大
勢

と
し
て
は
平
穏
な
大
学
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
社
会
的
背
景
の
中
に
あ
る
大
学
が
、

自
己
省
察
の
た
め
に
学
生
授
戒
会
を
も

っ
た
こ
と
に
重
要
な
意
義
が
あ

っ
た
。
そ

れ
は
教
育
不
在
の
多
数
の
大
学
の
中
で
、
教
育
を
す
る
大
学
と
し
て
の
真
価
を
発

(
4

)

揮
し
た
こ
と
に
な
る
。
大
学
史
は
以
上
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
仏
教
大
学
に
お
け
る
学
生
授
戒
会
は
、
建
学
の
精
神
を
具
現
し
、
そ

の
の
ち
毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
に
は
二
度
三
度
と
聴
講
を
重
ね

る
学
生
も
い
た
。
授
戒
会
が
初
め
て
開
莚
さ
れ
て
か
ら
四
年
後
に
は
、
全
学
生

の

宗
教
的
情
操
教
育
の
涵
養
を
さ
ら
に
重
視
し
て
宗
教
部
が
新
設
さ
れ
た
。
宗
教
部

は
宗
教
部
長
と
宗
教
主
任
な
ら
び
に
副
主
任
が
中
心
と
な
り
、
各
学
科
の
教
員
か

ら
お
の
お
の

一
名
、
ま
た
事
務
職
員
か
ら
数
名
を
選
出
し
て
宗
教
部
委
員
会
が
組

織
さ
れ
て
運
営
に
当
る
こ
と
に
な

っ
た
。
宗
教
部
委
員
会
は
そ
の
目
的
を
次
の
よ

う
に
明
示
し
て
い
る
。

宗
教
部
委
員
会
は
宗
教
部
長
の
所
轄
と
し
、
学
生
の
宗
教
的
情
操
教
育
お
よ
び

実
践
仏
教
の
訓
育
指
導
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
を
行
な
う
。
(
第

一
条
)
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委
員
会
は
学
生
の
宗
教
的
情
操
教
育
お
よ
び
実
践
仏
教
の
訓
育
指
噂
鴇

し
て

は
必
要
に
応
じ
て
教
授
会
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
第
七
条
)

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
学
に
お
け
る
宗
教
的
情
操
教
育
は
活
撥
な
方
向

へ
進
展

し
て
、
そ
の

一
端
を
に
な

っ
て
開
催
さ
れ
る
学
生
授
戒
会
も
宗
教
部
の
担
当
と
な

り
、
全
学
あ
げ
て
の
活
動
が
実
現
さ
れ
た
。
授
戒
会
は
い
よ
い
よ
充
実
し
て
学
生

間
に
絶
大
な
好
評
を
え
て
、
あ
る
年
度

に
は
百
二
十
名
を
越
え
る
ま
で
に
至

っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
数
は
増
加
し
た
学
生

の
全
体
か
ら
み
れ
ば
僅
少
で
は
あ
る
が
、
学

生
の
宗
教
教
育
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
　

　

授
戒
の
会
座
に
参
加
し
た
学
生
た
ち

の
寄
せ
た
手
記
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

三
、
学
生
授
戒
会
の
方
法
と
内
容

仏
教
大
学
は
、
浄
土
宗
教
育
資
団

の
設
立
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
教
育
の
理

念
に
つ
い
て
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
法
然
上
人
の
全
人
格
を
通
し
て
仏
教
精

神
を
具
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
学
生
授
戒
会
も
そ
の
宗
教
的
情
操

教
育
の

一
端
と
し
て
開
催
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
法
然
上
人
の
教
え

に
随
順
し
て
授
戒
会
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
然
上
人
に
よ

っ
て
開
創
さ
れ
た
浄
土
宗
で
は
、
普
通
在
家

一
般
の
者
に
授
戒

し
て
仏
教
す
な
わ
ち
浄
土
信
仰
に
入
ら
し
め
る
こ
と
を
結
縁
授
戒
と
呼
ん
で
い
る
。

い
わ
ば
仏
教
入
門
の
儀
式
作
法
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
結
縁
授
戒
は
初
め
聖
武

天
皇
が
鑑
真
和
上
か
ら
菩
薩
三
聚
戒
を
東
大
寺
大
仏
前
に
お
い
て
授
戒
さ
れ
、
つ

い
で
清
和
天
皇
が
皇
后
と
と
も
に
慈
覚
大
師
か
ら
十
二
門
戒
儀
に
よ

っ
て
授
戒

戒
律
の
現
代
的
意
義

さ
れ
、
そ
し
て
高
倉
天
皇
が
法
然
上
人
か
ら
授
戒
さ
れ
た
こ
と
を
結
縁
の
三
大
授

戒
と
い
っ
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
武
家
の
授
戒
も
お
こ
な
わ
れ
て
次
第

に

一
般
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
の
授
戒
は
多
く
は

一
日
で
授
戒
し

た
よ
う
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
中
期
ご
ろ
か
ら
、
勧
誡

(
説
戒
)
の
必
要
が
生

じ
て
か
、
七
日
間
あ
る
い
は
五
日
間
と
日
数
を
定
め
て
戒
会
が
催
さ
れ
、
初
め
に

勧
誡
し
て
授
戒
の
意
義
や
戒
法
の
講
説
を
し
て
、
最
後
の
日
に
正
授
戒
の
儀
式
作

法
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な

っ
た
。
今
日
で
は
社
会
的
事
情
か
ら
期
間
が
短
縮
さ
れ

て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
本
学
に
お
い
て
は
当
時
浄
土
宗

一
般
寺
院
に
お
こ
な
わ

　
ア

　

れ
て
い
た
形
式
に
な
ら

っ
て
最
初
は
五
日
間
を
定
め
て
い
た
が
、
十
年
を
経
過
し

て
期
間
は
三
日
間
に
短
縮
さ
れ
た
。
そ
の
戒
会
は
前
二
日
間
を
前
行
す
な
わ
ち
説

戒
を
中
心
と
し
て
晨
朝
、
日
中
、
日
没
の
三
時
に
宗
教
行
事

(浄
土
宗
勤
行
式
に
よ

る
礼
拝
・
勤
行
)
を
お
こ
な
い
、
三
日
目
を
正
授
戒
と
す
る
の
で
あ
る
。
前
行
二
日

間
の
宗
教
行
事
は
大
学
の
宗
教
部
が
指
導
に
当
り
、
正
授
戒

の
行
事
は
す
べ
て
知

恩
院
に
依
託
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
十
八
年
度
か
ら
の
授
戒
会
は
諸
般
の
事
情
か
ら
道
場
の
変

更
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
大
学
は
大
学
独
自
の
戒
会
を
発
揮
す
る
た
め
に

一
層

の
考

慮
が
な
さ
れ
、
伝
戒
師
は
学
長
が
つ
と
め
、
勧
誡
師

(
説
戒
)
は
宗
教
部
長
が
そ

の
任
に
あ
た
り
、
教
授
師
は
宗
教
部
委
員
か
ら
、
そ
の
他
の
役
割
は
す
べ
て
学
内

教

職

員

(浄
土
宗
教
師
有
資
格
者
)
が
担
当
す
る
こ
ど
に
な

っ
た
。
戒
会
の
道
場
は

嵯
峨
の
五
台
山
清
涼
寺
が
選
定
さ
れ
た
。
清
涼
寺
は
周
知
の
と
お
り
釈
迦
堂
と
も

呼
ば
れ
て
、
三
国
伝
来
生
身
の
釈
迦
如
来
像

(国
宝
)
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
境
内
の
雰
囲
気
も
学
生
が
安
ら
ぎ
に
つ
つ
ま
れ
る
場
所
で
あ
り
、
こ
と
に
生
身

釈
迦
如
来
の
尊
前
は
戒
会
の
道
場
と
し
て
最
適
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か

五



人
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學

論

集

く
し
て
、
授
戒
会
に
大
学
の
独
自
性

が
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
学
生
授
戒
会
の
内
容
で
あ

る
が
、
日
別
の
時
間
割
や
宗
教
行
事
の
差
定

C
　

)

な
ど
は
注
記
す
る
と
し
て
、
ま
ず
勧
誠
は
説
戒
師
独
自

の

「説
戒
要
網
」
を
作
成

(
9
)

し
て
受
者
の
学
生
に
配
布
す
る
。
要
綱
は
主
と
し
て
十
二
門
戒
儀
の
解
説
で
あ
る

が
、
序
説
と
本
説
と
に
分
け
て
六
時
間
の
説
戒
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
勧
誡
の
時
間

と
し
て
は
い
さ
さ
か
短
か
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
受
者
学
生
の
理
解
と
体

得
は
ま
さ
に
頓
速
と
い
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
適
度
の
説
戒
時
間
で
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

説
戒
は
、
授
戒
作
法
が
示
さ
れ
る

『
十
二
門
戒
儀
』
に
よ

っ
て
こ
れ
を
細
説
す

る
の
で
あ
る
が
、

『十
二
門
戒
儀
』
は
も
と
よ
り
、
唐

の
荊
渓
湛
然

(
1
七
八
二
)

(
°
)

が
著
わ
し
た

『
授
菩
薩
戒
儀
』

一
巻

の
異
名
で
あ

っ
て
、
そ
の
内
容
が
十
二
門
の

順
序
に
よ
っ
て
授
戒
の
作
法
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
荊
渓
湛
然
は
妙
楽
大
師
と
尊
称

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
戒
儀
書
は
普

通
に
は
妙
楽
の

『
十
二
門
戒
儀
』
と
呼
ん
で
い
る
。

『授
菩
薩
戒
儀
』
と
い
う
戒
儀
書
は
数
種
の
異
本
が
あ

っ
て
、
そ
の
中
に
は
、

(
11
)

(
12

)

法
然
上
人
の
作
と
伝
え
ら
れ
る

『
授
菩
薩
戒
儀
則
』

一
巻
と

『授
菩
薩
戒
儀
』

一

巻
と
が
あ
る
。
前
者
は

「黒
谷
古
本
戒
儀
」
と
呼
ば
れ
、
後
者
は

「
新
本
戒
儀
」

と
称
さ
れ
て
い
る
。
古
本
戒
儀
は
鎌
倉
時
代
よ
り
江
戸
時
代
の
中
期
頃
ま
で
、
浄

土
宗
の
授
戒
に
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
今
日
ま
で
新
本
戒

儀
が
浄
土
宗
の
戒
儀
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
学
の
授
戒
会
に
は
新
本

戒
儀
を
基
本
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
解
説
す
る
の
で
あ
る
。
十
二
門
と
は
、
第

一
開

導
、
第
;

二
帰
、
第
三
請
師
、
第
五
発
心
、
第
六
間
遮
、
第
七
授
戒
、
第
八
証
明
、

第
九
現
相
、
第
十
説
相
、
第
十

一
広
願
、
第
十
二
勧
持
、
以
上
で
あ
る
。

六

説
戒
師
は
説
戒
の
は
じ
め
に
、
受
者

一
同
に
十
念

(念
仏
十
遍
)
を
称
え
し
め
、

つ
ぎ
の

「
釈
迦
仏
の
伝
誦
」
を
独
唱
す
る
。

大
衆
、
心
に
諦
ら
か
に
信
ぜ
よ
。
汝
は
是
れ
当
成
の
仏
、
我
れ
は
是
れ
己
成

の
仏
な
り
と
。
常
に
是
の
如
き
信
を
作
せ
ば
、
戒
品
已
に
具
足
す
。

一
切
の

心
有
ら
ん
者
は
、
皆
応
に
仏
戒
を
摂
く
べ
し
。
衆
生
、
仏
戒
を
受
く
れ
ば
即

ち
諸
仏
の
位
に
入
る
。
位
大
覚
に
同
じ
已
れ
ば
、
真
に
是
れ
諸
仏
の
子
な
り
。

大
衆
皆
恭
敬
し
て
、
至
心
に
我
が
誦
す
る
こ
と
を
聴
け
。
(
梵
網
経
)

つ
い
で
、
受
者

一
同
は
こ
の
伝
誦
を
う
け
て
つ
ぎ
の

「
開
講
の
偈
」
を
唱
え
る
。

み
ほ
と
け
の
、
説
き
た
ま
え
る
真
理
の
道
は
、
そ
の
理
甚
だ
深
く
し
て
相

い

遇
う
こ
と
難
し
。
我
れ
今
幸
い
に
し
て
耳
に
聞
き
心
に
と
ど
め
る
こ
と
を
得

た
り
。
願
く
は
、
み
ほ
と
け
の
真
実
の
道
を
た
ど
ら
ん
。

こ
れ
よ
り
説
戒
が
始
ま
る
。
説
戒
は
す
で
に
授
者
学
生
に
配
布
さ
れ
た

「説
戒

要
綱
」
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
が
、

「
説
戒
要
綱
」
の
内
容
は
省
略
す
る
。
説

戒
は
仏
戒
す
な
わ
ち
円
頓
菩
薩
戒
を
解
説
す
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
順
序
は
十
二

門
戒
儀
に
よ

っ
て
お
こ
な
う
。
説
戒
に
お
い
て
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
本
学
に
お
け
る
授
戒
会
を
意
義
あ
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が

っ
て
、
勧
戒
に
お
い
て
は
受
者
学
生
を
し
て
、
法
然
上
人

の
浄
土
仏
教
の
信
仰

に
向
け
、
称
名
念
仏
せ
し
め
る
よ
う
に
務
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

受
戒
の
根
本
は
念
仏
生
活

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
戒
と
は
信
仏

念
仏

の
生
活
で
あ

っ
て
、
仏
を
信
じ
仏
を
念
ず
る
精
神
の
活
動
が
第

一
で
あ
る
。

崇
高
な
釈
尊

の
人
格
に
打
た
れ
信
順
せ
る
さ
ま
、
そ
れ
は
如
来
と
共
に
生
き
る
姿

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
阿
弥
陀
仏

へ
の
思
慕
と
な
り
帰
命
と
な

っ
て

表
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
称
名
念
仏
こ
そ
す
べ
て
の
戒
を
含
み
念
仏
生
活



の
中
に
自
然
任
運
と
し
て
戒
法
は
実
践
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
が

「南
無
阿
弥
陀

の
名
号
の
中
に
は
、
四
智
、
三
身
、
十
力
、
四
無
畏
等
の
内
証
の

(
　
)

功
徳
と
、
相
好
、
光
明
、
説
法
、
利
生
等
の
外
用
の
功
徳
が
具

っ
て
い
る
」
と
強

調
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
称
名
念
仏
の
相

(
す
が
た
)
が
現
わ
れ

て
こ
そ
、
本
学
に
お
け
る
授
戒
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
正
授
戒
は
、
ま
ず
授
戒

の
道
場
を
ど
の
よ
う
に
設
備
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
授
戒

の
作
法
を
お
こ
な
う
場
所
を
戒
壇
と
呼
ん
で
い
る
が
、

戒
壇
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
唐
の
道
宣
律
師
が
著
わ
し
た

『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』

に
図
解
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
四
分
律
の
戒
壇
で

あ

っ
て
、
純
大
乗
の
戒
壇
で
は
な
い
。
そ
こ
で
伝
教
大
師
最
澄
は
、
比
叡
山
に
純

大
乗
の
戒
壇
を
建
設
し
て
、
円
頓
戒
道
場
と
し
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
出
家
の

戒
壇
で
あ

っ
て
、
在
家
の
結
縁
授
戒

の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
た
め
に
、
恵
谷

(
14
)

隆
戒
師
は
結
縁
授
戒
会
に
望
ま
し
い
戒
壇
の
設
備
図
を
示
さ
れ
て
い
る
。
本
学
で

は
こ
の
図
示
を
参
考
と
し
て
道
場
を
設
置
し
て
い
る
。

ま
た
戒
師
や
教
授
師
な
ど
の
法
衣
は
、
授
戒
本
尊
の
三
聖

(釈
迦

・
文
殊

.
弥

勒
)
の
像
が
比
丘
形

の
姿
で
粗
衣
を
着
用
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
多
い
。
た
め

に
、
戒
師
並
び
に
文
殊

・
弥
勒
の
配
役
も
比
丘
形
の
衣
帯
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
、

儀
式
に
は
戒
師
は
荘
厳
袴

の
上
に
黒
衣
、
如
法
衣

(
麻
の
九
条
袈
裟
)
を
着
用
し
、

金
襴
を
さ
け
て
茶
地
の
誌
公
帽
子
を
被
り
手
に
は
荘
厳
数
珠
と
拂
子
を
持

つ
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
他
の
配
役
の
僧
は
す
べ
て
黒
衣

・
如
法
衣
の
着
用
で
あ
る
。
こ

　
あ
　

れ
は
本
学
授
戒
会
の
特
色
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
16
)

さ
て
、
授
戒
の
差
定
は
注
記
す
る

こ
と
に
し
て
、
正
授
戒
の
作
法
口
述
に

つ
い

て
は
、
本
学
に
お
け
る
戒
師
の
独
自

の
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
こ
に
掲
載
し
て
お
き

戒
律
の
現
代
的
意
義

た

い

。

(
17
)

『
授
菩
薩
戒
儀
』
(正
授
戒

11
作
法

・
口
述
)

(戒
師
登
高
座
。
酒
水
。
受
者
代
表
焼
香
、
三
唱
三
礼

(受
者

一
同
)。

授
与
十
念
。
三
唱

一礼
11
受
者

一
同
)。

ロ
バ今
か
ら
授
戒

の
儀
式
作
法
を
お
こ
な
う
。
(○
印
は
割
笏
を
打
つ
こ
と
を
示
す
)

○
○
今
、
菩
薩
戒
を
授
く
る
に
行
事
の
儀
、
す
べ
て
十
二
門
あ
り
。
○
第

一

開
導
、
○
第
二
三
帰
、
○
第
三
請
師
、
○
第
四
懴
悔
、
○
第
五
発
心
、
○
第

六
間
遮
、
○
第
七
授
戒
、
○
第
八
証
明
、
○
第
九
現
相
、
○
第
十
説
相
、
○

第
十

一
広
願
、
○
第
十
二
勧
持
。
以
上
。

○
第

一

開
導

開
導
と
は
、
心
の
眼
を
開
い
て
正
し
い
道
に
導
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

で
に
二
日
間
に
わ
た

っ
て
説
戒
師
か
ら
、
い
と
も
懇
切
に
お
話
を
承

っ
て
お
ら

れ
る
の
で
、
授
戒

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
充
分
ご
承
知
の
こ
と
で
あ
る

が
、
入
学
式

の
と
き
に
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
佛
教
大
学
に
入
学
し
、
そ
し

て
い
ま
、
こ
の
よ
う
に
授
戒
会
に
参
加
で
き
た
こ
と
は
、
重
な
り
か
さ
な
り
合

っ

て
尽
き
る
こ
と
の
な
い
、
過
去
の
縁
の
積
み
重
ね
で
あ
る
こ
と
を
味
わ
い
、
ほ

ん
と
う
の
自
分
と
い
う
も
の
に
目
ざ
め
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
心
の
眼
を
開
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
作
法
を
し

っ
か
り
と
受
け
と
め
て
頂

く
よ
う
お
願
い
す
る
。

○
第

一

開
導
終
る
。

○
第
二

三
帰

受
者
合
掌

(教
授
師
指
示
)

三
帰
と
は
、
戒
を
授
け
て
頂
く
た
め
に
、
ま
ず
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ

七



人

文

學

論

集

る
。
今
日
よ
り
以
後
、
命
終
る
ま

で
、
仏
法
僧

の
三
宝
に
帰
依
し
、
常
に
明
る

く
、
正
し
く
、
仲
睦
ま
じ
く
生
活
す
る
よ
う
、
こ
の
こ
と
を
約
束
し
て
頂
く
。

只
今
か
ら
私
が
お
約
束
し
て
頂
く
言
葉
を
三
度
繰
り
返
え
す
か
ら
、
受
者

一
同

は
私

の
唱
え
る
通
り
力
強
く
、
三
遍
繰
り
返
し
て
ご
唱
和
を
願
い
た
い
。

○
わ
れ
ら
仏
弟
子
は
、
○
今

日
以
後
命
終
る
ま
で
、
〇
三
宝
に
帰
依
し
て
、

○
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
、
○
生
活
す
る
こ
と
を
誓
う
。

○
第
二

三
帰
終
る
。

○
第
三

請
師

代
表
焼
香

(教
授
師
指
示
)

請
師
と
は
、
戒
法
を
お
授
け
に
な
る
お
師
匠
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
教
授
師

の
お
さ
し
ず
に
よ

っ
て
、
お
師
匠
様
を
お
ま
ね
き
す
る
御
文
を

唱

え

て
頂

く

。
受
者
合
掌

(教
授
師
指
示
)

(教
授
師
11

「我
等
仏
弟
子
は
、
今
大
徳
に
従
っ
て
戒
法
を
受
け
、
人
格
を
完
成
せ

ん
と
請
い
願
い
て
止
ま
ず
。
願
く
は
大
徳
、
我
等
が
た
め
に
み
恵
み
を
垂
れ
給
え
」
。

受
者
は
教
授
師
に
随
っ
て
唱
え
る
。)

只
今
、
受
者

一
同
か
ら
、
私
を
戒
師
に
と
要
請
せ
ら
れ
た
が
、
も
と
よ
り
私

は
不
徳
の
身
、
と
う
て
い
そ
の
器
で
は
な
く
、
た
だ
戒
法
を
伝
え
て
い
る
身
に

す
ぎ
な
い
。
実
は
、
釈
尊
か
ら
直
接
に
戒
を
授
か
る
の
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と

に
、
こ
の
道
場
は
、
ま
さ
に
三
国
伝
来

の
国
宝
釈
迦
如
来
像
の
御
前
に
て
只
今
、

い
と
も
お
ご
そ
か
に
、
授
戒
の
儀
式
を
お
こ
な
わ
さ
し
て
頂
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
私
は
身
が
ふ
る
え
る
ほ
ど
感
激
い
た
し
て
い
る
。
こ
の
喜
び
を
受
者

一
同

と
共
に
分
ち
合
い
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
私
が
受
者

一
同
に
な
り
か
わ

っ
て
、

釈
迦
牟
尼
如
来
、
文
殊
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
の
三
大
師
匠
を
、
ま
た
証
明
師
と
し

八

て
十
方
の
諸
仏
諸
菩
薩
を
、
此
の
道
場
に
お
く
だ
り
し
て
頂
く
よ
う
、
心
を
こ

め
て
お
願
い
す
る
か
ら
、
私
が
お
願

い
の
文
を
奉
読
し
た
あ
と
に
、
受
者

一
同

も
私
と
共
に
真
心
こ
め
て
三
唱

一
礼
し
て
お
願
い
さ
れ
る
よ
う
に
。

ー
戒
師
下
座
、
釈
尊
前
に
て

「請
師
文
」
を
拝
読
。
(請
師
文
の
掲
載
は
省
略
す
る
)
。

戒
師
登
高
座
。
三
唱

一
礼
ー

受
者

一
同
H
教
授
師
指
示
)。

○
第
三

請
師
を
終
る
。

○
第
四

懴
悔

懴
悔
と
は
、
過
去
の

一
切
の
罪
を
深
く
反
省
し
て
、
心
を
浄
め
る
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
い
ま
真
心
こ
め
て
お
迎
え
し
た
諸
仏
諸
菩
薩
の
御
前
に
お
い
て
、
受

者
の
方
々
が
過
去
か
ら
今
日
た
だ
い
ま
に
い
た
る
ま
で
に
、
犯
し
重
ね
て
き
た

罪
と
が
を
、
悉
く
懴
悔
し
て
頂
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
身
も
心
も
清
ら
か
に
生

き
変

っ
て
頂
く
た
あ
に
、
懴
悔
の
文
を
お
授
け
す
る
か
ら
、

一
語

一
語
私
の
あ

と
に

つ
い
て
、
心
し
て
唱
え
る
よ
う
に
。

受
者
合
掌

(教
授
師
指
示
)。

○
○
我
等
が
昔
よ
り
つ
く
る
と
こ
ろ
の
、
○
諸
々
の
悪
し
き
業
は
、
○
み
な

貧
り
と
怒
り
と
、
○
愚
か
さ
と
に
よ
れ
る
も
の
な
り
。
○
我
等
が
身
と
言
葉

と
、
○
心
と
に
よ
り
て
起
す
と
こ
ろ
、
○
す
べ
て
今
我
等
、
○
悉
く
懴
悔
し

奉
る
。

○
第
四

懴
悔
を
終
る
。

○
第
五

発
心

発
心
と
は
、
菩
提
心
を
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
受
者

一
同
は
懴
悔
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
心
は
洗
わ
れ
清
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
菩
提
心
、
す
な
わ
ち



さ
と
り
を
求
め
る
心
を
発
し
て
頂
く

の
で
あ
る
。
す
で
に
説
戒
に
よ

っ
て
聴
聞

し
た
よ
う
に
、
菩
提
心
と
は
四

つ
の
大
き
な
願
い
を
誓
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ

う
し
た
大
願
を
発
す
た
め
に
、
私
が
唱
え
る
御
文
を
力
強
く
操
り
か
え
し

て
頂
く
よ
う
に
。

受
者
合
掌

(
教
授
師
指
示
)

○
○
生
き
と
し
生
け
る
も
の
限
り
な
け
れ
ど
も
、
○
誓

っ
て
導
か
ん
こ
と
を

願
う
。

○
煩
い
悩
み
は
尽
き
る
こ
と
な
け
れ
ど
も
、
○
誓

っ
て
断
ち
き
ら
ん
こ
と
を

願
う
。

○
み
仏
の
教
え
は
量
り
得
ざ
れ
ど
も
、
○
誓

っ
て
学
ば
ん
こ
と
を
願
う
。

○
悟
り
の
道
は
遥
か
な
れ
ど
も

、
○
誓

っ
て
成
就
せ
ん
こ
と
を
願
う
。

○
第
五

発
心
終
る
。

○
第
六

間
遮

問
遮
と
は
、
極
悪
非
道
な
行
な

い
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
め
る
こ
と
で
あ

る
。
過
去
に
お
い
て
、
障
り
と
な
る
行
な
い
が
あ
っ
た
の
で
は
、
戒
を
保

つ
妨

げ
と
な
る
の
で
、
そ
う
し
た
行
な

い
の
有
無
を
問
い
た
だ
す
作
法
を
行
う
。
有

り
や
否
や
、
と
尋
ね
る
か
ら
、
心
を
こ
め
て

「
無
し
」
と
答
え
る
よ
う
に
。

受
者
合
掌

(教
授
師
指
示
)

○
汝
等
、
仏
身
よ
り
血
を
出
し
た
る
こ
と
あ
り
や
否
や
。

○
汝
等
、
父
を
殺
し
た
る
こ
と
有
り
や
否
や
。

○
汝
等
、
母
を
殺
し
た
る
こ
と
有
り
や
否
や
。

○
汝
等
、
和
上
を
殺
し
た
る
こ
と
有
り
や
否
や
。

○
汝
等
、
師
匠

(
阿
闍
梨
)
を
殺
し
た
る
こ
と
有
り
や
否
や
。

戒
律
の
現
代
的
意
義

○
汝
等
、
指
導
者

(
羯
磨
僧
)
を
殺
し
た
る
こ
と
有
り
や
否
や
。

○
汝
等
、
聖
人
を
殺
し
た
る
こ
と
有
り
や
否
や
。

○
障
り
な
き
こ
と
を
認
め
て
、
第
六

間
遮
を
終
る
。

○
第
七

授
戒

い
よ
い
よ
戒
を
授
け
て
頂
く
の
で
あ
る
。

一
番
大
切
な
儀
式
作
法
で
あ
る
。

受
者
は
威
儀
を
正
し
く
し
て
心
を
統

一
し
、
真
心
を
込
め
て
、
い
よ
い
よ
戒
法

を
受
け
て
戒
の
心
を
実
行
に
移
す
堅
い
決
意
を
発
し
て
頂
き
た
い
。
戒
と
は
、

す
べ
て
の
悪
い
こ
と
は
し
な
い
。
す
べ
て
の
善
い
こ
と
を
実
行
す
る
。
世
の
た

め
人
の
た
め
に
つ
く
す
。
と
い
う
三
つ
の
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
三
聚
浄
戒
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
授
戒

の
作
法
は
、

一
白
三
羯
磨
と
い
い
、
同
じ
作
法

を
三
度
繰
り
返
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
第

一
作
法
の
と
き
、
天
地
宇
宙
に
満

ち
た
微
妙
不
思
議
な
み
仏
の
戒
の
力
が
活
動
を
開
始
し
て
、
や
が
て
受
者
の
周

辺
に
集

っ
て
く
る
。
第
二
作
法
の
と
き
、
そ
の
み
仏
の
力
は
受
者
の
頭
上
に
覆

い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
第
三
作
法
の
と
き
、
正
し
く
集
り
き
た

っ
た
み

仏
の
力
は
、
頭
上
か
ら
受
者
の
全
身
全
霊
に
浸
透
し
て
身
体
申
に
満
ち
て
く
る
。

只
今
か
ら
、
釈
尊
以
来
、
イ
ン
ド

・
中
国

・
日
本
と
三
国
に
わ
た

っ
て
相
伝
え

ら
れ
た
三
聚
浄
戒
の
戒
法
を
私
が
釈
尊
に
な
り
か
わ
っ
て
、
儀
式
を
通
じ
て
お

授
け
す
る
。
私
が

「
よ
く
た
も

つ
や
否
や
」
と
尋
ね
る
か
ら
、
受
者
は
力
を
込

め
て

「
よ
く
た
も

つ
」
と
答
え
る
よ
う
に
。

代
表
焼
香
・
一
同
合
掌

(教
授
師
指
示
)

○
汝
等
、
諸
仏
菩
薩
の
み
前
に
お
い
て
、
今
日
よ
り
以
後
命
終
る
ま
で
、
明

る
く
正
し
く
仲
よ
く
生
活
し
て
、

一
切
の
悪
を
な
さ
ず
、

一
切
の
善
を
な
し
、

九



人
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學

論

集

与
え
ら
れ
た
使
命
を
全
う
し
て
、
世
の
為
、
人
の
為
に
働
く
こ
と
を
誓
い
、
そ

の
間
に
お
い
て
こ
れ
を
犯
す
事
を
得
ざ
れ
。
三
聚
浄
戒
、
よ
く
持
つ
や
否
や
。

1
受
者

「
よ
く
持
つ
」
と
答
え
る
。
三
回
繰
り
返
す
。

ー
法
鼓
を

一打
、
二
打
、

三
打
す
る
ー

す
で
に
三
度

「
よ
く
持

つ
」

と
堅
い
決
意
を
示
さ
れ
た
限
り
、
み
仏
の
お
力

は
受
者
の
身
中
に
活
動
を
開
始
す

る
。
こ
の
戒
法
を
よ
く
実
行
す
る
者
こ
そ
真

の
仏
弟
子
で
あ
り
、
や
が
て
香
り
高
い
人
格
を
作
り
上
げ
、
限
り
な
い
幸
せ
が

得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら

の
生
涯
を
通
じ
て
、
こ
の
戒
を
よ
く
実
行
し
、

決
し
て
こ
れ
を
破
る
こ
と
の
な

い
よ
う
心
か
ら
お
願
い
す
る
。

○
第
七

授
戒
を
終
る
。

○
第
八

証
明

い
ま
、
こ
う
し
て
戒
法
を
授
げ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
十
方
の
諸
仏
に
報
告

し
証
明
し
て
頂
く
作
法
を
こ
れ
か
ら
行
う
。
受
者

一
同
は
、
真
心
を
こ
め
て
合

掌
さ
れ
る
よ
う
に
。

ー
戒
師
下
高
座
。
仏
前
に
て
二
馨
。
長
跪
し
て

「証
明
文
」
を
謹
読
。

(証
明
文
の
掲
載
は
省
略
す
る
)。
戒
師
登
高
座
。
1

0
第
八

証
明
終
る
。

○
第
九

現
相

現
相
と
は
、
厳
か
な
相

(す
が
た
)
が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
受

者

の
浄
ら
か
に
な
っ
た
心
を
諸
仏
は
喜
ば
れ
る
。
諸
仏
の
喜
び
は
必
ず
受
者
の

心
に
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
道
場
で
戒
法
を
受
け

一
〇

て
今
日
よ
り
以
後
命
終
る
ま
で
、
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
生
活
す
る
と
誓
い
を

立
て
た
か
ら
で
あ
る
。
受
者
は
こ
れ
か
ら
本
当
に
和
や
か
な
生
活
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
を
現
相
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
受
者
が
戒
法
を
実
践
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
生
れ
変

っ
た
人
生
の
第

一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
、
家
庭
や
職
場
や

社
会
が
浄
化
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

O
第
九

現
相
終
る
。

○
第
十

説
相

説
相
と
は
、
戒
を
受
け
た
者
が
、
最
底
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
十
種
の
道

徳
的
規
範
を
誓
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
か
ら
、
そ
れ
を
実
行
す
る
か
否
か
を
尋

問
す
る
。
こ
れ
は
受
者
の
決
意
を
新
た
に
せ
ん
と
の
呼
び
か
け
で
あ
る
か
ら
、

誓

い
を
守
る
こ
と
を
堅
く
念
じ
、
力
を
込
め
て

「能
く
持

つ
」
と
お
答
え
願
い

た
い
。

○
第

一
、
不
殺
生
戒
。
す
べ
て
の
も
の
の

「
い
の
ち
」
を
尊
び
、
衣
食
住
に

お
い
て
無
駄
な
き
生
活
を
す
る
こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。

○
第
二
、
不
愉
盗
戒
。
他
人
の
物
を
盗
み
、
勤
め
を
怠
り
、
信
用
を
裏
切
ら

な
い
こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。

○
第
三
、
不
邪
淫
戒
。
男
女
お
の
お
の
そ
の
分
を
守
り
、
互
い
に
礼
節
を
尊

び
、
ほ
し
い
ま
ま
な
行
動
を
し
な
い
こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。

○
第
四
、
不
妄
語
戒
。
身
と
口
と
心
に
お
い
て
嘘
偽
り
の
行
な
い
を
し
な
い

こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。

○
第
五
、
不
酷
酒
戒
。
自
ら
よ
く
考
え
、
秩
序
あ
る
生
活
を
し
、
自
ら
慎
ん

で
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。



○
第
六
、
不
説
四
衆
過
戒
。
家
族
や
友
人
を
含
め
て
他
人
の
悪
口
を
い
わ
な

い
こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。

○
第
七
、
不
自
讃
毀
他
戒
。
自
分
を
讃
め
て
他
人
を
そ
し
ら
な
い
こ
と
を
誓

う
。
よ
く
持
つ
や
否
や
。

○
第
八
、
不
慳
惜
加
毀
戒
。
物
惜
し
み
を
し
て
他
人
に
毀
害
を
与
え
な
い
こ

と
を
誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否

や
。

○
第
九
、
不
慎
心
不
受
悔
戒
。

い
か
な
る
場
合

で
も
腹
立
ち
の
心
を
押
え
て

他
人
の
過
ち
を
許
す
こ
と
を
誓
う
。
よ
く
持
つ
や
否
や
。

○
第
十
、
不
謗
三
宝
戒
。
い
つ
も
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
生
活
す
る
こ
と
を

誓
う
。
よ
く
持

つ
や
否
や
。

い
ま
誓

っ
た
こ
と
を
、
よ
く
実
行
し
て
頂
く
よ
う
に
重
ね
て
お
願

い
す
る
。

○
第
十

説
相
終
る
。

○
第
十

一

広
願

広
願
と
は
、
他
の
人
び
と
と
喜
び
を
土
ハに
す
る
願
い
を
広
く
発
こ
す
こ
と
で

あ
る
。
受
者

一
同
は
す
で
に
戒
を
授
け
ら
れ
た
今
日
以
後
、
人
生
の
ほ
ん
と
う

の
意
義
に
目
ざ
め
、
生
き
が
い
を
感
じ
た
生
活
の
中
に
安
ら
ぎ
を
得
る
わ
け
で

あ
る
が
、
世
の
中
に
は
物
の
道
理
を
わ
き
ま
え
ず
、
自
分
勝
手
な
振
舞
を
し
て

人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
我
利
我
欲
の
人
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人

び
と
に
身
を
も

っ
て
範
を
た
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
広
願
と
い
う
の

で
あ
る
。

つ
ぎ
の
機
会
に
は

一
人

で
も
多
く
の
後
輩
た
ち
に
、
こ
の
授
戒
を
受

け
る
よ
う
に
お
す
す
め
願
い
た
い
。

○
第
十

一

広
願
終
る
。

戒
律
の
現
代
的
意
義

○
第
十
二

勧
持

勧
持
と
は
、
勧
め
持

つ
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
授
か

っ
た
戒
を
犯
さ
な
い
よ
う

に
つ
つ
し
み
、
さ
ら
に
進
ん
で
善
い
行
な
い
を
実
行
す
る
よ
う
に
励
む
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
戒
を
保

つ
生
活
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
念
仏
の
中
に
お
さ
ま
る
の
で
あ
る
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
念
仏

の
信

仰
に
生
き
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
戒
が
保
た
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
念
仏
を
申
し

て
み
仏
ま
か
せ
の
生
活
に
入
る
と
、
自
然
に
、
相
い
す
ま
ぬ
、
申
し
わ
け
な
い
、

と
い
う
気
持
ち
と
、
あ
り
が
た
い
、
も

っ
た
い
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
が
湧
き

お
こ
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
反
省
と
感
謝
の
生
活
の
中
に
、
す
ば
ら
し
い
人
生

が
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
受
者

一
同
は
、
こ
の
た
び
不
思
議
な
縁
に
め
ぐ

り
あ
い
、
授
戒
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
以
後
、
命
終
る
ま
で
、
念
仏

の
日
暮
ら
し
を
続
け
て
、
香
り
高
い
人
格
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も

肝
要
で
あ
る
。
こ
の
喜
び
を
永
遠
に
く
ず
さ
ず
持
続
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

○
第
十
二

広
願
終
る
。

○
以
上
十
二
門
戒
儀
を
終
る
。

1
受
者
代
表
焼
香
-

授
戒
し
終

っ
て
、
身
心
と
も
に
さ
わ
や
か
に
、
み
仏
の
子
と
な
り
、
本
当
の

自
己
に
め
ざ
め
た
こ
と
を
、
経
文
で
唱
え
る
こ
と
に
す
る
。

一
句
を
唱
え
た
ら
、

大
声
し
て
唱
和
を
請
う
。

○
衆
生
仏
戒
を
受
け
ぬ
れ
ば
、
○
即
ち
諸
仏
の
位
に
入
る
、
○
位
大
覚
に

=
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同

じ

終

り

な
ば

、

○
真

に

こ

れ
諸

仏

の

み
子

な
り

。

○

授

与

十

念

。

1
摂
益
文

(戒
師
発
声

、
念
仏

一
会
中

に
下
高
座
し
仏
前

に
向
う
)
。

総
回
向
文

。
総
願
渇

。
三
帰
礼
。
戒
師
登
高
座
。

ー

○
戒
牒
授
与

授
戒
を
受
け
た
し
る
し
に
、
戒
牒
を

一
人
ひ
と
り
に
お
渡
し
す
る
か
ら
、
尊

い
み
仏
の
教
を
胸
に
お
さ
め
て
、
生
涯
の
宝
と
し
て
受
け
と
り
願
い
た
い
。

(受
者
順
次
退
堂
。
)

戒
師
退
堂
。

終
。

以
上
。

四
、
十
二
門
戒
儀

の
教
育
的
意
義

教
育
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
生
活
活
動
の
基
盤
を
な
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
人
格
の
自
覚
あ
る
人
間
を
形
成
す
る
作
用
で
あ
る
か
ら
、
人
格

に
よ
っ
て
人
格
を
陶
治
す
る
こ
と
を
も

っ
て
本
質
と
さ
れ
て
い
る
。
人
格
と
い
う

も

の
は
、
普
遍
的
な
価
値
が
個
性

の
中
に
お
い
て
統

一
融
合
し
て
実
現
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
個
性
の
生
命
体
の
上
に
築
か
れ
る
神
格
あ
る
い
は
仏
格
を
意
味
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
は
、
生
物
と
し
て
生
ま
れ
た
人
間
、
自
然
人
と
し
て
の

「在
る
人
間
」を
、
理
性
あ
る
人
間

、
す
な
わ
ち
精
神
的
活
動
を
な
す

「在

る
べ

き
人
間
」
に
ま
で
育
成
す
る
人
格
者
の
形
成
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見

地
か
ら
、
十
二
門
戒
儀
は
ど
の
よ
う
な
教
育
的
意
義
内
容
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。

一
二

第

一

開
導

開
導
と
は

「
開
眼
誘
導
」
の
義
で
あ

っ
て
、
真
理
に
め
ざ
し
め
る
こ
と
を
い
う

C
　
)

の
で
あ
る
。
戒
儀
に
は

「夫
れ
仏
法
の
大
海
は
深
広
に
し
て
涯
り
無
し
。
唯
信
あ

れ
ば
能
く
入
る
、
信
有
る
に
由
る
が
故
に
三
学
成
ず
可
く
菩
提
に
至
る
べ
し
。
而

し
て
三
学
の
中
に
は
戒
を
以
て
首
と
為
す
。
菩
提
の
広
路
に
は
戒
を
資
糧
と
為
し

生
死
の
大
海
に
は
戒
を
船
筏
と
為
し
、
三
塗
の
重
病
に
は
戒
を
良
薬
と
為
す
」
と

説
か
れ
、
ま
ず
仏
を
信
じ
て
進
む
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

本
来
、
仏
教
は
大
自
然

の
法
、
宇
宙
の
真
理
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
戒
と
は

こ
の
大
自
然
の
法
、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
秩
序
で
あ
る
。
秩
序
を
た
も

つ
と
い
う
こ

と
は
人
と
し
て
当
然
在
る
べ
き
姿
で
あ
る
が
、
す
な
お
に
大
自
然
の
法
に
溶
け
込

め
な
い
た
め
に
、
人
は

一
方
で
は
知
識
が
深
広
と
な
り
知
能
や
技
能
は
上
達
し
て

勝
れ
て
も
真
の
人
格
が
育
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
返

っ
て
人
生
に
お
い
て
禍

い
の
因
と
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
戒
は
人
間
と
し
て

「
生
」
を
全
う
す
る
道
で
あ

っ

て
、
人
生
究
極
の
目
的
は
仏

(真
人
)
と
な
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
む
る
た
め
の
開

導
で
あ
る
。
釈
尊
を
理
想
の
人
物
と
し
て
尊
敬
す
る
こ
と
は
、
釈
尊
は
歴
史
的
人

間
で
は
あ
る
が
宇
宙
の
真
理
を
さ
と

っ
て
仏
陀

(
完
成
者
)
と
な
ら
れ
た
そ
の
事

実
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
を
信
ず
れ
ば
、
自
ら
菩
薩
道
の
規
範
で

あ
る
三
学

(戒

・
定

・
恵
)
が
成
り
立
っ
て
仏
果

(
完
成
し
た
人
格
者
)
に
至
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
も

「菩
提

(さ
と
り
)
の
広
路
に
は
戒
を
資
糧
と
為
し
生
死

(ま
よ
い
)

の
大
海
に
は
戒
を
船
筏
と
為
し
、
三
塗

(く
る
し
み
)
の
重
病
に
は
戒
を
良
薬
と
為
す
」

と
い
う
、
人
生
に
お
け
る
戒
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
信
仰
、
信

心
の
眼
を
開
く
こ
と
が
誘
導
さ
れ
、
信
仰
の
眼
が
開
け
れ
ば
悟
り
に
向
う
行

の
足

が
動
き
だ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



つ
づ
い
て
戒
儀
に
は

「然
る
に
戒

に
多
種
有
り
。
五
八
十
具
菩
薩
律
儀
な
り
。

而
る
に
五
戒
は
人
に
報
じ
八
と
十
と
は
天
に
報
じ
、
出
家
の
大
戒
は
小
解
脱
三
明

六
通
無
余
永
寂
を
感
ず
。
菩
薩
の
律
儀
八
万
の
細
行
は
仏
果
三
身
四
徳
相
好
不
共

一
切
の
功
徳
を
報
得
す
」

と
あ

っ
て
、
戒
の
種
々
相
を
説
き
戒
徳
の
勝
れ
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

浄
土
宗
に
お
け
る
授
戒
は
円
戒
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
円
は
偏
に
対
す
る
語
で
、

か
た
よ
ら
な
い
と
い
う
円
満
円
融
の
義
と
さ
れ
、
す
な
わ
ち
片
寄
ら
な
い
完
全
円

満
な
る
戒
法
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ま
た
頓
授
戒
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
頓
は
漸

に
対
す
る
語
で
、
漸
と
は
永
い
時
間

の
労
費
、
頓
は
頓
速
頓
極
の
義
で
短
時
間
の

間
に
成
功
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
合
し
て
円
頓
戒
と
呼
ば
れ
、
こ
の
戒
は
自

他
平
等
の
利
益
を
被
む
る
た
め
に
円
頓
菩
薩
戒
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

円
頓
戒
と
は
、
「
速
や
か
に
人
格
を
完
成
す
る
お
こ
な
い
」

の
意
味
に
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
戒
法
に
は
戒
徳
の
種
々
相
に
よ
っ
て
異
名
が

生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大

(
乗
)
戒
、
性
徳
戒
、
常
住
仏
性
戒
、
妙
戒
、
金

剛
宝
戒
、
仏
戒
、
三
聚
浄
戒
な
ど
で
あ
る
。

大
戒
は
、
自
他
平
等
に
利
益
を
同
じ
く
し
、
広
く
身
口
意
の
三
業
を
浄
化
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
大
乗
戒
と
も
呼
ば
れ
る
。
性
徳
戒
と
は
、
性
徳
は

修
徳
に
対
す
る
意
味
で
、
修
徳
と
は
修
め
て
得
る
徳
で
あ
る
。
性
徳
と
は
、
性
は

性
具
の
意
で
あ
る
か
ら
修
め
る
と
修
め
ざ
る
と
に
よ
ら
な
い
。
本
具
の
理
性
と
し

て
誰
れ
で
も
も

っ
て
い
る
仏
性
を
指
す

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
戒
法
は
人

が
本
来
具
有
す
る
仏
性
を
開
発
す
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
、
ま
た
常
住
仏
性
の

活
動
を
起
す
力
と
な
る
か
ら
常
住
仏
性
戒
と
も
呼
ば
れ
る
。
妙
戒
と
は
妙
味
の
意

で
、
不
純
不
正
の
人
間
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
戒
法
に
よ
っ
て
急
に
人
格
の
優
れ
た

戒
律
の
現
代
的
意
義

人
に
成
る
不
可
思
議
な
る
功
徳
の
あ
る
戒
法
で
あ
る
か
ら
妙
戒
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

金
剛
宝
戒
と
は
、
こ
の
戒
法
は
身
を
荘
厳
し
人
生
を
美
化
し
、
世
界
の
光
り
と
為

り
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
名
づ
け
ら
れ
、
ま
た
こ
の
戒
法
を
確
実
に
保
ち
完
全
に

実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
果
を
成
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
仏
戒
と
呼
ば
れ

る
。
三
聚
浄
戒
と
は
、
こ
の
円
頓
菩
薩
の
大
戒
を
三
つ
に
ま
と
め
上
げ
た
清
浄
な

る
戒
法
を
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
第

一
開
導
は
天
地
の
理
法
で
あ
る
戒
法
に
よ
っ
て
人
生
の
目
的
や

意
義
を
明
ら
か
に
し
、
授
戒
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
意
義
あ
る
人
生
を
全
う
す
る
こ

と
が
で
き
る
所
以
を
説
き
、
戒
法
の
実
践
に
よ
っ
て
香
り
高
い
人
格
が
形
成
さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
戒
儀
に
は

「
汝
等
今
す
で
に
人
と
天
と

小
果
と
を
求
め
ず
、
唯
だ
専
ら
無
上
菩
提
を
求
め
ん
と
欲
す
。
正
に
菩
薩
の
律
儀

を
受
く
る
に
堪
え
た
り
と
為
す
。
凡
そ
請
師
懴
悔
等

=

妙
法
に
し
て
虔
誠
求
受

す
べ
し
」
と
受
者
に
注
意
を
与
え
て
開
導
を
結
ん
で
い
る
。

第
二

三
帰

三
帰
は
、
す
な
わ
ち
三
帰
戒
を
授
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
戒
儀
に
は
、

我
弟
子
等
。
願
従
今
身
尽
未
来
際
。
帰
依
仏
両
足
尊
。
帰
依
法
離
欲
尊
。
帰

依
僧
衆
中
尊
。
(
三
説
)
我
弟
子
等
。
願
従
今
身
尽
未
来
際
。
帰
依
仏
竟
。

帰
依
法
竟
。
帰
依
僧
竟
。
(
三
説
)

従
今
已
往
。
称
仏
為
師
。
更
不
帰
余
邪
魔
外
道
。
唯
願
三
宝
。
慈
悲
摂
受
。

と
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
帰
と
は
三
宝
帰
依
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
帰
は

「む
く
い
る
」

「
ゆ
だ

ね
る
」
「
ま
か

せ
る
」
「
お
さ
ま
る
」
「
つ
き
従
う
」
「
心
を
よ
せ
る
」

=
二



人

文

學

論

集

「
た

の
む

」

な
ど

の
意

が

あ

っ
て
、

仏

教

で
は
帰

依

と

か

帰

命

、

ま

た

は

帰

順

な

ど

と

い
う
熟
語

に
な

っ
て
い
る

。
帰
依

は

サ

ン

ス
ク

ッ
ト

の

シ

ャ
ラ

ナ

(
紗

円
a
n
a
)

の
訳

で
、

尊

敬

に
価

す

る
人

に
帰

投

し
依

伏

す

る

こ
と

を

い

い
、

こ

の
言

葉

は

ま

た

信

仰

の
意

味

に
も

使

用

さ

れ

て

い

る

。

帰

命

は

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

の

ナ

マ

ス

(
n
a
rr
a
s
)

の
訳

で
、
音

訳

し

て
南

無

と

い

い

、
身

命

を

投

げ

だ

し

て
仏

の
教

え

を
信

奉
す

る

こ
と
を

い
う

。

つ
ま

り

、

帰

は

自

己

の
よ

り

ど

こ
ろ

を
指

し

て
い

る

。

三

宝

は

、

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

の

ト

ウ

リ

・
ラ

ト

-I.

(t
r
i-r
a
t
n
a
)

ま

た

は

ラ

ト

ナ

・
ト
ラ
ヤ

(
r
a
t
n
a
tr
a
y
a
)
の
訳

で
、

仏

(
ブ

ッ
ダ

B
u
d
d
h
a
)

と

法

(
ダ

ル

マ

d
h
a
r
m

a
)
と
僧

(
サ

ン
ガ
¢
巴

σq
ぽ
9。
)
の

こ
と

で
あ

る

。

仏

と

は

真

理

を

さ

と

っ
た

人

(
釈

尊

)

を
指

し
、

法

と

は

そ

の
さ

と

っ
た

真

理

の
内

容

を

説

い
た

教

え

を

指

し

、

僧

と

は

そ

の
教

え
を

信

じ

て
修

行

す

る

人

び

と

の
集

ま

り

を

指

し

て

い
う

。

こ

の
三
宝

は
人

生

に
と

っ
て
最

も

大

切

な

も

の

で
尊

重

す

べ
き

も

の
と

い
う

意

味

で
宝

と
呼

ば

れ

る
。

宝

は

最

勝

な

る

も

の
を

指

し

、

ど

ん

な

時

代

で
も

、

ま

た

全

世

界

に

お

い

て
変

る

こ
と

の
な

い
価

値

を

有

し

、

人

に

対

し

て
豊

か

な

心

を

与

え

る
も

の
で
あ

る
。

仏

と

法

と

僧

の
三

つ
は

ち

ょ
う

ど

そ

う

し

た

意

味

を

持

つ
こ
と

か

ら

、
合

し

て
三

宝

と

称

さ

れ

る

。

中

国

の
隋

代

、
仏

教

学

者

の
浄

影

寺

慧

遠

(
五

二
三

ー

五

九

二
)

は

三

宝

に

つ

い
て
、

別

相

、

一
体

、

住

持

の
三

義

を

立

て

て
解
説

し

て

い
る

が

、

要

す

る

に

絶

対

全

一
で
あ

る
法

性

真

如

に

そ
な

わ

る
徳
を

三
方

面

か
ら
表

し

て
三
宝

と
呼
び

、
真

如

に
覚

照

の
智

慧

の
徳

相

を

仏

宝

と

い

い
、

真

如

に

不
変

の
軌

範

と

な

る
徳

相

の

(
19

)

あ
る
こ
と
を
法
宝
と
指
し
、
ま
た
真
如
に
違
逆
の
な
い
徳
相
を
僧
宝
と
し
て
い
る
。

ま
た
唐
の
高
僧
、
善
導
大
師

(
六

=
ニ
ー
六
八

一
)
は
、
三
宝
こ
そ
人
の
よ
り
ど

こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
大
乗
経
典
の

一
つ
で
あ
る

『仏
説
観
無
量
寿
経
』
の
真
意
を
発

一
四

(
20
)

見
し
、
そ
の
真
実
の
教
義
を
集
め
記
す
る
こ
と
に
先
だ

っ
て
、「先
勧
大
衆
発
願
帰
三
宝
」

と
発
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
善
導
大
師
が
全
世
界

の
人
び
と
に
対
し

て
、
人
生
の
大
事
な
基
盤
で
あ
る
信
仰
心
を
喚
起
せ
し
め
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。
善
導
大
師
は
仏
道

の
修
行
に
よ
っ
て
真
理
に
め
ざ
め
、
す

べ
て
の
生
き
と
し

生
け
る
も
の
は
仏
の
慈
悲
に
よ

っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
体
認
心
証
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
人
び
と
は
先
ず
信
仰
心
を
発
し
て
三
宝

(
仏
教
)
に
帰
依
す
る
こ

と
が
第

一
で
あ
る
と
警
告
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
宝
に
つ
い
て
、
善
導
大
師
は

「仏
は
是
れ
衆
生
の
無
上
の
大
師
な
り
。
邪
を
除
い
て
正
に
向
わ
し
む
。
法
は
是

れ
衆
生
の
無
上
の
良
薬
な
り
。
能
く
是
れ
煩
悩
の
毒
病
を
断
じ
て
法
身
清
浄
な
ら

(
21

)

し
む
。
僧
は
是
れ
衆
生
の
無
上
の
福
田
な
り
」
と
い
っ
て
、
教
育
的
な
説
示
を
さ

れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
聖
徳
太
子
が
十
七
条
憲
法
を
制
定
し
て
、
そ
の

第
二
条
に

「篤
く
三
宝
を
敬
え
、
三
宝
と
は
仏
、
法
、
僧
な
り
」
「
四
生

の
終
帰

に
し
て
万
国
の
極
宗
な
り
」
「
三
宝
に
よ
ら
ず
ん
ば
、
何
を
も

っ
て
か
ま
が
れ
る

を
た
だ
さ
ん
」
と
、
格
調
高
く
人
格
の
要
請
を
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り

に
も
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。

三
宝
は
、
仏
教
を
成
立
さ
せ
る
三

つ
の
要
素
で
あ
る
。
こ
の
三

つ
は
相
互
に
関

連
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
な
か
の
ど
の

一
っ
が
欠
け
て
も
仏
教
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。
仏
が
あ

っ
て
こ
そ
仏

の
説
か
れ
る
法

(教
)
が
あ
り
、
ま

た
仏
は
法
を
説
か
れ
る
か
ら
こ
そ
仏
で
あ
り
、
仏
の
説
か
れ
る
法
も
ま
た
対
者
な

し
の
法
で
は
成
り
立
た
な
い
。
ゆ
え
に
、
法
な
く
し
て
僧
は
成
立
し
な
い
し
、
ま

た
僧
を
予
想
し
な
い
法
も
ま
た
あ
り
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
仏
教
に
帰
依
す
る
こ
と

を
三
宝
帰
依
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
三
帰
は
、
仏
教
徒
に
な
る
た
め

に
授
か
る
戒
法
の
基
本
と
な
り
、
仏
道
修
行
の
起
点
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



日
本

や

中

国

の
仏
教

徒

た

ち

は
、

つ
ぎ

の
よ
う

な

三
帰

依

文

を

唱

え

て

い

る

。

人
身

う

け
が
た

し

、
今

す

で

に
う

く

。

仏

法

聞

き

が

た

し

、

今

こ

こ
に

聞

く

。

こ

の
身

今

生

に

お

い

て
度

せ
ず

ん
ば

、

さ

ら

に

い
ず

れ

の
生

に

お

い

て
か

こ

の
身

を

度

せ

ん

。

大
衆

も

ろ

と
も

に
至

心

に

三
宝

に
帰

依

し
奉

る

。

み

ず

か

ら

仏

に

帰
依

し

奉

る
。

ま

さ

に
願

わ

く

は

衆

生

と

と

も

に
、

大

道

を

体

解

し

て
無

上

意

を

お

こ
さ

ん

。

み

ず

か

ら

法

に

帰

依

し
奉

る

。

ま

さ

に
願

わ

く

は
衆

生

と

と
も

に
、

深

く

経

蔵

に
入

り

て
知

慧
海

の
如

く

な

ら

ん

。

み
ず

か

ら

僧

に

帰

依

し

奉

る

。

ま

さ

に
願

わ

く

は
衆

生

と

と
も

に

、
大

衆

を

統

理

し

て

一
切

無

礙

な

ら

ん

。

ま

た

、

南

方

の
仏

教
徒

た

ち

は

、

パ

ー
リ
文

で
、

つ
ぎ

の
よ

う

に

唱

え

る

。

ブ

ッ
ダ

ン

サ

ラ

ナ

ム
ガ

ッ
チ

ャ

ー
ミ

(
B
u
d
d
h
a
m

s
a
r
n
a
m

g
a
c
c
h
�
m
i
)

ダ

ン

マ
ン

サ

ラ

ナ

ム
ガ

ッ
チ

ャ

ー
ミ

(
U
げ
9。
m
a
m

s
a
r
n
a
日

σq
a
c
ch
�
m
i
)

サ

ン
ガ

ン
サ
ラ

ナ

ム
ガ

ッ
チ

ャ

ー
ミ

(
の
9。
昌
σq
a
m

s
a
r
a
n
a
m

gq
a
c
ch
�
巨

)

こ

の

パ

ー

リ
文

の
三

帰

依

文

は

、

さ

ら

に

二

た

び

三

た

び

と

く

り

か

え

し

て
唱

え

ら

れ

て

い

る
。

こ
れ

は

日
本

で
も

最

近

は

仏
教

音

楽

法

要

の
な

か

に
組

み

入

れ

て
歌

わ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に
し

て
、

三

宝

に
帰

依

す

る

と

い
う

こ
と

は

、

自

分

が

誓

い
を

た

て

て
仏

の

よ

う

な

や
す

ら

ぎ

の
境

地

を

得

た

い
た

め

で
あ

る

が

、

こ
れ

は

と

り

も

な

お

さ
ず

自

己

の
人

格

完

成

を

願

っ
て

い
る

の

で
あ

る

。

三

宝

帰

依

は

、

こ
と

ば

を

か

え

て

い

え
ば

、

明

る
さ

(
仏

)
、

正

し

さ

(
法

)
、

な

ご

や

か

さ

(
僧

)

を

希

求

す

る

人

間

の
根

本

意

欲

の
自

覚

に
め
ざ

め

し
め

る
も

の

で
あ

る
。

そ

れ
は
ま

た
教

育

的

見

地

か

ら

、

「
謙

虚

に

し

て
真

理

探

究

」

(
帰

依

仏

)

「
誠

実

に

し

て

精

進

戒
律

の
現
代
的
意
義

努
力
」
(
帰
依
宝
)
「
親
切
に
し
て
相
互
協
同
」
(
帰
依
僧
)
と
も
訳
さ
れ
て
い

(
22
)

る
。
人
は
全
生
命
を
帰
投
し
て
人
間
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
り
う
る
の
で
あ

っ

て
、
ま
た
、
こ
の
根
本
意
欲
を
自
覚
せ
し
む
る
も
の
が
三
帰
で
あ
り
、
こ
こ
に
、

三
帰
の
教
育
的
意
義
が
表
明
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四

懴
悔

懴
悔
と
は
、

一
切
の
罪
過
を
懴
悔
告
白
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三

の
請
師
に
お
い
て
戒
を
授
か
る
た
め
に
、
不
現
前

の
五
師

(釈
迦
牟
尼
仏
・
文
殊
菩

薩
・
弥
勒
菩
薩

・
十
方
諸
仏
・
一
切
菩
薩
)
を
道
場
に
請
待
す
る
作
法
が
終

っ
た
か
ら
、

そ
こ
で
、
釈
尊
を
初
め
諸
仏
諸
菩
薩
の
尊
前
に
お
い
て
悉
く
懴
悔
す
る
の
で
あ
る
。

戒
儀
に

「告
げ
て
云
う
。
夫
れ
戒
は
是
れ
白
浄
の
法
な
り
。
法
器
清
浄
に
し
て
、

方
に
進
受
に
堪
え
た
り
。
故
に
哀
を
求
め
て
懴
悔
す
べ
し
。
以

っ
て
身
心
を
洗
う
」

と
あ
っ
て
、
懴
悔
の
目
的
は
身
心
の
浄
化
に
あ
る
。

浄
土
教
に
お
け
る
懴
悔
観
に
つ
い
て
は
、
も

っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
の
無
明
煩
悩

に
よ
っ
て
生
死
の
世
界
に
流
浪
し
て
理
に
背
き
教
え
に
逆
ら
う
と
こ
ろ
の
人
間
の

根
元
的
罪
悪
観
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
據
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
懴
悔
は
自
己

の
罪
過
を
反
省
す
る
と
こ
ろ
に
教
育
的
意
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
反
省
は
、
「
過

去
を
整
理
し
」
「
現
在
を
確
認
し
」
「将
来
を
創
作
」
す
る
の
で
あ
る
。
戒
儀
に
お

い
て
は
授
戒

の
た
め
に
懴
悔
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仏
戒
を
授
か
る
と
い
う

こ
と
が
、
仏
教
の
教
え
に
み
ち
び
か
れ
て
、
し

っ
か
り
と
し
た
心
を
か
た
め
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
は
、
ど
う
し
て
も
反
省
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
反
省
の
な

い
歩
み
、
そ
こ
に
は
動
く
こ
と
は
あ

っ
て
も
進
歩
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
理
想
に
向

っ

て
猪
突
的
に
進
む
歩
み
方
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
反
省
の
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ

一
五
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が
反

っ
て
退
歩
に
な

っ
て
い
て
も
人
は
気
づ
か
な
い
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
反
省
こ
そ
、
ま
た
宗
教
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ

っ
て
、
謙
虚
に
し
て
正
し
く

反
省
す
る
こ
と
を
常
に
人
間
に
実
践
せ
し
め
る
力
、
そ
れ
を
ま
た
仏
戒
と
い
う
の

で
あ
る
。
信
仰
の
な
い
人
間
、
反
省

の
な
い
人
は
、
た
と
え
知
的
に
秀
で
て
い
て

も
、
ま
た
技
術
的
に
優
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
、
人
生
の
進
歩
や
人
間
社
会
の
向

上
に
貢
献
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。

第
五

発
心

発
心
と
は
、
さ
と
り
を
求
め
る
心
を
発
こ
し
て
自
利
利
他
の
人
格
完
成
の
願
い

を
発
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
戒
儀
に
は

「
告
げ
て
云
う
。
懴
悔
し
お
わ

っ
て
、
次

に
菩
提
心
を
発
こ
す
べ
し
」
と
い
い
、
「衆
生
は
無
辺
な
れ
ど
も
誓

っ
て
度
せ
ん

こ
と
を
願
う
。
煩
悩
は
無
辺
な
れ
ど
も
誓

っ
て
断
せ
ん
こ
と
を
願
う
。
法
門
は
無

尽
な
れ
ど
も
誓

っ
て
知
る
こ
と
を
願
う
。
無
上
菩
提
な
れ
ど
も
誓

っ
て
証
せ
ん
こ

と
を
願
う
」
と
度
、
断
、
知
、
証
の
四
弘
誓
願
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
四

つ

の
誓
い
を
た
て
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
「
一
切

の
人
び
と
を
転
迷
開
悟
せ
し
め
た

い
」

「利
己
的
迷
い
を
断
ち
切

っ
て
利
他
的

な
悩
み
に
浄
化
せ
ん
」
「
あ
く
ま
で
も
真

理
真
実
を
探
究
せ
ん
」
「
最
高
理
想

の
成
仏
ま
で
進
ま
ん
」
と
す
る
大
菩
提
心
、

す
な
わ
ち
人
格
を
完
成
し
よ
う
と
い
う
決
意
を
起
す
こ
と
で
あ
る
。

一
六

の
善
を
作
す
)。
「
摂
衆
生

戒
」
(
一
切
の
衆
生
を
利
益
す
)
と
い
う
こ
と
を
、
儀
式
作

法
を
通
し
て
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
法
は
、
三
度
繰
り
返
す
の
で

一
白
三
羯
磨
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
第

一
作
法
の
と
き
、
天
地
に
充
ち
満
ち
て
い
る
戒
体
が
活
動
を
開
始
し
て
、
受

者

の
周
辺
に
集
ま
り
、
第
二
の
作
法
で
、
そ
の
戒
体
は
受
者
の
全
身
に
侵
透
し
て

身
心
に
み
な
ぎ
り
、
第
三
の
作
法
で
、
戒
体
は
身
体
中
に
充
満
し
て
活
動
を
開
始

す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
授
戒
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
動
機
、
決
意
、
動
作
、
結

果
と
戒
体

の
発
動
が
感
受
さ
れ
、
や
が
て
廃
悪
修
善
の
道
徳
的
行
為
が
実
践
さ
れ

て
、
香
り
高
い
人
格
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
十

説
相

説
相
と
は
、
『
梵
網
経
』
に
説
く
十
重
禁
戒
の
戒
相
を
説
き
示
す
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
不
殺
生
戒
」
(生
命
の
尊
重
)
。
「
不
愉
盗
戒
」
(正
義
の
尊
重
)。
「
不

邪
淫
戒

」
(秩
序
の
尊
重
)
。
以
上
の
三
は
身

の
い
ま
し
め
。
「不
妄
語
戒
」
(
信

義
の
尊
重
)。
「
不
酷
酒
戒
」
(智
恵
の
尊
重
)。
「不
説
四
衆
過
戒
」
(相
手
の
尊
重
)
。

「
不
自
讃
毀
他
戒
」
(反
省
の
尊
重
)
以
上
の
四
は
口
の
い
ま
し
め
。
「
不
慳
借
加

毀
戒
」
(布
施
の
尊
重
)
。
「不
瞋
心
不
受
悔
戒
」
(慈
愛
の
尊
重
)
。
「不
謗
三
宝
戒
」

(心
理
の
尊
重
)
以
上
の
三
は
意
の
い
ま
し
め
で
あ
る
。

第
七

授
戒

授
戒
と
は
、
戒
を
授
け
る
こ
と
で
、
第
六
の
問
遮
に
よ

っ
て
遮
難
無
き
こ
と
を

確
認
し
た
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
三
聚
浄
戒
を
授
け
て
戒
体
を
発
得

す
る
。
す
な
わ
ち

「摂
律
儀
戒
」
(
一
切
の
悪
を
な
さ
ず
)
。
「
摂
善
法
戒
」
(
一
切

第
十

一

広
願

広
願
と
は
、
広
く
願
い
を
起
す
こ
と
で
あ
る
。
戒
義
に

「我
弟
子
等
、
願
く
は

受
戒
所
生
の
功
徳
を
以
て
法
界
に
廻
施
し
、
未
だ
苦
を
離
れ
ざ
る
者
を
ば
願
く
は

苦
を
離
さ
し
め
、
未
だ
楽
を
得
ざ
る
者
を
ば
願
く
は
楽
を
得
せ
し
め
、
未
だ
菩
提



心
を
発
さ
ざ
る
者
を
ば
願
く
は
菩
提
心
を
発
さ
し
め
、
未
だ
断
悪
修
善
せ
ざ
る
者

を
ば
願
く
は
断
悪
修
善
せ
し
め
、
未
だ
成
仏
せ
ざ
る
者
を
ば
願
く
は
早
く
成
仏
せ

し
め
、
又
此
功
徳
を
以
て
、
願
く
は

一
切
衆
生
と
共
に
」
と
説
示
し
て
い
る
。

人
は
、
す
べ
て
だ
れ
で
も
希
望
や
理
想
を
持

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
単
に
自
分

本
意

の
も

の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
大
自
然
の
道
理
に
め
ざ
め
、
自
他

共
に
人
格
を
完
成
し
よ
う
と
い
う
広
い
願
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
び
と
と

共
に
安
ら
ぎ
を
得
、
人
び
と
と
共
に

つ
と
め
は
げ
ん
で
、
香
り
高
い
人
格
を
造
り

あ
げ
る
よ
う
な
願
望
を
い
だ
き
、
理
想
実
現

へ
邁
進
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

第
十
二

勧
持

勧
持
と
は
、
勧
め
持

つ
義
で
あ
る
。
戒
儀
に

「
す
で
に
得
戒
し
お
わ

っ
て
、
良

薬
を
服
す
る
ご
と
く
、
ま
さ
に
禁
忌
及
び
補
養
を
知
る
べ
し
。
自
行
断
悪
を
禁
忌

と
為
し
、
利
他
修
善
を
補
養
と
為
す

云
云
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

禁
忌
と
い
う
の
は
、
常
に
自
己
を
反
省
し
て
、
戒
法
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
、
己

を

つ
つ
し
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
り
、
補
養
と
は
、
た
え
ず
戒
法
を
実
行
し
て
そ
れ

を
他
人
に
勧
奨
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
二
義
は
、
戒

の
道
徳
的
意
義
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

つ
ね
に
自
己
を
い
ま
し
め
、
自
他

共
に
規
律
正
し
い
生
活
を
な
し
、
世

の
た
め
人
の
た
め
に
、
と
も
に
人
格
を
完
成

す
る
よ
う
に
つ
と
め
は
げ
む
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
十
二
門
戒
儀
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
検
討
を
加
え
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

戒
儀
に
お
け
る
戒
法
は
、
単
に
道
徳

的
人
間
形
成
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
生
活
活
動
の
基
盤
と
な
る
教
育
の
原
理
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
十
二
門
の
組
織
に
よ
っ
て
成
立
し

戒
律
の
現
代
的
意
義

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
真
の
教
育
が
実
施
さ
れ
ず
、
人
格
の
教
育
、
生
命

の
教
育
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
、
い
た
ず
ら
に
、
科
学
偏
重
、
論
理
過
重
、
知
識
中
心

の
い
き
す
ぎ
た
教
育
が
採
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
偏
向
の
社
会
が
生
ま
れ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
結
果
、
人
び
と
は
平
和
を
求
め
快
適
な
生
活
を
望
み

な
が
ら
も
、
闘
争

に
終
始
す
る
不
安
な
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
情
意
の
陶
冶
や
訓
育
に
重
点
が
お
か
れ
て
も
、
他
の
教
育

指
導
の
面
が
不
徹
底
で
あ
れ
ば
、
虚
儀
虚
飾
の
生
活
に
な
り
、
か
え

っ
て
円
満
融

和

の
社
会
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
は
み
な
教
育
の
本
質
を
忘
れ
、
人
間
に
は
生
命
が
あ

っ
て
知

・
情

・
意

の
精
神
活
動
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
結
果
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
と

し
て
の
生
命
活
動
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
で
、
動
物
と
し
て
の
人
間
活
動
に

執
わ
れ
た
す
が
た
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
物
欲
に
支
配
さ
れ
て
物

欲
を
支
配
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
結
果
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、
真
の
人
間
教
育
、
正
し
い
人
格
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
は
何
よ
り
も
大

切
な
こ
と
で
あ
る
。
人
間
教
育
は
、
す
な
わ
ち
仏
戒
に
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
宗
教
教
育
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
ゆ
え

ん
が
あ
る
。

五
、
む

す

び

仏
教
が
成
仏

(
真
人
)
を
目
的
と
し
て
い
る
限
り
、
釈
尊

の
根
本
精
神
は
、
人

間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
人
格
の
完
成
に
向
わ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
七
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人
間
の
中
に
ひ
そ
む
聖
な
る
も
の

(
仏
性
)
を
発
見
し
、
そ
れ
を
育
て
て
ゆ
く
と

こ
ろ
に
、
仏
教

の
教
育
的
意
義
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
宗
教
教
育
と
い

う
の
で
あ
る
。
宗
教
教
育
の
理
想
目
標
で
あ
る
聖
な
る
価
値
は
、
全
生
命

の
対
象

的
価
値
で
あ

っ
て
、
す
べ
て
の
文
化
的
価
値
の
基
盤
と
な
る
べ
き
価
値
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
仏
教
で
い
う
真
如
で
あ
る
。
真
如
は
ま
た
動
的
生
命
に
即
し
て

「法
」

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
縁
起
の
実
相
そ
の
も

の
で
あ
る
。

そ
の
聖
な
る
価
値
の
体
現
者
、
あ
る
い
は
旦
ハ現
者
が
真
理
に
め
ざ
め
た
人
、
す

な
わ
ち
ブ

ッ
ダ

(じu
巳
9。
げ
9
仏
陀
、
覚
者
、
如
来
)
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教

教
育
は
、
こ
の
人
格
化
し
た
理
想
を

「
あ
る
べ
き
人
間
像
」
と
し
て
、
教
育
の
理

想
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
は
全
生
命
の
全
体
的
な
目

標
で
あ

っ
て
、
こ
の
理
想
的
人
間
像

、
す
な
わ
ち
聖
な
る
価
値
を

つ
ね
に
慕

っ
て

い
く
生
活
の
な
か
に
人
間
の
本
質
的
な
す
が
た
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。宗

教
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
過
程

に
お
い
て
起
こ
る
現
象
で
あ
り
、
文
化
の
進

展
も
、
歴
史

の
進
歩
も
、
芸
術
の
創
作
も
、
経
済
の
発
展
も
、
み
な
こ
の
人
間
の

人
間
と
し
て
の
生
命

の
拡
充
活
動
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う

な
諸
種

の
精
神
活
動
は
、
も
し
も
そ
の
基
盤
で
あ
る
生
命
活
動
が
そ
の
た
め
に
撹

乱
さ
れ
、
あ
る
い
は
拡
充
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
聖
な
る
価
値
は
実
現
さ
れ
ず
、

人
間
と
し
て
の
完
成
は
成
就
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
、
宗
教
教
育
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
お
よ
び
文
化
活
動
の
基
礎

と
し
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

宗
教
教
育
、
す
な
わ
ち
仏
教
教
育
と
は

「
生
き
る
人
間
の
育
成
」
を
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
真
に
生
き
る
こ
と
、
正
し
く
生
き
る
こ
と
を
指
導
す
る
教
え
で

一
八

(
23
)

あ
り
、
正
し
い
生
命
活
動
を
す
る
人
間
、
人
格
を
形
づ
く
る
た
め
の
教
え
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
学
に
お
け
る
学
生
授
戒
会
は
、
最
も
す
ぐ
れ
た

教
育
的
意
義
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
釈
尊
の
戒
律
の
精
神
が
現

代
社
会
に
偉
大
な
功
能
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注ω

『
仏
教
大
学
例
規
集
』

一
二

頁
。

②

昭
和
五
十
年
十

一
月

二
十
三
日
遷
化
。

㈹

昭
和
五
十

四
年
十

一
月
三
日
遷
化
。

働

『
仏
教
大
学
史
』

四
六
三
頁
参

照
。

⑤

『
仏
教
大
学
例
規
集
』

一
四
八
頁
。

㈲

「
ぶ

つ
だ

い
」
二
号
以
下
。
「
宗
教
部
報
ー
白

道
1

」

な
ど

。

㎝

『
浄
土
宗
法
要
集
』
に
は
、
五
重
相

伝
に
準
ず
る
と
し
、
期
間

は
七

日
。
前
六

日
間
を

前
行
、
七
日
目
を
懴
悔
会

。
正
授
戒
と

し
て

い
る
。

㈹

○
開
講

式
差
定

11
学
生
入
堂
。
導
師
入

堂
。
無
言

三
拝

。
月

か
げ

(浄
土
宗

々
歌
)
。

香
偈
。
三
宝
礼

。
四
奉
請

。
剃
度
作
法

(開
導

・
酒
水
灌
頂

・
剃
度

・
懴
悔

・
三
帰

二
二

竟

・
袈
裟
授
与
)
。
開
経
偈
。
四
誓

偈
。
回
向
文
。
十
念
。
摂
益
文
。
念

仏

一
会
。

総
回

向
偈
。
十

念
。

四
弘
誓
願
。

三
唱
礼
。
送
仏
偈
。
以
上
。
○
朝
の
お

つ
と
め
11
香
偈
。
三
宝

礼
。
四
奉
請
。
懴
悔
偈
。
十
念
。
開
経
偈
。

四
誓
偈
。
回
向
文
。
十
念
。
授
戒
会
礼
懴
儀
。

礼
拝

。
念
仏
。
導
師
退
堂
。
以
上
。
○

日
中

の
お

つ
と
め

11
奉
請
文
。
半
斉
供
養
。
三
尊

礼
。
摂
益
文
。
総

回
向

偈
。
十
念
。
四
弘
誓
願
。
三
唱
礼
。
送
仏
偈
。
以
上
。
○
夕

べ
の

お

つ
と
め

(音
楽
法
要
)

"
衆
会
。
月
か
げ
。

四
弘
誓
願
。
法
然
上
人
頌
。
授
戒
会

の
う



た
。
礼
拝
。
念
仏

一
会
。
礼
竟

回
向
疏
。
総
回
向
偈
。
十

念
。
以
上

。

学 生 授 戒 会 時 間 割

弖/闇 初 日 中 日[結 日

6、。。一} 起 床 ・清 掃 起 床 ・清 掃

7:00-

11

9:00-

10:00-

11:00-

12:00-

1:00-

2:00-

3:00-

4:00-

5:00-

6:00-

7:00-

!/

10:00一

お つ と め お つ と め

朝 食 朝 食

説 戒
(3)

調 読
正 授 戒

集 合 ・点 呼 休 憩
オ リエンテーシ ヨγ

(班 別 ・そ の他)
説 戒

(4)
記念撮影 ・閉講式

開 講 式 お つ と め 祝 膳
昼 食 昼 食

解 散
礼 拝 礼 拝
説 戒

(1)
説 戒

(5)

休 憩 休 憩
説 戒

(2)
説 戒

(s)

休 憩 休 憩
お つ と め お つ と め

夕 食 夕 食
清 話

(清涼寺貫主)
座 談 会

入 浴 入 浴
就 寝 就 寝

⑨

普
通

に
は
、

三
帰
、
五
戒
、
三
聚
浄
戒
、
十
重
禁
戒
、
十

二
門
戒
儀
な
ど
の
肝
要
を
講

説
す

る
。

⑳

浄
土
宗
全
書

、
十

五
巻
所
収
。

征D

続
浄
土
宗
全
書
、

九
巻
所
収
。

⑬

右
同

。

働

『
選
択
本
願

念
仏
集

』
第

三
章
念
仏
往
生
本
願
篇

(土
川
本
三

一
頁
)
。

戒

律

の
現
代

的
意
義

凹

恵
谷
隆
戒
著

『
結
縁
授
戒
講
話
』

一
〇
九
頁
。

㈲

『
浄
土
宗
法
要
集
』
(
二
九

二
頁
)
に
は
、
伝
戒
師
は
大
衣
被

著

の
こ
と
と
し

て
い
る
。

㎝

正
授
戒
差
定

ー1
法
鼓

(
午
前
八
時
)
。
調
読
。
香
湯
。
香
水

。
塗
香

。
触

香

。
授
者

入

堂
。
差

座
。
証
明
師
等
入
堂
。
道
場
酒
水
。
喚
鐘
。
奏
楽
。
戒
師
入
堂
。
無
言
三
匝
。
喚

鐘

(
三
下
)
。
露
地
偈
。
教
授
師
入
堂

(
逆

一
匝

を
も

っ
て
戒
飾

を

迎

え
る

)
。
戒

師

・

教
授
師
入
堂
。
本
尊
前

(
香
偈

・
三
宝
礼

・
表
白

)
。
戒

師
転
向

(登

高

座
)
。
受

者
代

表
焼
香
。

一
同
三
唱
三
礼
。
授
与
十
念
。

一
同

三
唱

一
礼
。
正
授
戒

(
菩
薩
戒
、
作
法

・

口
述
)
授
与
十
念
。
摂
益
文

(
戒
師
発
声
)
。
念
仏

一
会

(
戒
師
本

尊
前

)
。
総

回
向

文

。

三
帰
礼
。
○
戒
牒
授
与

(
戒
師
転
向
登
高
座

・
代
表
焼
香

・
灌
頂
酒
水

・
戒

牒
授

与

)。

授
者
退

堂
。戒
師
転
座

(
本
尊
前
)
。
三
唱
三
礼
。
戒
師
退
堂
。
証
明
師
等

退

堂
。

以
上

。

㈲

仏
教
大
学
学
長

・
水
谷
幸
正
教
授
の

口
述

『
授
菩
薩
戒
儀
』
で
あ
る
。
現
在
、
多
種

の

『
授
菩
薩
戒
儀
』
口
述
書

の
中
、
最
も
簡
潔
に
し
て
、
し
か
も
、
教
育
的

口
述
書

で
あ
る
。

原
本
は
、

い
わ
ゆ
る

「
話
し
言
葉
」

で
あ
る
こ
と
を
、
申

し
添

え
て
お

こ
と
わ
り
し

て
お

v
°

働

戒
儀

の
引
用
文

は
、
本
文
中
す

べ
て
、

『
授
菩
薩
戒
儀
』
新
本
。
続
浄
土
宗
全
書
、
九

巻
所
収
を
読
み
下
し
文

で
掲
載
し

た
。

㈲

『大
乗

義
童

』
巻

一
〇
、
大
正
蔵
経
、

四
四
巻
、
六
五

四
頁

の
中
。

佗⑪

『観
経

疏
』
玄
義
分
、
十

四
行

偈
の
標
題
。
(
浄
土
宗
全
書

、

二
巻

'

1
頁
>
°

⑳

『観

経
疏
』
定
善

義
、

(浄
土
宗
全
書
、

二
巻

、

四
三
頁

の
上

下
)
。

⑳

こ
の
三
宝
帰
依
の
文
は
、
京
都
家
政
学
園
創
立

の
精
神

で
あ
り
、
校
訓
と

な

っ
て
い
る
。

㈱

仏
教
教
育
に

つ
い
て
は
、
三
枝
樹
正
道
著

『
仏
教
教
育
論
』

の
研
究
論
文
集

の
好
著
が

あ
る
。

一
九


