
本
書
は
佐
灸
木
教
悟
博
士
が
中
心
に
な
っ
て
企
画
さ
れ
た
文
部
省
の
科

学
研
究
費
に
よ
る
総
合
研
究
「
ア
ジ
ア
の
佛
教
に
お
け
る
戒
律
思
想
の
展

開
に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
に
、
五
名
の
学
者
の
研
究
論
文
を
加
え

て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
全
部
で
二
十
一
編
の
論
文
を
収
め
て
い
る
。

さ
ら
に
巻
末
に
「
戒
律
思
想
に
関
す
る
研
究
文
献
」
と
し
て
、
欧
文
・
和

文
の
戒
律
に
関
す
る
著
書
・
論
文
の
リ
ス
ト
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
特
徴
は
、
原
始
佛
教
か
ら
日
本
の
鎌
倉
佛
教
ま
で
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト

や
韓
国
の
佛
教
を
も
含
め
て
、
巾
広
く
佛
教
の
戒
律
思
想
が
多
方
面
か
ら

研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
年
に
亘
っ
て
戒
律
思
想
を
研

究
せ
ら
れ
た
佐
交
木
教
悟
博
士
に
し
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
企
画
で
あ
る

と
考
え
る
。
一
般
に
は
「
戒
律
の
研
究
」
と
言
っ
て
も
、
佛
教
の
狭
い
部

分
に
限
ら
れ
た
成
果
し
か
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
人
で
研
究
し

う
る
範
囲
に
は
自
ら
限
度
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で

１
１

薑
評
・
紹
介

佐
々
木
教
悟
編

「
戒
律
思
想
の
研
究
』

平

川

彰

に
は
、
佛
教
全
体
に
関
す
る
戒
律
の
発
展
を
ま
と
め
た
業
績
は
見
当
ら
な

い
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
、
佛
教
史
の
こ
の
欠
け
た
点
を
補
う
も
の
で
あ

り
、
学
界
に
対
す
る
大
き
な
貢
献
で
あ
る
。
こ
れ
は
戒
律
研
究
を
専
門
と

す
る
多
数
の
学
者
が
協
力
し
て
、
本
書
の
成
果
を
ま
と
め
た
た
め
で
あ
り
、

総
合
研
究
の
手
法
が
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
は
概
説
害
で

は
な
く
、
一
篇
一
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
精
微
な
研
究
成
果
で
あ
る
か
ら
、
概
説

書
の
よ
う
な
意
味
で
の
戒
律
思
想
の
歴
史
的
展
開
を
示
そ
う
と
し
た
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
佛
教
史
の
重
要
な
部
分
の
戒
律
思
想
が
研
究
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
研
究
を
精
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
教

の
戒
律
思
想
の
展
開
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
細
か
な
点

に
も
配
慮
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
。

本
書
の
二
十
一
篇
の
論
文
は
、
若
干
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
て
は
い

な
い
が
、
大
体
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
順
序
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
最

初
に
原
始
佛
教
・
上
座
部
の
戒
律
が
佐
々
木
教
悟
博
士
に
よ
っ
て
書
か
れ
、

次
に
マ
ヌ
法
典
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
戒
律
等
の
外
教
の
戒
律
が
示
さ
れ
て
い

る
。
つ
い
で
大
乗
佛
教
の
竜
樹
・
中
観
派
・
職
伽
行
派
の
戒
律
観
が
述
べ

ら
れ
、
次
に
中
央
ア
ジ
ア
の
律
典
、
イ
ン
ド
チ
ベ
ッ
ト
の
密
教
、
ツ
ォ
ン

カ
・
〈
の
戒
律
思
想
等
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
ラ
オ
ス
・
タ

イ
・
セ
イ
ロ
ン
の
戒
律
事
情
が
考
究
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
で
イ
ン

ド
を
中
心
と
し
て
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
、
南
海
地
方
の
佛
教
が

取
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
維
摩
経
の
戒
律
が
取

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
佛
教
と
の
つ
な
が
り
を
示
そ
う
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
い
で
天
台
・
道
宣
・
禅
等
、
中
国
の
戒
律
思
想
を
示

し
、
さ
ら
に
韓
国
佛
教
の
戒
律
、
つ
い
で
日
本
佛
教
の
戒
律
思
想
が
研
究
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第
一
の
「
イ
ン
ド
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
佛
教
に
お
け
る
戒
律
思
想
」

の
佐
友
木
教
悟
博
士
の
論
文
は
、
原
始
佛
教
か
ら
ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
さ
ら

に
部
派
佛
教
か
ら
南
方
佛
教
の
戒
律
思
想
を
、
律
と
同
時
に
戒
思
想
の
側

面
を
も
重
視
し
て
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
戒
の
「
自
制
と
調
御
」

の
性
格
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
原
始
佛
教
を
「
自
制
の
宗
教
」
と
特
色
づ

け
て
い
る
。
さ
ら
に
戒
律
思
想
に
含
ま
れ
る
慈
悲
や
恩
の
思
想
が
検
討
さ

れ
、
セ
イ
ロ
ン
に
伝
え
ら
れ
た
上
座
部
の
佛
教
が
、
ビ
ル
マ
・
タ
イ
等
に

伝
わ
り
、
清
純
な
戒
律
佛
教
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
歴
史
的
展
開
が
詳
し
く

辿
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
雲
井
昭
善
博
士
の
「
バ
ラ
モ
ン
法
典
と
社
会
的
背
景
の
考
察
」

は
、
マ
ヌ
法
典
は
バ
ラ
モ
ン
種
姓
の
利
益
を
擁
護
す
る
法
典
で
あ
る
こ
と

を
注
意
し
、
そ
の
立
場
か
ら
法
典
が
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
↓
、
ヌ
法
典
の
「
法
」
に
は
、
一
般
の
法
律
害
に
説
か
れ
る
民
法
や
刑

法
等
に
相
等
す
る
法
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
体
の
三
分
の
一
に
過

ぎ
ず
、
さ
ら
に
バ
ラ
モ
ン
の
「
四
住
期
」
の
義
務
を
規
定
し
た
部
分
や
、

宗
教
的
な
蹟
罪
、
輪
廻
と
解
脱
な
ど
、
バ
ラ
モ
ン
の
宗
教
哲
学
に
関
す
る

叙
述
に
大
き
な
ス
・
ヘ
ー
ス
を
割
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
法
典
が
ヴ

ェ
ー
ダ
以
来
の
天
啓
聖
典
に
基
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
こ
れ
ら
の
論
文
の
内
容
を
細
大
漏
ら
さ
ず
紹
介
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
特
徴
の
一
端
を
示
し
て
、
書
評

に
代
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

し
て
い
る
。
マ
ヌ
法
典
の
法
は
、
法
律
的
意
味
よ
り
も
バ
ラ
モ
ン
の
実
践

す
べ
き
「
宗
教
的
義
務
」
の
意
味
が
強
く
、
バ
ラ
モ
ン
こ
そ
「
法
の
具
現

者
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
で
、
マ
ヌ
法
典
の

法
の
意
味
が
検
討
さ
れ
、
現
代
ま
で
も
そ
の
内
容
が
改
変
さ
れ
な
い
理
由

か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

マ
ヌ
法
典
は
、
古
く
よ
り
イ
ン
ド
人
の
生
活
を
強
く
規
制
し
て
き
た
法

典
で
あ
る
が
、
同
時
に
イ
ン
ド
文
化
の
伝
播
と
共
に
南
方
ア
ジ
ア
に
も
伝

わ
り
、
そ
れ
ら
の
国
だ
の
法
律
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
佛
教
の
十
善

戒
の
も
と
に
な
る
も
の
も
現
れ
て
お
り
、
佛
教
と
の
関
係
も
今
後
さ
ら
に

研
究
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
長
崎
法
潤
教
授
の
「
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
戒
律
ｌ
佛
教
と
の
関
係

を
中
心
に
し
て
ｌ
」
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
禁
戒
と
佛
教
の
五
戒
・
八
斎

戒
等
と
の
関
係
を
研
究
し
た
論
文
で
あ
る
。
佛
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
は
同

じ
く
、
中
イ
ン
ド
に
興
り
、
相
互
に
影
響
を
与
え
た
が
、
と
く
に
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
成
立
が
古
い
た
め
に
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
か
ら
佛
教
へ
の
影
響
が
説
か

れ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
も
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
五
大
誓
・
五
小
誓
が
検
討

さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
補
助
的
役
割
を
果
す
三
種
の
徳
禁
戒
と
四
種
の
学
禁

戒
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
禁
戒
が
解

明
さ
れ
た
点
多
大
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
と
佛
教
の
五
戒
・
八
斎
戒
と

の
関
係
を
検
討
し
、
佛
教
の
五
戒
・
八
斎
戒
が
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
戒
律
に
影

響
さ
れ
て
成
立
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
の
戒
律
は
、
さ
き
に
は
金
倉
圓
照
博
士
が
広
く
研
究
さ
れ

さ
ら
に
松
濤
誠
廉
・
奥
田
清
明
氏
等
が
研
究
を
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に

本
研
究
を
加
え
て
、
手
薄
な
こ
の
方
面
の
研
究
が
充
実
し
た
こ
と
は
喜
ぱ

ワ4〕
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し
い
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
古
い
時
代
の
研
究
は
、
文
献
の
近
づ
き
難
い
点
に

困
難
が
あ
る
。
著
者
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
古
い
文
献
を
も
利
用
さ
れ
た
が
、

細
部
に
つ
い
て
は
、
金
倉
博
士
が
西
暦
五
六
世
紀
頃
の
人
と
判
定
さ
れ
た

ウ
マ
ー
ス
ヴ
ー
テ
ィ
の
『
タ
ッ
ト
ヴ
ー
ル
タ
ー
デ
ィ
ガ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』

に
依
ら
れ
た
点
も
あ
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
戒
律
が
佛
教
に
影
響
を
与
え
た

と
い
う
た
め
に
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
文
献
が
佛
教
の
文
献
よ
り
も
成
立
の

古
い
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
点
が
最
も
困
難
な

問
題
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
・
ハ
ー
ル
シ
ュ
ヴ
ブ
は
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
よ
り

二
五
○
年
以
前
の
人
と
言
わ
れ
る
が
、
し
か
し
果
し
て
そ
の
頃
す
で
に
ア

ー
リ
ヤ
人
が
中
イ
ン
ド
に
政
治
的
文
化
的
基
盤
を
確
立
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
を
理
解
す
る
上
の
問
題
点
で
あ
る
。
或
い

は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
五
大
誓
の
第
五
は
「
無
所
有
」
で
あ
る
が
、
佛
教
は
出

家
者
と
雌
も
三
衣
一
鉢
（
着
物
と
食
器
）
を
所
有
す
る
か
ら
「
無
所
有
」
の

戒
律
は
受
持
で
き
な
い
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
、
裸
体
で
、
手
で
食
物
を
受

け
る
空
衣
派
の
比
丘
は
、
無
所
有
を
実
行
し
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

そ
れ
で
も
後
世
に
は
マ
ス
ク
の
布
や
地
を
掃
う
「
ほ
う
き
」
な
ど
を
持
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
「
無
所
有
」
の
戒
律
と
ど
う
関
係
す
る

か
。
い
わ
ん
や
白
衣
派
は
衣
を
所
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
も

「
無
所
有
」
の
戒
律
を
受
持
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
外
に
も
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
戒
律
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
判
ら
な
い
点
が
多
い
。
ジ
ャ
イ
ナ
教

の
戒
律
は
、
原
始
佛
教
を
研
究
す
る
上
か
ら
も
重
要
で
あ
る
の
で
、
本
研

究
に
つ
づ
い
て
新
し
い
研
究
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

第
四
の
瓜
生
津
隆
真
教
授
の
「
龍
樹
に
お
け
る
菩
薩
思
想
と
戒
」
は
、

『
菩
提
資
糧
論
』
を
中
心
と
し
て
、
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
『
宝
行
王
正
論
』

『
勧
誠
王
頌
」
等
を
参
照
し
て
、
竜
樹
の
菩
薩
思
想
と
戒
の
理
念
を
研
究

し
た
も
の
で
あ
り
、
同
氏
の
平
素
の
研
究
の
一
端
を
発
表
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
「
十
住
論
』
の
中
に
説
い
て
い
る
「
助
菩
提
の
中
に
説
く
」
「
助

道
経
の
中
に
説
く
」
等
が
『
菩
提
資
糧
論
』
中
の
文
の
引
用
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
或
い
は
「
声
聞
地
・
鮮
支
佛
地
に
堕
す
る
の
は
、
菩
薩
の
死

と
名
づ
く
」
と
い
う
『
十
住
論
』
の
偶
が
、
「
菩
提
資
糧
論
』
に
由
来
す

る
こ
と
等
を
指
摘
し
、
両
論
が
共
に
竜
樹
の
真
撰
で
あ
る
こ
と
を
論
証
さ

れ
た
点
な
ど
は
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
。
竜
樹
の
『
六
十
頌
如
理
論
』

や
『
菩
提
資
糧
論
』
等
は
、
従
来
あ
ま
り
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
瓜
生

津
氏
に
よ
っ
て
こ
の
方
面
の
研
究
が
開
拓
さ
れ
、
竜
樹
理
解
に
新
し
い
展

望
が
開
け
た
こ
と
は
慶
賀
に
堪
え
な
い
。
『
菩
提
資
糧
論
』
で
は
、
菩
薩

行
と
し
て
六
波
羅
蜜
と
慈
悲
が
重
要
視
さ
れ
、
無
我
の
利
他
行
を
な
す
こ

と
が
、
菩
薩
の
戒
で
あ
り
、
そ
れ
は
慈
悲
の
心
に
貫
か
れ
、
智
慧
に
基
い

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
悲
と
智
と
が
、
菩
薩
を
出
生
す
る

母
で
あ
る
が
、
般
舟
三
味
は
父
γ
無
生
法
忍
は
母
と
も
説
か
れ
、
菩
薩
が

佛
道
を
行
じ
て
中
断
せ
ず
、
必
ら
ず
成
佛
に
至
る
こ
と
を
「
如
来
の
家
に

生
れ
る
」
と
な
す
等
、
種
灸
の
側
面
よ
り
菩
薩
思
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
『
十
住
論
』
と
『
菩
提
資
糧
論
」
と
に
、
俄
悔
・
勧
請
・

随
喜
・
廻
向
の
菩
薩
行
に
お
い
て
、
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

『
十
住
論
」
に
は
出
家
・
在
家
の
菩
薩
の
戒
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明

が
あ
り
、
そ
れ
と
若
干
の
大
乗
経
典
と
は
極
め
て
密
接
な
関
係
が
見
ら
れ

る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
『
菩
提
資
糧
論
』
や
『
宝
行
王
正
論
』
等
に
つ
な
が

っ
て
い
く
所
に
、
竜
樹
研
究
の
新
し
い
視
野
が
開
け
て
い
る
。
こ
の
方
面
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に
関
す
る
著
者
の
研
究
の
完
成
を
期
待
し
た
い
。

第
五
の
小
川
一
乗
氏
の
「
中
観
説
に
お
け
る
戒
律
１
月
称
造
『
入
中

論
釈
』
第
二
章
「
戒
波
羅
蜜
多
」
の
解
読
研
究
ｌ
」
は
、
月
称
の
『
入

中
論
釈
』
の
第
二
章
の
解
読
と
研
究
で
あ
る
。
十
地
経
の
第
二
地
は
「
離

垢
地
」
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
専
ら
十
善
業
道
を
明
し
て
い
る
。
月
称
の

『
入
中
論
」
第
二
章
は
こ
の
離
垢
地
の
註
釈
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
月
称
の

大
乗
戒
す
な
わ
ち
戒
波
羅
蜜
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
小
川
氏
の
重
厚

な
翻
訳
と
研
究
と
は
、
本
論
の
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

中
観
の
戒
思
想
の
研
究
に
著
者
が
『
入
中
論
』
の
第
二
地
の
註
釈
に
著
目

さ
れ
た
の
は
た
し
か
に
舸
眼
で
あ
る
が
、
同
様
に
金
倉
博
士
の
翻
訳
さ
れ

た
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
《
《
国
且
臣
８
ｑ
習
、
四
３
３
》
》
な
ど
も
、
中

観
派
の
戒
思
想
の
研
究
に
豊
富
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
『
大
乗
集
菩
薩
学
諭
」
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
あ
る
「
経
集
』
な
ど
も
関

係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
《
《
国
薗
ぐ
騨
己
鼻
国
目
四
》
》
も
中

観
の
戒
律
を
知
る
上
で
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
か

る
文
献
に
つ
い
て
は
、
若
い
学
者
の
研
究
を
切
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
の
武
内
紹
晃
・
芳
村
博
美
氏
に
よ
る
『
験
伽
行
学
派
に
お
け
る
戒

ｌ
摂
大
乗
論
増
上
戒
学
分
ｌ
』
は
、
『
摂
大
乗
論
』
に
説
く
「
増
上

戒
学
」
の
研
究
で
あ
る
。
『
礁
伽
師
地
論
』
の
「
菩
薩
地
」
に
六
波
羅
蜜

が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
三
聚
浄
戒
」
や
「
菩
薩
戒
」
が
説
か
れ

て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
古
来
よ
り
よ
く
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
『
摂

大
乗
論
』
の
三
学
の
研
究
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
本
研

究
は
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
礁
伽
論
と
大
乗
荘
厳
経
論
と
の
関
連
に
お
い

て
、
摂
大
乗
論
の
戒
思
想
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
「
出
家
者
の
優
位
」
が
注

意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
、
『
摂
大
乗
論
』
の
「
増
上
戒
学
分
」
が

世
親
釈
を
加
え
て
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
よ
り
和
訳
さ
れ
て
い
る
。

第
七
の
井
ノ
ロ
泰
淳
教
授
の
「
中
央
ア
ジ
ア
出
土
の
律
典
」
は
、
敦
埋

出
土
の
漢
訳
佛
典
中
の
律
典
の
研
究
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ン
蒐
集
本
よ
り
四

部
の
律
典
、
北
京
本
中
よ
り
同
じ
く
四
部
の
律
典
を
索
捜
し
、
そ
れ
ら
の

内
容
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
「
Ｓ
七
九
七
Ｖ
」
と
、
「
北
京
蒐
集
、
鞭
九

七
」
と
に
書
写
さ
れ
て
い
る
『
十
諦
比
丘
戒
本
」
を
転
載
し
て
い
る
。
写

本
を
清
書
し
て
、
活
字
体
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
書
の
解
読
を
容
易
に

す
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
研
究
に
格
段
の
便
宜
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
「
敦
煙
本
有
部
戒
経
」
に
つ
い
て
は
、
私
も
か
つ
て
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
が
（
『
律
蔵
の
研
究
』
一
六
一
頁
以
下
）
、
こ
れ
は
「
衆
学
法
百
七

条
」
を
持
っ
て
お
り
、
『
十
詞
比
丘
戒
経
』
の
「
衆
学
法
百
十
三
条
」
と

は
系
統
が
異
る
。
こ
れ
は
か
な
り
古
く
か
ら
中
国
に
行
わ
れ
て
い
た
戒
経

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
敦
埠
本
有
部
戒
経
」
（
Ｓ
七
九
七
）
の
表
側
に

『
十
涌
律
』
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
井
ノ
ロ
教
授
が
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
私
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

（
「
敦
埠
写
本
十
調
律
の
草
稿
訳
と
敦
埠
へ
の
伝
播
」
『
岩
井
博
士
古
稀
記
念
典
籍
論

集
』
収
載
）
が
、
こ
れ
は
「
十
調
律
」
の
巻
二
七
と
巻
二
八
と
の
二
巻
分

に
相
当
す
る
部
分
の
草
稿
訳
で
あ
る
。
私
が
こ
れ
ら
を
研
究
し
た
時
に
は
、

敦
埠
本
の
全
貌
は
窺
い
得
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
凡
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
、
敦
埠
本
の
律
典
の
研
究
に
つ

い
て
も
長
足
の
進
歩
が
期
待
さ
れ
る
。

次
に
高
田
仁
覚
教
授
の
「
イ
ン
ド
・
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
真
言
密
教
に
お
け
る

戒
律
」
は
、
真
言
密
教
の
戒
律
を
、
「
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
に
説
く
「
在
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家
・
出
家
共
通
の
禁
戒
」
と
、
さ
ら
に
密
教
の
戒
を
、
在
家
の
律
儀
と
出

家
の
律
儀
と
に
分
け
、
出
家
の
律
儀
を
、
波
羅
提
木
叉
の
律
儀
・
菩
薩
の

律
儀
・
持
明
の
律
儀
（
三
味
耶
戒
）
と
の
三
種
に
分
け
て
考
察
し
た
論
文
で

あ
る
。
密
教
の
戒
律
を
こ
の
よ
う
に
纒
め
て
論
述
し
た
研
究
は
、
寡
聞
に

し
て
知
ら
な
い
の
で
、
密
教
の
戒
律
理
解
に
寄
与
す
る
点
多
大
で
あ
る
。

大
乗
佛
教
と
共
通
の
戒
と
、
密
教
独
自
の
戒
と
が
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
九
の
釈
舎
幸
紀
氏
の
「
ツ
ォ
ン
カ
パ
教
学
に
お
け
る
戒
律
（
そ
の
序

説
）
ｌ
菩
薩
戒
を
中
心
と
し
て
’
一
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
伝
記
を
指

南
と
し
て
、
彼
の
戒
律
観
の
特
色
を
示
し
、
と
く
に
聡
伽
論
の
菩
薩
地
に

示
す
「
菩
薩
戒
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
「
釈
」
と
を
比
較

対
比
し
て
示
し
、
論
と
釈
と
の
相
異
点
を
八
項
に
分
け
て
示
し
、
問
題
点

を
詳
し
く
考
察
し
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
菩
薩
戒
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
と

く
に
隙
悔
の
思
想
が
強
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「
ウ
。
〈
－
リ
所
間
経
』
に

説
く
「
三
十
五
佛
」
の
昼
夜
侮
除
を
説
き
、
「
三
聚
経
の
読
謂
に
よ
る
滅

罪
の
悔
過
行
」
が
説
か
れ
る
点
な
ど
は
、
菩
薩
戒
の
正
道
を
受
け
て
い
る

も
の
で
、
注
目
さ
れ
る
。
ゲ
ー
ル
ク
パ
は
古
来
戒
律
重
視
の
点
で
有
名
で

あ
る
。
そ
の
戒
律
に
は
勿
論
「
波
羅
提
木
叉
の
戒
」
も
含
ま
れ
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
点
で
は
徳
光
の
『
ヴ
ィ
ナ
ャ
ス
ー
ト
ラ
』
や
、
そ
の
『
広

釈
』
な
ど
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ

の
戒
律
観
が
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
、
と
も

か
く
本
論
文
に
よ
っ
て
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
菩
薩
戒
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ

た
こ
と
は
、
学
界
に
た
い
す
る
大
き
な
貢
献
で
あ
る
。

第
十
、
吉
川
利
治
教
授
の
「
ラ
オ
ス
、
東
北
タ
イ
の
慣
習
法
に
見
ら
れ

る
佛
教
戒
律
」
は
、
ラ
オ
ス
・
東
北
タ
イ
地
方
の
慣
習
法
に
影
響
し
て
い

る
佛
教
の
戒
律
を
研
究
し
た
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
新
し
い
興
味
あ

る
研
究
で
あ
る
。
佛
教
が
民
衆
や
国
法
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か

を
戒
律
の
側
面
か
ら
研
究
し
た
も
の
で
、
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
地
域
研

究
は
言
語
の
障
害
な
ど
が
あ
る
た
め
に
な
か
な
か
行
わ
れ
難
い
の
で
あ
る

が
、
著
者
が
「
ラ
オ
ス
語
の
古
代
法
典
」
と
い
う
未
開
拓
の
部
分
に
お

け
る
佛
教
の
在
り
方
を
開
拓
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
、
佛
教
の
土
着
化
を

理
解
す
る
上
か
ら
も
貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
今
後
こ
の
種
の
研
究
が
盛
ん

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ラ
オ
ス
の
古
代
法
典
の
「
法
典
」
（
Ｂ
ｇ
‐

日
日
用
弾
）
は
↑
《
己
冨
埼
日
鼠
關
耳
四
』
》
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ

は
「
マ
ヌ
法
典
」
（
己
冨
Ｈ
ｇ
⑳
識
稗
国
）
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
る
で
あ
る

岩
フ
か
。

次
の
橘
堂
正
弘
氏
の
「
厨
胃
涛
曽
鼻
煙
１
口
騨
詠
９
号
己
属
曾
陣
圃
ぐ
鼻
璽

の
比
丘
の
教
育
ｌ
」
は
、
・
ハ
ラ
ー
ク
ラ
マ
バ
ー
フ
ニ
世
が
ダ
ン
バ
デ
ー
ニ

で
制
定
し
た
「
寺
院
の
規
約
」
に
つ
い
て
の
比
丘
の
教
育
の
研
究
で
あ
る
。

属
ｐ
豊
鼠
ぐ
騨
冨
は
セ
イ
ロ
ン
に
特
殊
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

寺
院
運
営
の
規
約
で
、
国
王
が
そ
の
規
約
の
実
施
を
保
証
し
た
も
の
も
あ

る
が
、
僧
伽
が
独
自
に
制
定
す
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
橘
堂
氏
の

研
究
は
、
勺
胃
際
国
日
：
目
口
目
（
二
一
三
六
ｉ
二
一
七
○
）
が
、
当
時
の

僧
伽
の
代
表
者
を
王
都
に
招
集
し
て
作
ら
せ
た
僧
伽
運
営
の
規
則
の
中
か

ら
、
比
丘
や
沙
弥
の
日
常
生
活
の
規
則
や
学
習
に
関
す
る
部
分
を
研
究
し

た
も
の
で
あ
る
。
規
則
の
内
容
は
、
律
典
中
の
戒
律
や
阿
含
経
中
の
戒
に

関
す
る
教
説
等
に
依
拠
し
た
規
則
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
セ
イ
ロ
ン
の
特

殊
事
情
に
基
く
規
則
も
認
め
ら
れ
る
。
嵐
鼻
涛
普
『
四
国
は
セ
イ
ロ
ン
佛
教

史
の
研
究
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
が
、
佛
教
の
戒
律
の
研
究
に
も
重
要
な
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資
料
と
な
る
。
若
し
同
種
の
も
の
が
ビ
ル
マ
や
タ
イ
国
の
佛
教
等
に
も
存

在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
も
併
せ
て
研
究
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
現
在
、

パ
ー
リ
佛
教
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
大
き
な
理

由
の
一
は
、
新
資
料
が
開
拓
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
資
料
が
紹

介
せ
ら
れ
れ
ば
、
研
究
者
も
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
橘
堂
氏

が
、
日
本
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
民
鼻
時
胃
四
国
を
研
究
せ
ら
れ
た

こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
う
。
今
後
こ
の
種
の
新
資
料
が
紹
介
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

第
十
二
、
三
桐
慈
海
教
授
の
「
維
摩
経
に
見
ら
れ
る
戒
律
」
は
、
維
摩

経
の
「
弟
子
品
」
に
説
か
れ
る
「
優
波
離
の
戒
律
観
」
（
こ
れ
は
維
摩
に
よ

っ
て
呵
責
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
）
と
、
「
佛
国
品
」
に
説
く
「
持
戒
は
是

れ
菩
薩
の
浄
土
」
と
し
て
示
す
「
十
善
道
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で

あ
る
。
維
摩
経
は
、
教
授
も
言
わ
れ
る
如
く
「
空
」
を
説
く
経
典
で
あ
る

た
め
に
、
積
極
的
に
戒
律
を
説
く
点
は
少
な
い
。
そ
の
点
に
著
者
の
苦
心

が
あ
っ
た
と
思
う
。
「
扶
律
談
常
」
を
説
く
浬
藥
経
な
ど
と
は
異
る
の
で

あ
り
、
大
乗
経
典
の
戒
律
を
取
上
げ
る
な
ら
ば
、
「
有
」
を
説
く
系
列
の

経
典
を
論
議
す
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
空
を
説
く
大
乗
経
典
で
は
、
「
破
戒
の

罪
の
空
」
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
点
で
は
、

親
殺
し
の
罪
に
怖
れ
お
の
の
く
阿
闇
世
王
が
よ
く
題
材
に
さ
れ
て
い
る
。

殺
父
・
殺
母
の
大
罪
を
犯
し
た
阿
闇
世
で
す
ら
「
空
観
」
の
深
達
に
よ
っ

て
、
罪
か
ら
脱
し
う
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
大
乗
の
浬
藥

経
で
最
後
の
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の

大
乗
経
典
に
も
種
友
の
形
で
現
れ
て
い
る
。
（
無
量
寿
経
で
も
「
二
十
四
願
経
」

に
は
出
て
く
る
。
）
今
こ
の
維
摩
経
で
も
、
著
者
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
優
波
離
を
呵
責
し
た
維
摩
に
よ
っ
て
、
破
戒
を
犯
し
て
罪
に
陥
っ
て

悩
む
二
比
丘
に
た
い
し
て
、
罪
の
空
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
十
三
、
福
島
光
哉
教
授
の
「
智
領
の
戒
律
思
想
ｌ
性
罪
を
め
ぐ
る

問
題
に
つ
い
て
ｌ
」
以
下
の
九
篇
の
論
文
は
、
中
国
・
韓
国
・
日
本
の

佛
教
の
戒
律
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
与
え
ら
れ
た
紙
数

も
超
過
し
た
し
、
こ
れ
ら
は
評
者
の
専
門
外
の
分
野
で
も
あ
る
の
で
、
簡

単
に
題
目
を
示
す
に
と
ど
め
た
い
。
福
島
教
授
の
論
文
は
、
天
台
の
『
摩

訶
止
観
」
の
「
持
戒
清
浄
」
等
の
説
を
中
心
と
し
て
、
天
台
の
大
乗
戒
の

特
色
を
考
察
し
、
十
善
を
中
心
と
す
る
性
戒
と
、
そ
れ
を
破
る
性
罪
に
た

い
す
る
厳
し
い
反
省
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
天
台
の
餓
法
を
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。

次
の
大
沢
伸
雄
氏
の
「
道
宣
の
出
家
学
仏
道
観
’
四
分
律
行
事
紗
沙

弥
別
行
篇
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
は
、
中
国
で
は
「
出
家
」
す
な
わ
ち
沙

弥
に
な
る
こ
と
を
も
っ
て
、
国
家
が
正
式
の
出
家
者
と
し
て
の
特
権
を
認

め
た
の
で
、
『
行
事
妙
』
の
「
沙
弥
別
行
篇
」
を
中
心
に
し
て
、
道
宣
の

出
家
観
や
教
判
諭
を
解
明
し
た
論
文
で
あ
る
。

第
十
五
、
沖
本
克
己
氏
の
「
清
規
研
究
ノ
ー
ト
」
は
、
中
国
禅
宗
に
お

い
て
「
清
規
」
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
、
馬
祖
道
一
を
中
心

に
し
て
、
禅
宗
教
団
の
発
展
や
戒
律
観
の
変
化
を
、
豊
富
な
資
料
に
よ
っ

て
跡
づ
け
た
論
文
で
あ
り
、
六
祖
慧
能
の
位
置
な
ど
も
見
直
し
を
迫
ま
ら

れ
る
力
作
で
あ
る
。
と
く
に
衡
山
が
禅
宗
発
展
の
原
点
で
あ
る
点
に
注
目

し
て
い
る
。

三
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第
十
六
、
水
谷
幸
正
教
授
の
「
韓
国
仏
教
に
お
け
る
戒
律
思
想
」
は
、

李
朝
以
後
の
佛
教
沈
滞
期
に
お
け
る
曹
溪
宗
の
戒
律
を
、
大
隠
朗
肝
を
中

心
に
し
て
研
究
し
た
論
文
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
韓
国
佛
教
の

一
面
を
解
明
し
た
労
作
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
受
戒
作
法
が
具
体
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。

次
の
木
村
宣
彰
氏
の
「
多
羅
戒
本
と
達
摩
戒
本
」
は
、
中
国
佛
教
に
お

け
る
十
詞
・
四
分
の
研
究
史
、
な
ら
び
に
大
乗
菩
薩
戒
の
展
開
を
述
べ
、

終
り
に
元
暁
の
「
菩
薩
戒
本
持
犯
要
記
』
に
よ
っ
て
、
「
多
羅
戒
本
」
と

は
「
修
多
羅
戒
本
」
の
意
味
で
梵
網
戒
を
意
味
し
、
「
達
摩
戒
本
」
は

「
阿
毘
達
摩
戒
本
」
の
意
味
で
、
職
伽
戒
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

て
い
る
。

第
十
八
、
名
畑
崇
教
授
の
「
日
本
古
代
の
戒
律
受
容
ｌ
善
珠
『
本
願

薬
師
経
紗
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
は
、
善
珠
の
『
本
願
薬
師
経
紗
」
に
よ

っ
て
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
の
わ
が
国
の
戒
律
佛
教
の
実
際
を
解
明

し
た
論
文
で
あ
る
。
「
薬
師
悔
過
」
の
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
釈
迦
・
文
殊
・
弥
勒
を
三
師
と
す
る
「
一
日
一
夜
の
八
斎
戒
」
受

授
の
実
際
と
そ
の
意
義
が
解
明
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
古
代
の
戒
律
観
を

示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

次
の
白
土
わ
か
教
授
の
「
最
澄
に
お
け
る
円
戒
形
成
の
問
題
」
は
、
最

澄
の
戒
律
観
は
、
そ
の
梵
網
戒
を
自
性
清
浄
虚
空
不
動
戒
と
理
解
す
る
立

場
と
、
法
華
経
の
安
楽
行
品
の
一
乗
観
と
を
綜
合
し
て
成
立
し
て
い
る
こ

と
を
論
証
し
た
論
文
で
あ
り
、
最
澄
の
戒
律
思
想
理
解
に
新
局
面
を
打
出

し
て
い
る
。

第
二
十
、
坂
東
性
純
教
授
の
「
親
鴬
の
戒
律
観
」
は
、
親
鴬
の
罪
業
観
、

非
器
の
自
覚
の
中
に
、
「
非
僧
」
と
と
も
に
「
非
俗
」
を
標
傍
し
た
「
戒

の
自
覚
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

最
後
の
川
口
高
風
氏
の
「
坐
具
顕
正
録
を
め
ぐ
る
論
争
ｌ
諦
忍
律
師

の
坐
具
・
袈
裟
色
の
考
察
ｌ
」
は
、
八
事
山
の
諦
忍
の
著
わ
し
た
「
坐

具
顕
正
録
』
と
、
こ
れ
を
破
斥
し
た
震
純
の
「
弾
諦
忍
破
霊
芝
章
」
と
を

比
較
研
究
し
て
、
諦
忍
の
主
張
に
傾
聴
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
そ
の
行
き

過
ぎ
た
主
張
の
あ
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
で
あ
り
、
わ
が
国
近
世
の

戒
律
の
研
究
と
理
解
と
が
極
め
て
程
度
が
高
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
好
論
文
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
は
内
容
が
豊
富
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
内
容
の
紹
介
す
ら

十
分
に
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
の
戒
律
思
想
が
巾

広
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
佛
教
の
戒
律
解
明
に
果
し
た
功
績
は
大
き

い
。
特
に
戒
律
実
践
の
具
体
的
事
実
を
明
し
た
研
究
が
多
く
、
戒
律
理
解

に
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
な
お
巻
末
に
戒
律
研
究
の
著
書
な
ら
び
に
論
文

の
リ
ス
ト
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
調
査
も
よ
く
行
き
と
ど
い
て
い
る
。

研
究
者
を
稗
益
す
る
点
多
大
で
あ
る
。
め
ん
ど
う
な
調
査
に
従
事
さ
れ
た

方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
昭
和
五
六
年
一
○
月
、
平
楽
寺
書
店
、
Ａ
５
版
六
二
八
頁
索
引
・
戒
律

思
想
に
関
す
る
研
究
文
献
七
四
頁
。
九
五
○
○
円
）
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