
近
代
佛
教
研
究
に
お
い
て
戒
律
の
研
究
は
他
の
定
学
慧
学
と
比
較
し
て

未
開
拓
の
部
分
が
多
か
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
大
野
法
道
『
大
乗
戒
経

の
研
究
』
、
平
川
彰
『
律
蔵
の
研
究
』
『
原
始
佛
教
の
研
究
』
『
初
期
大
乗

佛
教
の
研
究
』
、
佐
藤
密
雄
「
原
始
佛
教
教
団
の
研
究
」
な
ど
の
大
著
が

発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
イ
ン
ド
佛
教
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

中
国
佛
教
の
戒
律
思
想
に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
論
文
は
見
出
せ
る
に
し
て

も
へ
ま
と
ま
っ
た
単
行
本
は
一
本
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
龍
谷
大
学
の
土
橋
秀
高
教
授
に
よ
っ
て
中
国
佛
教
を
中
心
と

し
た
戒
律
に
関
す
る
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
は
Ａ
５
判
・
二
六

六
頁
、
四
○
の
研
究
成
果
と
、
三
九
頁
・
約
二
五
○
○
項
目
に
な
る
索
引

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
大
著
で
あ
る
。
個
食
の
論
文
に
つ
い
て
は
そ
の

多
く
が
既
に
学
術
論
集
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
貴
重
な
成
果
と
し
て
参
照

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
筆
者
も
、
そ
れ
が
こ
こ
に
六
章
に
編
集
さ
れ
て
一
言

に
ま
と
め
ら
れ
て
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
精
読
し
て
み
て
、
中
国
佛
教
に
関

す
る
戒
律
研
究
の
礎
石
と
も
い
え
る
深
い
意
義
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

土
橋
秀
高
著

『
戒
律
の
研
究
」

は
じ
め
に

大
澤
伸
雄

こ
こ
で
は
戒
律
の
基
本
概
念
を
中
国
佛
教
の
立
場
か
ら
検
討
せ
ん
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
節
で
は
、
従
来
か
ら
我
国
の
佛
教
徒
、
佛

教
研
究
者
が
懐
い
て
い
た
戒
律
に
関
す
る
考
え
方
を
糾
す
た
め
に
「
戒

律
」
「
波
羅
提
木
叉
」
「
学
処
」
「
禁
」
「
律
儀
」
「
威
儀
」
と
い
う
戒

律
に
関
す
る
諸
用
語
の
原
意
を
諸
点
の
経
律
論
を
依
用
し
な
が
ら
探
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
戒
律
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
聖
戒
悪
へ
の
信
、
佛
陀

制
禁
の
戒
意
に
対
す
る
帰
依
、
ま
た
そ
れ
は
僧
伽
へ
の
随
順
で
あ
り
、
そ

こ
に
佛
陀
に
直
結
す
る
戒
の
伝
統
が
性
格
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
が
戒
の
佛
教

上
の
信
懸
性
と
い
え
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
制
戒
の
縁
、
戒
律
条

文
の
決
定
に
い
た
る
ま
で
の
事
情
、
条
文
の
運
用
に
つ
い
て
弾
力
性
が
あ

る
と
し
て
、
随
方
毘
尼
や
説
浄
法
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
戒
律
の
適
応
性
の
一
而
は
、
戒
律
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
と
さ
れ

「
戒
律
の
性
格
は
時
処
諸
縁
を
通
し
て
正
智
に
み
ち
び
く
法
規
と
し
て
の

要
求
か
ら
、
佛
の
威
儀
よ
り
示
さ
れ
る
聖
戒
緬
に
絶
対
依
畷
す
る
と
い
う

面
が
あ
る
。
ま
た
一
方
で
は
広
く
時
処
に
随
っ
て
適
確
に
応
ず
る
と
い
う

面
が
あ
っ
て
こ
の
二
つ
は
具
体
的
な
戒
律
の
性
格
づ
け
で
あ
っ
て
別
個
に

遊
離
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
戒
律
の
二
面
性
を
捉
え
て
い
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
三
結
・
四
取
・
五
下
分
結
な
ど
の
中
に
数
え
ら
れ
る

そ
れ
は
地
道
な
基
礎
研
究
の
積
重
ね
と
広
汎
な
資
料
を
駆
使
す
る
姿
勢
で

貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
交
の
章
節
に
わ
た
り
そ
の
概
観

と
研
究
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
、
紙
面
の
ゆ
る
す
限
り
紹
介
し
た
い
と
思

轌
フ

。

一
第
一
章
「
総
論
」
に
つ
い
て
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「
戒
取
」
と
い
う
出
家
の
行
的
偏
執
に
対
す
る
佛
智
か
ら
の
批
判
を
説
い

て
戒
学
の
陥
り
や
す
い
面
を
明
ら
か
に
し
、
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
佛
智
に
帰

結
し
て
い
く
戒
学
の
伝
統
を
説
き
明
か
さ
ん
と
し
て
い
る
。

第
二
節
で
は
戒
律
に
期
待
さ
れ
る
修
道
上
の
効
果
を
実
践
課
題
の
上
で

捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
戒
律
の
機
能
と
し
て
、
各
時
代

各
地
域
に
お
け
る
種
盈
の
様
相
を
見
つ
め
な
が
ら
も
、
各
時
点
で
戒
の
精

神
へ
の
指
向
が
、
佛
教
の
歴
史
的
転
換
の
動
機
と
し
て
大
き
く
作
用
し
て

い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

第
三
節
の
「
戒
律
の
限
界
」
で
は
、
戒
律
の
実
相
を
は
っ
き
り
す
る
こ

と
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
戒
と
定
慧
、
比
丘
戒
と
菩
薩
我
、
戒
律
と
寺

制
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
四
囲
の
情
勢
、

時
の
権
力
へ
の
迎
合
、
民
俗
風
習
と
か
庶
民
信
仰
な
ど
功
利
性
へ
の
応
同

な
ど
の
危
険
性
に
注
目
し
、
戒
律
の
本
義
を
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
。

第
四
節
の
「
戒
律
の
処
置
」
と
は
、
戒
法
に
お
け
る
峨
悔
と
治
罰
に
つ

い
て
、
声
聞
戒
と
菩
薩
戒
の
場
合
や
そ
れ
を
う
け
た
中
国
の
寺
制
な
ど
を

通
し
て
概
観
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
峨
悔
は
戒
律
の
求
心
的
な
而
を
支
え
、

治
罰
は
遠
心
力
と
な
り
、
そ
こ
に
真
の
あ
る
↓
へ
き
戒
律
の
姿
が
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
両
面
の
緊
張
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
る
。

第
五
節
は
慧
遠
の
大
乗
義
章
巻
十
の
僧
宝
論
を
中
心
と
し
て
、
戒
律
が

具
現
す
る
基
盤
で
あ
る
僧
宝
に
つ
い
て
論
ず
る
。

第
六
節
の
「
大
乗
戒
と
小
乗
戒
」
で
は
「
わ
が
国
の
佛
教
は
こ
の
大
小

対
立
と
い
う
戒
観
に
大
な
り
小
な
り
影
響
を
う
け
て
、
戒
律
の
問
題
を
あ

つ
か
っ
て
き
た
が
、
は
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
提
起

か
ら
、
「
両
戒
の
相
違
点
と
み
ら
れ
る
も
の
に
注
意
し
、
そ
れ
が
戒
律
の

根
本
お
よ
び
律
典
の
性
格
か
ら
ど
う
み
ら
れ
る
か
」
と
い
う
視
点
で
④
自

利
と
利
他
と
に
つ
い
て
、
②
持
戒
の
心
が
ま
え
、
③
受
戒
の
対
象
、
㈱
他

律
と
自
律
、
⑤
外
戒
と
内
戒
、
⑥
修
戒
と
性
戒
と
い
う
点
で
対
比
し
て
、

両
戒
の
ち
が
い
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、
律
典
の
性
格
か
ら
両
教
団
対
立

で
は
な
く
、
両
戒
の
交
渉
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
三
聚
浄
戒
説

か
ら
す
れ
ば
、
戒
と
い
う
点
で
は
小
乗
律
蔵
に
対
立
す
る
菩
薩
戒
経
で
こ

と
足
り
た
が
、
僧
伽
の
律
法
と
し
て
は
、
や
は
り
律
蔵
の
内
容
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
浬
渠
経
の
五
篇
七
聚
を
内
容
と
す
る
戒
律

が
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
小
乗
戒
を
摂
律
儀
戒
に
お
い
て
包
摂
す
る
地
持

・
職
伽
系
の
三
聚
戒
説
が
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
両
戒
は
事
戒
・
理
戒

の
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
佛
戒
と
い
う
こ
と
で
統
合
し
て
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
菩
薩
戒
が
性
戒
で
あ
り
、
比
丘
戒
が
修
戒
で
あ

る
と
い
う
性
格
で
受
け
と
め
て
、
佛
教
者
と
し
て
の
個
人
お
よ
び
集
団
の

行
儀
の
課
題
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
尋
へ
き
で
あ
る
と
す
る
。

第
七
節
は
世
間
法
で
あ
っ
た
十
善
道
が
、
菩
薩
戒
と
し
て
受
容
・
展
開

し
て
い
く
系
譜
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
原
始
経
典
に

み
ら
れ
る
在
家
・
出
家
の
業
道
と
し
て
の
十
善
を
説
き
、
五
戒
と
十
善
の

関
係
に
ま
で
説
き
及
ん
で
、
十
善
戒
と
し
て
在
家
道
独
自
の
戒
法
と
し
て

意
義
づ
け
ら
れ
て
い
く
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
十
善
戒
は
次
第

転
深
の
戒
律
儀
と
さ
れ
総
相
戒
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
、
小
品
系
般
若
経
に

お
い
て
菩
薩
の
Ｆ
羅
波
羅
蜜
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
菩
薩
道

に
お
い
て
は
利
他
教
化
衆
生
に
関
心
を
も
ち
世
間
善
と
し
て
の
十
善
を
菩

提
に
ま
で
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
総
相
・

別
相
の
十
善
戒
に
つ
い
て
は
龍
樹
の
十
善
観
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
。

庁rー
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第
八
節
で
は
「
菩
薩
律
儀
と
し
て
の
十
善
戒
」
と
し
て
、
菩
薩
の
Ｐ
羅

波
羅
蜜
が
そ
の
後
の
大
乗
経
典
史
の
上
で
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
く

の
か
と
い
う
こ
と
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
琉
伽
・
地
持
・
善
戒

の
同
系
統
に
出
て
く
る
三
聚
浄
戒
説
中
の
摂
善
法
戒
に
配
当
さ
れ
る
十
善

法
の
内
容
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
摂
善
法
戒
等
の
三
聚
を
包
む

律
儀
戒
が
説
か
れ
る
こ
と
は
、
十
善
戒
の
精
神
に
よ
っ
て
七
衆
律
儀
に
対

応
す
る
菩
薩
律
儀
の
戒
相
を
独
立
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
地

持
の
四
重
、
善
戒
の
八
重
、
在
家
の
場
合
の
優
婆
塞
戒
経
の
六
重
、
ま
た

こ
れ
ら
を
統
合
す
る
梵
網
の
十
重
な
ど
、
菩
薩
戒
の
展
開
は
す
、
へ
て
十
善

の
精
神
主
義
的
展
開
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
す
る
。

さ
て
第
九
節
の
「
律
教
の
開
宗
」
で
は
、
中
国
佛
教
の
中
と
り
わ
け
唐

道
宣
の
南
山
律
宗
開
宗
の
事
情
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
日

本
の
凝
然
の
律
宗
綱
要
を
手
が
か
り
と
し
て
論
を
お
こ
し
、
主
と
し
て
道

宣
の
続
高
僧
伝
に
お
け
る
律
宗
に
か
か
わ
る
部
分
を
検
索
す
る
こ
と
を
通

し
て
道
宣
の
意
図
を
探
り
、
道
宣
自
身
の
そ
の
他
の
著
作
、
律
相
感
通
伝

・
四
分
律
比
丘
含
注
戒
本
・
随
機
謁
磨
・
関
中
創
立
戒
壇
図
経
・
教
誠
律

儀
・
釈
門
章
服
儀
・
量
処
軽
重
儀
な
ど
か
ら
、
出
家
者
の
生
活
の
諸
般
に

わ
た
る
課
題
に
つ
い
て
、
諸
説
を
刑
繁
補
閲
し
て
ま
と
め
統
摂
し
て
一
家

を
か
ま
え
ん
と
す
る
道
宣
の
姿
勢
が
あ
と
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
四
分
律
行

事
紗
に
よ
っ
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
道
宣
の
開
宗
の
意
味

は
、
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
戒
律
を
異
質
の
文
化
・
風
土
・
社
会
情
勢
の
中

国
に
お
い
て
、
佛
道
実
践
を
す
る
真
面
目
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
し
た

こ
と
、
ま
た
彼
の
学
ん
だ
学
問
体
系
は
主
と
し
て
唯
識
教
理
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
軸
と
し
て
化
制
二
教
判
を
論
考
し
毘
尼
大
乗
を
宣
揚
し
た
こ
と
で

あ
る
。
か
く
し
て
道
宣
の
大
乗
義
の
内
容
は
受
持
者
の
心
品
に
求
め
ら
れ
、

三
学
の
中
で
の
戒
律
の
意
義
づ
け
を
、
唯
識
の
三
観
を
も
っ
て
体
系
し
た

こ
と
に
開
宗
の
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

’
’
第
二
章
「
大
乗
経
典
の
戒
律
説
」

に
つ
い
て

こ
の
章
で
は
華
厳
経
浄
行
品
、
浬
梁
経
、
ウ
バ
ソ
ク
戒
経
な
ど
の
大
乗

戒
に
関
す
る
経
典
や
、
大
乗
経
典
に
よ
く
登
場
す
る
虚
空
蔵
菩
薩
の
周
辺

の
戒
律
説
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
は
「
華
厳
経
浄
行
品
に
つ
い
て
ｌ
戒
律
思
想
の
な
が
れ
か
ら

ｌ
」
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
康
僧
会
が
沙
門
戒
経
を
も
と
め
る
孫
皓

に
こ
の
浄
行
品
の
異
訳
で
あ
る
本
業
経
の
百
三
十
五
願
を
分
か
っ
て
二
百

五
十
事
と
し
て
さ
ず
け
た
り
、
総
章
元
年
（
六
六
八
）
に
賢
首
大
師
は
西

域
三
蔵
が
長
安
に
来
て
い
る
の
に
会
わ
れ
て
菩
薩
戒
を
受
け
ん
と
請
わ
れ

た
が
華
厳
経
浄
行
品
を
詞
す
れ
ば
さ
ら
に
菩
薩
戒
を
受
け
る
こ
と
は
い
ら

な
い
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
中
国
佛
教
の
菩
薩
戒
思
想
上
で
こ

の
経
の
位
置
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
初
期
大
乗
の
戒
律
思
想
と
い
う
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
Ｐ
羅
波
羅
蜜
の
戒
観
の
う
え
に
菩
薩
の
行
業
が
意
義
づ
け

ら
れ
、
菩
薩
戒
と
い
う
独
自
の
実
践
の
立
場
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
も
注
目
す
、
へ
き
経
典
で
あ
る
。
さ
て
本
論
で
は
浄
行
品
の
在
家

的
な
も
の
と
、
出
家
の
得
度
受
戒
、
室
内
作
法
、
出
門
作
法
な
ど
、
行
者

の
一
日
の
行
業
の
細
部
が
も
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
長
阿
含
の
阿
摩

昼
経
、
四
分
律
、
阿
術
達
経
、
沙
門
果
経
、
善
生
経
な
ど
の
説
を
依
用
し

な
が
ら
、
独
自
の
方
法
で
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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そ
し
て
本
事
の
菩
薩
行
願
と
し
て
の
威
儀
の
特
質
を
、
積
極
的
な
在
家
奉

戒
に
見
出
し
て
利
他
の
心
意
を
中
心
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
経
の

眼
目
は
菩
薩
本
事
の
行
願
、
つ
ま
り
成
佛
へ
の
本
行
と
し
て
の
戒
、
佛
自

体
の
持
戒
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
律
自
誓
、
自
利
即
化
他
の
菩
薩
戒

の
真
髄
を
鮮
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
日
本
に
お
け
る
自
誓
受

戒
、
理
戒
と
い
う
菩
薩
律
儀
の
特
色
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
す
る
。

第
二
’
四
節
は
大
乗
戒
思
想
、
と
り
わ
け
中
国
佛
教
の
戒
学
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
浬
築
経
の
戒
律
思
想
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
。
浬
築
経
は

そ
の
説
き
始
め
が
戒
律
の
詰
問
に
あ
り
、
佛
性
義
の
裏
づ
け
を
経
て
、
五

行
を
挙
げ
、
性
修
の
相
関
を
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
若
し
禁

戒
を
護
持
せ
ざ
れ
ぱ
云
何
ぞ
佛
性
を
見
る
こ
と
を
得
雲
へ
き
や
。
一
切
衆
生

に
佛
性
有
り
と
雌
も
要
ず
持
戒
に
因
り
て
然
る
後
乃
ち
見
る
。
佛
性
を
見

る
に
因
っ
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
」
と
あ
る
様
に
、

浬
喋
経
の
本
戒
本
所
受
戒
が
重
大
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
生
じ
て

来
る
性
と
修
の
関
係
を
ど
う
展
開
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
考
察
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
一
闘
提
の
取
扱
い
に
顕
わ
れ
た
性
と
修
の
分
際
を
明
ら
か

に
し
、
修
を
性
に
帰
し
、
性
を
修
に
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
に
大
乗
菩
薩
道
の

如
是
相
が
み
ら
れ
る
と
す
る
。
ま
た
本
有
今
無
本
無
今
有
の
偶
、
生
因
了

因
と
正
因
縁
因
、
乳
五
味
相
生
と
い
う
浬
婆
経
の
テ
ー
マ
に
も
と
づ
い
て

論
じ
、
ま
た
寿
命
品
、
金
剛
身
品
、
如
来
性
品
、
聖
行
品
、
梵
行
品
、
徳

王
品
な
ど
に
注
目
し
つ
つ
、
「
本
経
は
法
滅
因
縁
を
契
機
と
し
て
筐
頭
し

て
来
た
正
法
護
持
禁
戒
護
持
の
真
面
目
へ
の
沈
潜
に
お
い
て
、
佛
性
論
を

も
っ
て
裏
づ
け
を
な
し
、
大
乗
菩
薩
道
の
確
立
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

第
三
節
は
同
じ
く
浬
藥
経
に
よ
っ
て
、
不
浄
物
及
び
三
種
戒
と
い
う
菩

薩
戒
思
想
上
に
お
い
て
は
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
取
上
げ
て

い
る
。
不
浄
物
受
蓄
の
問
題
は
戒
律
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
且
つ
矛
盾
的

に
孕
ん
で
い
る
展
開
性
を
指
し
、
三
聚
戒
の
問
題
は
戒
律
に
対
す
る
理
念

の
展
開
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
事
相
と
理
念
の
相
関
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
浬
樂
経
の
時
代
相
を
反
映
し
て
、

そ
の
内
容
は
破
戒
者
に
対
す
る
摂
取
の
た
め
の
戒
律
儀
へ
の
関
心
が
中
心

で
あ
っ
て
、
声
聞
戒
と
菩
薩
戒
の
剖
判
に
主
力
が
注
が
れ
て
い
る
た
め
、

菩
薩
戒
の
独
自
性
に
欠
け
、
一
切
戒
を
総
合
的
に
体
系
組
成
す
る
点
に
欠

け
る
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
本
経
は
、
智
度
論
等
の
戒
律
説
を
受
け
つ
つ
、

未
だ
球
伽
系
諸
経
論
の
菩
薩
戒
相
の
如
き
独
自
の
戒
観
を
建
立
す
る
に
至

ら
ぬ
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

第
四
節
は
比
丘
戒
か
ら
菩
薩
戒
へ
の
進
展
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
浬
薬
経

の
戒
律
説
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
項
目
は
、
法
身
常
住

と
正
法
久
住
を
願
う
制
戒
の
意
味
を
結
び
つ
け
た
「
正
法
護
持
」
、
次
い

で
自
利
利
他
の
具
体
的
項
目
と
し
て
の
「
八
不
浄
物
」
に
つ
い
て
の
所
見
、

ま
た
戒
律
の
上
で
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
比
丘
戒
と
菩
薩
戒
」
に
関
す

る
対
比
、
そ
し
て
浬
築
経
戒
律
説
の
核
心
で
あ
る
「
佛
性
戒
」
、
ま
た
そ

れ
と
関
連
し
た
「
慨
悔
」
に
関
す
る
方
法
と
姿
勢
、
そ
し
て
最
後
に
浬
巣

経
の
特
質
と
も
い
え
る
「
食
肉
の
制
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
、
経
の
説

く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
論
考
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
第
五
節
で
は
「
ウ
等
ハ
ソ
ク
戒
経
の
問
題
」
と
し
て
、
そ
の
文
献

批
判
を
子
細
に
検
討
し
、
地
持
・
善
戒
と
の
関
連
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ら
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と
時
代
を
同
じ
く
し
て
出
現
し
た
在
家
専
用
の
菩
薩
戒
経
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
ま
た
そ
の
特
質
は
、
原
始
戒
瀧
か
ら
五
・
八
戒
の
系
譜
を
受
け
つ
つ
、

大
小
乗
の
戒
分
別
を
浬
渠
経
に
学
ん
で
そ
の
地
位
を
確
立
し
て
お
り
、
Ｆ

羅
波
羅
蜜
の
強
調
に
よ
り
戒
条
を
超
え
る
精
神
主
義
的
な
戒
観
が
力
説
さ

れ
、
善
法
の
五
陰
成
就
に
持
戒
の
意
義
を
み
と
め
在
家
菩
薩
戒
と
し
て
意

味
づ
け
る
。
そ
れ
は
俗
法
と
し
て
の
財
物
な
ど
の
世
俗
的
立
場
を
包
容
し

在
家
菩
薩
と
し
て
の
独
自
の
受
戒
儀
な
ど
を
確
立
し
た
が
、
後
に
出
家
在

家
共
通
の
梵
網
経
に
大
乗
戒
と
し
て
の
主
流
を
う
ば
わ
れ
て
い
く
と
す
る
。

第
六
節
の
「
虚
空
蔵
菩
薩
の
戒
律
」
は
大
集
部
虚
空
蔵
菩
薩
経
を
中
心

と
し
て
、
大
集
経
系
統
の
戒
律
説
を
考
察
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

ず
国
王
・
大
臣
・
声
聞
そ
れ
ぞ
れ
の
五
根
本
罪
、
菩
薩
の
八
根
本
罪
に
注

目
し
つ
つ
、
法
滅
の
世
に
お
け
る
戒
律
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
性
格
を
鮮

明
に
し
、
ま
た
峨
悔
経
典
で
あ
る
こ
と
が
論
考
さ
れ
る
。
根
本
罪
説
の
出

拠
は
大
薩
遮
尼
乾
子
所
説
経
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
梵
網
経
と
の
関
連
も

考
察
し
て
い
る
。
特
に
王
や
大
臣
に
つ
い
て
み
る
と
そ
の
波
羅
夷
説
は
大

薩
遮
尼
乾
子
経
の
王
論
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
虚
空
蔵
菩
薩
経
、

そ
れ
に
次
い
で
梵
網
経
の
王
権
に
関
す
る
戒
め
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
論
証
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
大
乗
経
典
の
戒
律
説
に
関
す
る
成
果
は
大
乗
戒
に
関
す
る
従
来

の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
に
学
び
な
が
ら
も
中
国
佛
教
の
戒
学
を
念
頭
に

お
い
た
研
究
成
果
と
し
て
注
目
す
尋
へ
き
で
あ
る
。
し
か
し
今
後
は
イ
ン
ド

大
乗
佛
教
史
上
で
の
立
場
と
、
そ
れ
を
受
用
し
て
自
ら
の
展
開
を
な
し
た

中
国
佛
教
の
大
乗
戒
経
受
容
史
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
一
層
研
究
さ
れ
る

箸
へ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
第
三
章
「
戒
儀
」
に
つ
い
て

そ
も
そ
も
佛
陀
と
大
衆
、
弟
子
信
者
と
の
結
び
つ
き
は
、
基
本
的
に
は

土
着
的
・
神
秘
的
な
信
仰
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
時
代
社
会
へ

の
思
想
の
本
質
の
結
果
と
し
て
の
佛
陀
の
清
浄
な
る
威
儀
が
求
引
力
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
大
衆
は
現
象
を
通
し
て
本
質
に
せ
ま
る
も
の
で
あ
り
、

修
道
者
は
本
来
の
威
儀
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
正
覚
へ
向
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

受
戒
等
の
戒
儀
は
戒
学
の
上
で
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず

イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
授
戒
儀
礼
に
つ
い
て
、
そ
し
て
中
国
佛
教
に
お

け
る
謁
磨
本
の
変
遷
を
ス
タ
イ
ン
本
を
中
心
と
し
て
考
察
し
、
ま
た
敦
煙

本
に
散
在
す
る
菩
薩
戒
儀
を
考
証
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
大
論
文
で
あ
り

学
的
意
義
は
き
わ
め
て
高
い
。

第
一
節
の
「
授
戒
儀
礼
の
変
遷
」
で
は
、
受
戒
と
い
う
修
道
者
・
教
団

の
中
心
課
題
を
取
り
上
げ
る
た
め
に
、
ま
ず
現
存
の
授
戒
関
係
の
典
籍
を

一
覧
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
分
類
し
て
概
観
し
、

三
国
の
授
戒
の
変
遷
が
わ
か
り
や
す
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
比
丘
受

戒
法
、
比
丘
尼
受
戒
法
、
授
菩
薩
戒
法
、
中
国
編
集
の
受
戒
法
、
日
本
編

集
の
受
大
戒
法
の
対
照
表
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
は
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
研
究
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
観
を
通
し
て
、
三
帰
依

が
授
戒
の
中
心
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
出
家
剃
髪
儀
は
僧
伽
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
国
家
世
俗
と
の
関
係
か
ら
独
立
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、

戒
相
と
し
て
は
伝
統
と
し
て
重
楼
式
に
延
び
て
ゆ
く
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

て
い
る
。

第
二
節
で
は
「
中
国
に
お
け
る
掲
磨
の
変
遷
ｌ
ス
タ
イ
ン
本
を
中
心
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に
し
て
ｌ
」
と
題
し
た
長
論
文
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
律
典
と
い
え
ば

戒
本
・
広
律
・
掲
磨
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
の
翔
磨
本

に
つ
い
て
は
、
未
開
拓
の
点
が
多
い
の
で
、
中
国
で
の
翻
訳
・
受
容
・
展

開
の
流
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
敦
煙
本
全
般

に
み
ら
れ
る
写
本
の
新
古
を
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
、
古
い
型
の
掲
磨
の
諸

写
本
が
存
在
す
る
ス
タ
イ
ン
本
を
中
心
に
し
て
、
特
に
中
国
で
の
編
集
の

過
程
を
追
っ
て
い
る
。
は
じ
め
に
大
正
蔵
経
所
収
の
鶉
磨
の
諸
本
を
解
説

し
て
か
ら
、
ス
タ
イ
ン
本
中
の
翔
磨
に
関
す
る
写
本
の
す
ぺ
て
の
五
十
五

本
を
類
別
し
、
そ
れ
ら
に
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
か
ら
、
変
遷
の
あ
と
づ
け

を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
未
定
型
の
掲
磨
を
古
層
の
も
の
と
し
、
そ

の
中
で
も
五
世
紀
初
頭
の
Ｓ
・
四
六
三
六
Ｖ
の
百
一
物
本
を
あ
げ
、
次
い

で
中
頃
に
な
る
と
Ｓ
・
四
六
七
二
の
雑
掲
磨
や
Ｓ
・
七
三
六
、
Ｓ
・
二
九

三
五
の
比
丘
尼
翔
磨
な
ど
が
続
く
。
｜
は
じ
め
は
比
丘
瓶
比
丘
尼
両
法
の
混

然
た
る
も
の
が
、
比
丘
尼
の
み
の
独
自
の
掲
磨
が
で
き
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
発
展
段
階
が
み
と
め
ら
れ
て
、
実
際
に
即
応
し
て
秩
序
だ
て
ら
れ
た

雑
掲
磨
や
尼
翔
磨
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
経
緯
の
中
か
ら
随
機
溺
磨

な
ど
の
整
備
さ
れ
た
も
の
が
出
現
し
て
、
中
国
で
の
掲
磨
本
の
結
集
は
完

成
す
る
。
そ
の
後
は
要
略
行
儀
に
抄
略
さ
れ
た
り
、
六
法
文
・
六
念
文
、

さ
ら
に
は
菩
薩
戒
儀
の
反
映
す
る
翔
磨
本
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
僧
団

の
運
営
の
全
般
に
わ
た
る
も
の
か
ら
、
最
小
限
必
要
な
部
面
の
み
抄
写
さ

れ
る
様
に
な
り
、
一
方
で
は
清
規
や
密
教
儀
礼
、
浄
土
教
の
作
法
な
ど
に

結
び
つ
き
、
在
家
対
象
の
も
の
は
庶
民
の
民
間
信
仰
へ
流
れ
て
・
い
く
と
し

て
お
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
掲
磨
は
佛
陀
の
正
法
が
生
か
さ
れ
て
い
く
た
め

の
僧
伽
の
中
枢
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
時
の
流
れ
で
作
法
の
や
り
と
り
と
い

う
形
式
化
・
儀
礼
化
を
ま
ね
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
中
国
佛
教
に
お
け

る
戒
律
の
展
開
面
で
あ
る
が
、
同
時
に
戒
律
が
空
洞
化
し
て
い
く
過
程
で

も
あ
る
。
本
論
は
写
本
か
ら
の
校
訂
、
訓
読
、
類
型
諸
本
と
の
比
較
対
照

な
ど
、
未
紹
介
の
資
料
に
原
典
批
判
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味

で
も
今
後
の
研
究
に
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
三
節
は
敦
煙
諸
写
本
の
中
で
大
乗
菩
薩
の
戒
儀
に
つ
い
て
の
研
究
で

あ
る
。
大
乗
の
掲
磨
に
相
当
す
る
も
の
が
、
受
戒
法
・
布
薩
法
そ
の
他
菩

薩
戒
と
し
て
の
作
法
に
関
係
の
あ
る
律
文
、
こ
れ
ら
を
菩
薩
戒
儀
と
い
う
。

こ
の
菩
薩
戒
儀
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
考
慮
し
て
、
敦
煙
本
に
残
さ
れ

た
写
本
の
数
倉
を
整
理
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
菩
薩
戒
流
伝
の
様
相
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
敦
煙
所
出
の
律
典
の
解
説
、
菩
薩
戒
学

の
在
り
方
、
ひ
い
て
は
敦
煙
佛
教
教
団
の
全
貌
を
究
明
す
る
た
め
の
基
礎

作
業
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
資
料
と
し
て
は
、
主
に
ス
タ
イ
ン
本
を

中
心
に
十
一
本
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
校
訂
と
文
献
学
的
考

察
が
な
さ
れ
、
古
経
録
、
天
平
写
経
目
録
、
北
京
（
劫
余
）
録
、
・
へ
リ
オ

目
録
な
ど
を
参
照
し
て
、
整
理
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
写
本
の

数
か
ら
い
っ
て
も
大
半
を
占
め
る
梵
網
経
関
係
の
も
の
を
中
心
に
、
晩
唐

か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
流
伝
を
あ
と
づ
け
る
。
そ
し
て
琉
伽
戒
は
古
い
が

次
第
に
主
流
と
な
っ
た
梵
網
戒
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

四
第
四
章
「
敦
埠
律
典
」
に
つ
い
て

こ
の
章
は
先
の
第
二
、
三
節
と
同
じ
く
、
敦
煙
律
典
に
関
す
る
論
文
が

十
一
収
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
長
年
の
地
味
な
研
究
成
果
で
あ
り
、
そ
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の
資
料
的
意
義
だ
け
で
も
、
今
後
の
学
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と

考
え
ら
れ
る
。

第
一
節
は
敦
埠
出
土
律
典
の
特
色
に
つ
き
ス
タ
イ
ン
本
を
中
心
に
総
括

的
立
場
で
論
考
さ
れ
て
い
る
。
敦
埠
文
書
の
整
理
・
研
究
と
い
う
学
界
動

向
の
中
で
、
約
四
百
数
十
点
に
わ
た
る
佛
教
律
典
を
取
り
上
げ
て
概
観
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
本
章
の
序
説
的
意
義
を
も
つ
。
本
論
の
冒
頭
で

は
ス
タ
イ
ン
本
が
四
五
三
、
北
京
本
が
四
八
二
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ス
タ

イ
ン
本
・
北
京
本
は
、
。
へ
リ
オ
本
が
蒐
集
に
取
捨
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の

に
反
し
、
敦
煙
文
書
全
般
に
お
け
る
妥
当
な
比
率
を
も
っ
て
い
る
と
云
え

る
の
で
、
敦
埠
地
方
に
流
布
し
て
い
た
律
典
の
模
様
が
適
確
に
判
る
と
す

る
。
ま
た
中
国
で
書
写
・
刊
行
さ
れ
て
敦
煙
へ
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
、

敦
埠
地
方
で
つ
く
ら
れ
た
り
書
写
さ
れ
た
も
の
と
の
判
別
、
書
写
年
時
・

場
所
な
ど
の
判
別
の
で
き
る
も
の
な
ど
あ
る
が
、
敦
埠
佛
教
の
特
色
と
い

う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
双
方
共
に
適
確
な
資
料
と
い
え
る
。
そ
し
て
書
写

年
代
順
に
整
理
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
あ
げ
る
。
は
じ
め
は
十
諏
・

五
分
が
盛
行
し
後
に
四
分
へ
、
ま
た
五
世
紀
後
半
の
も
の
か
ら
十
世
紀
後

半
に
わ
た
り
梵
網
経
が
流
布
し
、
中
国
に
お
け
る
律
典
の
中
軸
と
な
り
、

四
律
・
琉
伽
系
の
戒
を
お
さ
め
る
も
の
と
し
て
、
菩
薩
戒
の
代
表
的
律
典

の
地
位
を
占
め
て
ゆ
く
。
敦
埠
写
本
の
唐
吐
蕃
時
代
の
め
だ
っ
た
傾
向
は

抄
略
律
典
が
盛
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
数
か
ら
も
実
用
的
律
典
が
多

く
、
こ
の
こ
と
か
ら
実
践
的
傾
向
が
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
述

寺
へ
て
い
る
。

第
二
、
三
節
で
は
「
敦
埋
出
土
律
典
『
略
抄
』
の
研
究
」
と
題
し
て
、

敦
煙
佛
教
の
特
徴
で
あ
る
略
抄
類
を
そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
の
中
か
ら
抽
出
．

整
理
し
て
そ
れ
ら
の
出
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
小
紗
、
雑

小
紗
、
略
抄
へ
と
拡
充
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
著
作
年
時
の
推
定
を

通
し
て
見
と
ど
け
、
晩
唐
か
ら
五
代
に
か
け
て
略
出
律
典
が
多
く
み
ら
れ

る
の
は
、
中
唐
以
後
の
中
国
佛
教
が
講
学
か
ら
、
念
佛
・
禅
．
戒
と
い
っ

た
実
践
的
佛
教
と
し
て
の
性
格
を
つ
よ
め
た
か
ら
で
あ
り
、
庶
民
に
ま
で

及
ん
だ
入
門
書
的
律
典
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
節
で
は
先
に
略
抄
の
内
容
的
研
究
が
示
さ
れ
た
の
で
、
Ｓ
・
六
六

四
四
を
採
用
し
て
本
文
を
紹
介
し
、
七
十
四
項
目
に
わ
た
り
そ
の
出
拠
と

み
な
さ
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
、
詳
細
な
註
記
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
略

抄
本
の
文
献
的
研
究
と
し
て
貴
重
な
成
果
と
い
え
よ
う
。

第
四
節
は
「
（
擬
題
）
四
分
律
雑
紗
一
本
」
と
題
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

ス
タ
イ
ン
本
の
中
他
の
Ｓ
・
二
九
二
『
四
分
律
小
紗
』
な
ど
と
類
似
し
た

写
本
（
龍
谷
大
学
大
谷
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
。
首
部
欠
で
あ
る
が
大
体
八
五

行
、
五
紙
で
尾
題
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
本
文
は
完
結
し
て
い
る
）
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
陳
垣
の
劫
余
録
（
冊
五
・
四
二
四
・
左
）
の
「
四
部
要
略
小

抄
（
尾
題
）
』
と
の
連
関
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
木
紗
は
西
紀
七
六

七
’
八
三
三
年
の
間
に
律
典
の
要
略
を
意
図
し
て
、
当
時
盛
ん
に
輩
出
し

た
律
綱
要
害
を
参
考
に
し
て
、
一
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
五
節
の
「
ス
タ
イ
ン
収
集
の
受
八
斎
戒
儀
に
つ
い
て
」
は
、
ス
タ
イ

ン
本
中
に
在
家
布
薩
の
作
法
用
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
受
戒
作
法
本
が
九

本
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
Ｓ
・

四
四
九
四
が
最
も
古
く
、
三
帰
・
慨
悔
・
発
願
・
廻
向
の
四
項
目
の
受
八

斎
戒
儀
の
基
調
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
諸
本
は
こ
れ
を
規
準
と
し

て
増
補
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｓ
・
四
四
六
四
Ｖ
②
は
八
戒
尽
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形
寿
受
持
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
斎
法
と
し
て
の
性
格
を
破
る
特

異
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
中
阿
含
の
斎
法
の
よ
う
な
折
衷
形
式
を

粗
略
に
見
誤
っ
た
か
、
梵
網
菩
薩
戒
に
混
同
す
る
よ
う
な
作
法
が
行
な
わ

れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
推
論
し
て
お
ら
れ
る
。

第
六
節
の
「
敦
煙
本
『
十
謡
戒
疏
」
考
」
は
、
や
は
り
ス
タ
イ
ン
本
中

に
「
十
調
律
義
記
巻
第
三
（
Ｓ
◆
六
八
二
六
こ
と
「
十
調
戒
疏
巻
第
一
（
Ｓ
・

六
五
五
一
）
」
が
あ
る
。
こ
の
資
料
的
意
味
は
、
十
調
律
の
註
釈
書
と
し
て

は
古
経
録
に
「
僧
祐
の
十
語
義
記
十
巻
」
と
あ
る
よ
り
他
に
み
あ
た
ら
ず
、

こ
れ
と
て
も
現
存
し
な
い
か
ら
、
十
調
律
の
貴
重
な
註
疏
と
し
て
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
戒
疏
に
つ
い
て
原
典
的
な
考
察
を
し
て
み
る

と
、
そ
の
内
容
は
十
調
律
の
釈
で
も
註
で
も
な
く
根
本
説
一
切
有
部
別
解

脱
戒
経
疏
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
時
の
根
本
有
部
系
の
人
が
十
調
律

の
古
い
伝
統
に
権
威
を
も
と
め
て
付
け
た
名
で
あ
る
か
ら
、
後
人
を
誤
ら

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
戒
疏
は
戒
本
の
内
容

に
説
き
及
ぶ
と
溺
磨
文
な
ど
は
四
分
戒
本
で
あ
っ
て
、
時
の
律
学
の
趨
勢

の
中
で
名
称
と
は
じ
め
の
構
文
は
有
部
戒
本
疏
で
あ
る
が
、
作
者
の
意
趣

の
お
も
む
く
ま
ま
に
も
の
し
た
独
立
短
篇
の
律
典
で
あ
る
と
、
そ
の
特
異

な
性
格
を
う
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

第
七
節
の
「
受
八
斎
戒
儀
の
変
遷
ｌ
ス
タ
イ
ン
本
を
中
心
に
ｌ
」

で
は
、
大
智
度
論
巻
十
三
、
十
詞
潟
磨
比
丘
要
用
な
ど
と
、
Ｓ
・
四
四
九

四
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
ス
タ
イ
ン
本
の
受
八
斎
戒
儀
の
諸
本
を
検
討
し
、

ス
タ
イ
ン
本
中
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
中
国
化
の
諸
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
を

委
細
に
検
討
し
て
い
る
。

第
八
節
は
「
敦
埠
本
受
菩
薩
戒
儀
考
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
中
国
の

菩
薩
戒
儀
と
し
て
は
、
慧
沼
・
妙
楽
・
明
曠
・
慧
思
・
遵
式
・
元
照
・
宗

暁
本
の
七
本
と
Ｓ
・
一
○
七
三
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
比
較
し
、

中
国
に
お
け
る
変
遷
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

第
九
節
は
「
菩
薩
掲
磨
戒
文
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
が
、
こ
れ
は
ス
タ

イ
ン
本
の
Ｓ
・
一
二
四
九
、
一
四
八
四
、
三
二
○
六
と
金
沢
文
庫
に
あ
る

菩
薩
謁
磨
戒
文
の
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
、
そ
れ
が
梵
網
戒

の
掲
磨
戒
文
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ

れ
が
天
台
智
顎
の
菩
薩
戒
義
疏
に
項
目
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
受
菩
薩
戒
儀

の
最
古
の
形
式
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

第
十
節
の
「
西
域
考
古
図
譜
所
収
掲
磨
断
片
考
」
は
大
谷
探
検
隊
将
来

資
料
の
写
真
版
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
西
域
考
古
図
譜
の
五
二
・
晴
唐
間

写
戒
律
抄
本
と
、
同
五
三
・
謁
磨
文
断
片
を
復
元
し
、
ス
タ
イ
ン
本
、
Ｓ

・
二
一
八
三
に
お
け
る
翔
磨
お
よ
び
定
型
の
大
正
蔵
経
一
四
三
三
の
翔
磨

と
比
較
し
、
そ
の
戒
学
史
的
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。

第
十
一
節
の
「
・
へ
リ
オ
本
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
に
つ
い
て
」
で
は

Ｐ
・
一
二
九
六
が
六
朝
期
の
菩
薩
戒
思
想
を
究
明
す
る
た
め
の
貴
重
な
文

献
で
あ
り
、
珍
し
い
古
い
形
式
を
も
っ
て
お
り
、
未
公
開
の
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
組
織
や
趣
向
を
検
討
し
て
み
る
と
梵
網
系
で
あ
り
、
梁
代
天
監

十
八
年
（
五
一
九
）
に
梵
網
系
の
菩
薩
戒
儀
が
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

以
上
、
本
章
は
敦
埋
写
本
の
律
典
に
関
す
る
文
献
学
的
研
究
の
集
成
で

あ
り
、
未
整
理
の
写
本
の
校
訂
な
ど
の
基
礎
作
業
を
通
し
て
、
中
国
佛
教

戒
律
思
想
史
上
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
学
問
的
意
義
の
高
い

も
の
で
あ
り
、
貴
重
な
資
料
集
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
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五
第
五
章
「
中
国
仏
教
の
戒
律
」

に
つ
い
て

こ
の
章
で
は
僧
制
や
清
規
と
戒
律
の
関
係
、
四
分
律
宗
の
玄
匡
（
道
世
）

と
道
宣
の
問
題
、
ま
た
道
宣
の
菩
薩
戒
に
対
す
る
考
え
方
、
ま
た
鑑
真
の

戒
律
思
想
を
中
国
佛
教
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
四
論
文
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

↓
第
一
節
で
は
「
中
国
に
お
け
る
戒
律
の
屈
折
ｌ
僧
制
・
清
規
を
中
心

に
ｌ
」
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
。
戒
律
に
は
厳
格
性
・
保
守
性
と
、
調

部
や
随
方
毘
尼
や
小
友
戒
の
開
遮
な
ど
の
弾
力
性
・
展
開
性
と
い
う
面
が

あ
る
。
こ
れ
は
佛
陀
の
制
戒
の
意
に
還
る
と
い
う
精
神
が
も
つ
二
面
性
と

考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
で
展
開
さ
れ
た
戒
律
が
、
中
国
で
受
容
さ
れ
て
ど

の
よ
う
な
屈
折
を
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
律
典
の
枠
内
で
の
屈
折
、

枠
外
で
の
屈
折
、
ま
た
比
丘
戒
．
菩
薩
戒
の
関
係
か
ら
、
寺
制
・
僧
制
・

清
規
へ
の
屈
折
、
戒
経
調
持
を
通
し
た
独
特
の
繊
法
へ
の
屈
折
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
僧
制
あ
る
い
は
寺
制
が
清
規
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

て
い
く
様
相
が
論
じ
ら
れ
る
。
道
安
の
僧
尼
軌
範
を
は
じ
め
、
慧
光
・
僧

瑳
・
超
度
・
斉
文
宣
王
・
梁
簡
文
帝
・
智
頗
・
玄
碗
・
恵
長
・
慧
満
・
道

宣
な
ど
の
僧
制
に
対
す
る
考
え
方
と
そ
の
実
際
を
考
察
し
、
中
国
独
自
の

僧
制
の
集
大
成
と
み
ら
れ
る
勅
修
百
丈
清
規
へ
の
移
行
を
み
と
ど
け
る
た

め
に
唐
洪
州
百
丈
山
故
懐
海
禅
師
塔
銘
、
禅
門
規
式
、
天
竺
寺
十
方
住
持

義
、
禅
苑
清
規
、
祖
庭
事
苑
、
律
苑
事
規
、
増
修
教
苑
清
規
が
考
察
さ
れ

る
。
そ
し
て
中
国
で
は
律
制
を
佛
戒
の
本
義
に
も
ど
す
た
め
の
指
針
と
し

な
が
ら
も
、
時
機
に
対
応
す
る
た
め
に
寺
制
が
別
立
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
清

規
が
生
ま
れ
て
く
る
。
清
規
も
禅
苑
清
規
と
教
苑
清
規
の
二
つ
に
性
格
づ

け
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
翔
磨
の
基
本
機
能
も
形
式
化
し
て
受

け
と
め
ら
れ
、
体
罰
や
賠
償
的
罰
法
が
う
た
わ
れ
る
。
た
だ
天
台
を
基
盤

と
し
た
教
苑
清
規
に
は
中
国
的
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
も
律
典
を
重
ん
ず
る

姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
と
す
る
。

第
二
節
で
は
従
来
か
ら
初
唐
の
四
分
律
宗
系
の
中
で
注
目
さ
れ
る
毘
尼

討
要
と
四
分
律
行
事
紗
の
対
比
を
中
心
と
し
て
、
両
害
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特

徴
と
、
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
道
宣

と
道
世
は
共
に
智
首
の
直
弟
子
で
あ
る
が
、
討
要
は
智
首
の
講
説
に
近
く
、

行
事
紗
に
は
道
宣
の
創
意
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
両
書
の
一
致
は
智
首

に
帰
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
菩
薩
道
乃
至
大
乗
戒
観
に
つ
い
て
、
行
事
紗

は
四
分
分
通
大
乗
義
を
と
り
、
上
品
心
を
以
て
四
分
律
を
行
修
す
る
こ
と

が
菩
薩
道
で
あ
る
と
す
る
。
討
要
は
四
分
律
小
乗
説
の
立
場
か
ら
受
菩
薩

戒
章
を
設
け
、
僧
俗
共
通
の
菩
薩
戒
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
出
家

戒
と
同
格
に
在
家
菩
薩
戒
を
位
置
づ
け
ん
と
す
る
当
時
の
律
学
の
趨
勢
で

あ
る
菩
薩
戒
重
受
の
立
場
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
両
害
の
内

容
を
検
討
し
て
対
示
し
た
註
記
が
あ
り
便
利
な
も
の
で
あ
る
。

第
三
節
の
「
道
宣
の
菩
薩
戒
」
で
は
分
通
大
乗
義
を
標
傍
す
る
四
分
律

宗
の
南
山
道
宣
が
そ
れ
で
は
菩
薩
戒
を
ど
う
扱
い
、
ど
の
よ
う
な
菩
薩
戒

観
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
興
味
深
く
追
求
さ
れ
る
。
彼
に
は
正

行
儀
と
い
う
菩
薩
戒
に
関
す
る
著
作
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
欠
本
で
あ
り
、

他
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
な
い
の
で
、
彼
の
著
作
の
中
に
散
説
さ
れ
た
も

の
と
、
玄
暉
道
世
の
説
を
参
照
し
な
が
ら
結
論
を
み
ち
び
き
出
し
て
い
る
。

出
家
の
菩
薩
戒
と
し
て
の
系
譜
は
尽
形
寿
を
期
し
て
五
八
十
具
を
重
楼
的
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に
受
け
さ
ら
に
護
心
戒
と
し
て
尽
未
来
際
を
期
し
て
地
持
の
四
重
ｌ
善

戒
の
八
重
、
地
持
梵
網
の
軽
戒
も
こ
れ
に
準
ず
る
ｌ
を
受
け
る
。
こ
の

場
合
、
漸
受
が
通
規
で
あ
る
が
頓
受
も
地
持
経
説
に
よ
っ
て
認
め
る
。
次

に
在
家
の
菩
薩
戒
と
し
て
は
尽
形
寿
を
期
し
て
五
戒
、
一
日
一
夜
を
限
っ

て
八
戒
を
受
け
、
そ
の
う
え
護
心
と
し
て
菩
提
を
期
し
て
十
善
戒
ｌ
梵

網
の
十
重
を
含
む
ｌ
を
受
持
す
る
。
受
戒
法
は
出
家
五
衆
人
前
受
と
十

方
諸
佛
菩
薩
を
和
尚
と
す
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
道
宣
の
考

え
方
を
見
る
と
、
比
丘
と
菩
薩
の
両
戒
を
総
合
し
て
、
あ
ら
た
め
て
出
家

在
家
の
両
菩
薩
の
系
譜
に
配
置
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

つ
（
〕
Ｏ

第
四
節
は
「
鑑
真
和
上
の
戒
律
思
想
背
景
ｌ
菩
薩
戒
小
論
ｌ
」
で

は
和
上
の
思
想
を
う
か
が
う
に
も
、
著
述
そ
の
他
直
接
の
第
一
次
資
料
は

殆
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
経
録
・
僧
伝
・
敦
煙
本
・
諸
注
疏
な

ど
の
中
国
で
の
二
次
的
な
資
料
に
依
り
な
が
ら
、
特
に
三
聚
浄
戒
を
ど
の

よ
う
に
考
え
た
か
、
ま
た
そ
れ
は
地
持
か
梵
網
か
と
い
う
点
を
中
心
に
論

考
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鑑
真
は
在
家
者
に
は
梵
網
を
、
出
家
者

に
は
比
丘
・
菩
薩
（
地
持
）
戒
を
授
け
る
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
と
、
種

々
の
背
景
を
考
慮
し
て
推
考
さ
れ
る
。

六
第
六
章
「
日
本
仏
教
の
戒
律
」

こ
う
、
’
一
Ｌ

Ｉ
》
、
》

ま
ず
第
一
節
の
「
「
授
菩
薩
戒
儀
』
考
」
は
、
天
理
大
学
図
書
館
稀
書

目
録
和
漢
之
部
第
三
の
八
七
頁
以
下
に
在
る
「
授
菩
薩
戒
儀
写
一
軸

六
八
○
」
と
い
う
写
本
の
文
献
学
的
紹
介
と
研
究
で
あ
る
。

第
二
節
は
京
都
国
立
博
物
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
守
屋
孝
蔵
氏
蒐
集
古
経

図
録
の
第
九
二
「
自
誓
受
戒
作
法
」
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は

平
安
末
期
の
保
安
三
年
二
三
三
）
に
平
扶
範
な
ど
の
弧
論
文
十
枚
を
つ

づ
り
そ
の
裏
に
つ
づ
っ
た
巻
子
本
で
あ
り
、
旧
観
智
院
蔵
書
で
あ
り
、
密

教
系
の
趣
向
と
弥
陀
信
仰
が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
研

究
の
結
果
、
こ
れ
は
一
日
戒
の
究
寛
的
受
戒
儀
で
あ
り
、
十
善
戒
が
菩
薩

沙
弥
戒
の
内
容
と
な
り
、
最
高
の
菩
薩
戒
相
に
ま
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
三
・
四
節
は
俊
祈
の
戒
律
思
想
に
関
す
る
研
究
で
占
め
ら
れ
る
い
る
。

第
三
節
は
泉
涌
寺
清
衆
規
式
を
中
心
に
そ
の
他
の
寺
制
を
参
照
し
つ
つ
論

考
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
入
宋
伝
律
僧
と
し
て
の
俊
栃
の
律
制
は
、
宋
代

の
分
通
大
乗
義
の
戒
律
を
学
び
な
が
ら
も
天
台
や
禅
家
の
清
規
方
式
を
採

用
し
、
彼
独
自
の
立
場
で
立
制
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
佛
教
に
お
い
て

各
宗
各
寺
で
そ
れ
ぞ
れ
時
宜
に
応
じ
た
寺
制
が
た
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
姿

勢
内
容
の
原
初
的
な
形
態
と
み
こ
み
を
た
て
る
と
す
る
。
第
四
節
は
俊
秘

が
入
宋
し
、
戒
律
に
つ
き
彼
の
地
で
種
夷
の
問
題
を
提
起
し
た
が
、
そ
れ

は
比
丘
戒
の
上
に
菩
薩
戒
を
重
受
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
重
受
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
典
拠
、
中
国

で
の
受
戒
史
を
跡
づ
け
て
、
浄
因
の
律
宗
円
宗
料
簡
、
律
宗
問
答
、
終
南

家
業
な
ど
に
論
ぜ
ら
れ
る
重
受
に
関
す
る
諸
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

第
五
節
の
「
真
宗
行
儀
と
戒
律
」
は
、
戒
律
が
佛
教
者
と
し
て
の
日
常

行
儀
の
心
得
で
あ
り
、
教
団
維
持
運
営
に
そ
な
え
る
た
め
の
法
規
を
う
た

う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
朋
教
団
と
し
て
戒
律
と
い
う
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
い
。
そ
こ
で
先
哲
の
戒
律
と
真
宗
行
儀
と
の
対
応
に
つ
い
て
の
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諸
考
察
を
紹
介
し
な
が
ら
、
念
佛
の
滅
罪
功
徳
や
金
剛
信
を
金
剛
戒
に
擬

す
る
こ
と
、
無
戒
名
字
の
比
丘
・
末
代
の
僧
宝
と
し
て
心
が
け
る
べ
き
こ

と
、
僧
侶
の
格
づ
け
と
し
て
の
戒
脈
論
が
諸
行
本
願
義
に
陥
る
き
ら
い
の

あ
る
こ
と
な
ど
に
要
約
し
て
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
補
説
と
し
て
二
つ
の
成
果
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は

「
出
三
蔵
記
集
に
お
け
る
戒
律
関
係
記
録
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
出
三
蔵

記
集
の
撰
者
僧
祐
は
戒
律
に
造
詣
が
深
く
、
他
の
経
録
と
比
較
す
る
と
そ

の
確
度
は
高
く
、
中
国
へ
の
戒
律
伝
来
か
ら
僧
祐
の
時
代
ま
で
の
戒
律
伝

持
の
模
様
を
さ
ぐ
る
た
め
に
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
の
で
蹄
戒
律
関
係
の

記
述
を
抽
出
列
記
し
、
巻
十
三
か
ら
の
戒
律
関
係
の
典
籍
に
関
与
し
た
僧

伝
も
訓
読
し
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
整
理
か
ら
出
三
蔵
記
集
に
よ
る
戒
学

典
籍
の
動
向
が
八
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
研
究
者
に
は
誠
に
便
利

な
こ
と
で
あ
る
。

補
二
は
、
高
僧
伝
類
、
歴
代
三
宝
記
、
佛
祖
統
記
、
古
今
訳
経
図
記
、

中
国
佛
学
人
名
辞
典
、
居
士
伝
等
の
中
か
ら
、
戒
律
に
関
係
す
る
五
百
余

名
を
抄
出
し
人
名
別
に
年
譜
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
本
書
を
概
観
し
紹
介
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は

中
国
佛
教
の
戒
律
思
想
研
究
に
貴
重
な
足
跡
を
残
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
得
ぬ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
業
績
の
上
に
教
理
史
教
団
史
の
成
果
を

加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
佛
教
戒
律
思
想
史
は
よ
り
一
層
明
ら
か
な

も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
昭
和
五
十
五
年
五
月
、
永
田
文
昌
堂
Ａ
５
判
二
五
、
○
○
○
円
）
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