
佛
教
の
修
道
は
、
経
律
論
の
三
蔵
を
通
し
て
戒
定
慧
の
三
学
を

具
修
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
具
体
的
な
実

践
道
と
し
て
の
戒
学
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
佛
教
は
単
な
る
観
念
と

か
教
理
で
は
な
く
宗
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
佛
は
悟

り
に
至
る
ま
で
に
如
何
な
る
修
道
規
範
を
も
っ
て
実
践
し
た
の
か
。

ま
た
証
悟
の
の
ち
如
何
な
る
生
活
方
規
を
も
っ
て
伝
道
し
た
の
か
。

ま
た
弟
子
や
信
者
た
ち
に
如
何
な
る
訓
誠
を
な
し
た
の
か
。
こ
の

様
な
疑
問
を
真
蟄
に
問
い
つ
づ
け
て
来
た
の
が
戒
学
の
歴
史
で
あ

る
。
佛
教
の
教
理
と
し
て
高
度
に
発
達
し
た
佛
性
と
か
、
一
乗
と

か
、
法
身
と
か
の
思
想
も
、
た
だ
観
念
的
に
理
解
す
る
の
み
で
な

く
、
修
道
と
い
う
実
際
の
生
活
や
具
体
的
な
体
験
に
即
し
た
宗
教

的
真
実
と
し
て
体
得
す
る
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

在
家
戒
の
授
受
に
つ
い
て

－

Ｉ
四
分
律
行
事
紗
導
俗
化
方
篇
を
中
心
と
し
て
Ｉ

修
道
の
規
範
、
方
法
、
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
こ
そ
が
戒
学

で
あ
っ
て
、
佛
教
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
修
道
の
最
初
は
「
発
菩
提
心
」
と
か
「
機
の
深
信
」
と

か
「
信
能
入
」
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
精
神
的
転
換

だ
け
で
は
な
く
、
裏
付
け
と
し
て
の
実
践
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
周
辺
の
問
題
を
戒
学
の
上
で
考
え
る
と
「
受
戒
」
の
問
題
に

な
る
。
「
発
菩
提
心
」
と
「
受
戒
儀
礼
」
と
は
～
修
道
を
志
す
者

に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
表
裏
一
体
で
あ
る
。
こ
の
相
互
関
係
を
通

し
て
こ
そ
佛
道
に
入
門
す
る
と
き
の
実
態
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
在
家
信
者
の
戒
の
授
受
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。
そ
れ
は
、
出
家
在
家
の
区
別
な
く
あ
ら
ゆ
る
制
戒
の
基
本

は
在
家
信
者
を
対
象
と
し
た
五
戒
、
十
善
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ

大
沢

伸

雄
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っ
て
、
戒
律
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
き
わ
め
て
重

要
な
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
在
家
信
者
は
三
帰
五
戒
を
受
持

す
寺
へ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
三
帰
五
戒
の
授
受
に
つ
い

て
の
吟
味
の
仕
方
を
唐
の
道
宣
命
麗
ｌ
急
己
が
示
し
て
い
る
の
で
、

彼
の
所
論
を
通
し
て
、
戒
律
の
授
受
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て

み
た
い
と
思
う
。

道
宣
は
脩
末
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
中
国
佛
教
界
を
澆
李
破
滅

の
世
相
と
痛
憤
し
、
正
法
護
持
の
た
め
に
戒
律
の
研
究
と
実
践
に

心
血
を
注
い
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
『
四
分
律
冊
繁

補
關
行
事
妙
』
の
著
述
に
着
手
合
圏
）
し
て
、
三
十
八
歳
の
貞
観

八
年
（
囲
む
に
は
、
ほ
ぼ
現
存
形
態
の
も
の
を
完
成
し
て
い
た
と

１

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
終
南
山
に
お
い
て
律
宗
五
大
部
を
ほ
ぼ
完

成
し
た
合
急
ｌ
尉
己
の
で
あ
る
。
ま
ず
行
事
紗
の
序
に
お
い
て
、

夫
れ
戒
徳
は
難
思
に
し
て
、
衆
象
に
冠
超
す
。
五
乗
の
軌
導

た
り
。
皇
に
三
宝
の
舟
航
な
り
。
教
に
依
り
て
修
を
建
て
ん

に
は
、
定
慧
の
功
と
等
し
き
も
の
莫
き
も
、
佛
法
を
住
持
せ

ん
に
は
、
群
籍
葱
に
於
い
て
唱
を
息
む
。
（
目
．
き
，
］
．
煙
）

と
し
て
い
る
が
、
修
道
の
上
で
、
正
法
護
持
の
上
で
、
何
よ
り
も

ま
ず
戒
学
の
重
要
性
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
慧
学
偏

重
の
大
乗
思
想
の
曲
解
流
幣
の
中
で
、
も
う
一
度
素
直
に
佛
教
者

の
在
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

像
李
に
逮
び
て
時
転
り
澆
訓
し
て
、
鋒
を
屑
舌
の
間
に
争
い
、

論
を
不
形
の
事
に
鼓
せ
り
。
所
以
に
震
嶺
の
伝
教
九
代
こ
れ

を
聞
く
に
～
抜
華
出
類
の
智
術
の
み
。
（
弓
．
ｇ
，
岸
四
）

と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
こ
で
道
宣
は
、

行
儀
を
揚
顕
し
像
教
を
匡
摂
し
、
葬
範
を
垂
れ
て
末
学
に
訓

え
、
既
に
絶
え
た
る
の
玄
綱
を
紐
び
、
已
に
願
え
る
の
大
表

を
樹
つ
る
を
明
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
詳
か
に
し
て
之
を
評

す
る
を
得
寺
へ
け
ん
。
豈
に
遍
虐
は
形
声
を
以
っ
て
す
る
に
易

く
、
軌
事
は
露
潔
と
為
す
に
難
き
も
の
に
非
ざ
ら
ん
や
。

（
目
．
吟
Ｐ
房
Ｐ
）

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
行
儀
」
「
葬
範
」
を
明
ら
か
に
し

て
、
末
法
と
い
う
危
機
を
克
服
し
、
正
法
の
久
住
を
願
う
姿
勢
が

窺
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
戒
律
の
研
究
の

非
を
述
蕊
へ
、
自
ら
の
著
述
の
基
本
的
立
場
を
示
し
て
、

統
べ
て
律
蔵
を
明
か
す
に
、
本
は
実
に
一
文
な
り
。
但
だ
機

悟
の
同
じ
か
ら
ざ
る
が
た
め
に
、
諸
の
計
ら
い
を
し
て
岳
立

せ
し
む
る
に
致
る
。
（
目
．
ち
．
陣
ｇ

と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佛
陀
は
本
来
そ
の
根
本
精
神

に
お
い
て
唯
一
の
戒
律
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
佛
教
の
実
践
修

道
に
対
す
る
能
力
や
素
質
や
契
機
が
各
々
の
佛
弟
子
に
お
い
て
異
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な
る
の
で
、
そ
れ
に
対
応
し
た
戒
律
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
戒
律
の
受
け
と
め
方
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
イ
ン
ド
佛
教
に
お
け
る
戒
律
文
献
は
そ
の
時
代
の
教
界

の
課
題
を
ふ
ま
え
て
、
整
備
拡
充
、
発
展
し
て
い
る
か
ら
、
同
じ

く
「
佛
説
」
の
下
に
あ
り
な
が
ら
が
多
様
な
戒
律
思
想
を
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
諸
経
律
論
が
相
前
後
し
て
中

国
佛
教
界
に
伝
え
ら
れ
、
各
々
が
自
ら
の
規
範
を
個
々
の
経
律
の

み
に
依
っ
て
い
る
た
め
に
、
佛
教
教
団
の
対
外
的
威
信
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
各
自
の
修
道
の
問
題
と
し
て
も
混
乱
が
生
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。
道
宣
の
師
智
首
命
電
１
＄
巴
に
よ
っ
て
「
五
部
区

分
紗
』
が
著
わ
さ
れ
て
、
個
々
の
戒
相
や
翔
磨
の
異
同
に
つ
い
て

は
決
択
が
つ
き
、
五
部
律
の
混
乱
は
一
応
解
決
さ
れ
た
が
、
理
に

お
い
て
尽
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
佛
教
の
教
義
全

体
を
見
わ
た
し
て
、
像
末
の
中
国
に
お
い
て
真
の
佛
教
徒
と
し
て

の
在
り
方
の
師
表
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
意
図
が
道
宣
に
は

あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
戒
学
の
体

系
化
で
あ
る
。
‐

ま
た
こ
の
体
系
化
の
原
則
と
し
て
、
第
一
に
「
当
（
四
分
律
）

宗
に
義
有
る
も
文
明
了
に
非
ざ
る
」
（
目
邑
＆
．
。
）
場
合
は
諸
三

蔵
に
依
る
と
す
る
・
こ
れ
は
四
分
律
が
規
範
と
行
儀
を
明
か
す
律

蔵
と
し
て
、
最
も
体
裁
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
の
理
解
と
、

自
ら
が
「
体
既
に
四
分
に
て
受
く
八
豈
、
異
部
を
も
っ
て
随
明
す

る
を
得
ん
や
」
（
Ｈ
ち
ゐ
．
ｇ
と
述
べ
る
よ
う
に
、
師
智
首
か
ら

四
分
律
に
依
っ
て
受
具
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
二
に

「
終
窮
所
帰
大
乗
の
至
極
と
す
る
」
（
自
ら
．
障
・
）
立
場
を
と
る
。

四
分
律
よ
り
む
し
ろ
厳
格
な
戒
相
を
も
つ
混
樂
経
な
ど
の
大
乗
経

典
に
従
っ
て
い
く
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
四
分
律
を
骨
格

と
し
な
が
ら
、
真
に
大
乗
佛
教
の
戒
律
を
示
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
‐

行
事
抄
は
出
家
者
の
立
場
で
、
出
家
者
を
念
頭
に
置
い
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
家
者
と
て
も
大
部
で
専
門
的
な
戒

学
に
精
通
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
か
ら
、
僧
団
で
の
具
体
的
な

日
常
規
範
と
し
て
依
用
す
る
場
合
に
は
、
簡
便
に
し
て
要
を
尽
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
に
、
「
繁
を
冊
り
」
「
閥
を
補

っ
て
」
教
界
の
要
請
に
応
え
、
そ
れ
が
信
頼
度
の
高
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
授
戒
の
問
題
に
お
い
て
も
、

そ
の
教
理
的
意
義
を
つ
け
加
え
て
、
中
国
に
お
け
る
僧
徒
の
行
事

作
法
の
一
つ
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

四
分
律
等
の
律
蔵
は
出
家
受
具
足
し
た
比
丘
に
よ
っ
て
受
持
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
出
家
者
の
在
り
方
に
力
点
を
置

二
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い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
在
家
信
者
に
対
す
る
授
戒
作
法
は
説
か

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
家
の
比
丘
と
て
在
家
信
者
か
ら
行

道
を
始
め
て
い
る
か
ら
、
律
蔵
に
お
い
て
五
戒
の
授
受
が
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
ま
た
出
家
者
の
生
命
維
持
に
必
要
な

飲
食
、
衣
服
、
臥
具
、
医
薬
等
の
物
資
は
、
在
家
者
の
布
施
に
依
存
す

る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
出
家
在
家
共
に
佛
果
を
得
る
と
す
る

佛
教
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば
、
出
家
者
は
在
家
者
に
対
し
て
如
何
な

る
対
し
方
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
行
事
紗
で
は
「
導
俗
化
方
篇
」
を
設
け
て
い
る
。

こ
の
篇
の
意
図
は
、
正
法
の
護
持
と
久
住
を
本
旨
と
す
る
出
家

者
が
在
家
の
教
化
に
あ
た
る
場
合
、
正
法
が
伝
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
が
い
く
ら
普
遍
的
で
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
と
し

て
も
、
一
般
的
な
行
為
に
お
い
て
で
は
な
く
、
具
体
的
で
個
別
的

な
現
実
の
中
で
教
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
経
律
論
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
正
し
い
教
導
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
の
て
あ
る
。

し
か
し
、
道
宣
の
周
辺
に
お
い
て
は
「
明
律
知
事
の
人
は
少
な

き
」
（
目
色
息
器
．
Ｐ
）
状
態
で
あ
り
、
つ
ま
り
、

凡
そ
厭
の
施
化
は
た
だ
喉
心
よ
り
出
で
て
、
彼
の
正
教
に
於

て
は
都
需
へ
て
詮
述
な
し
。
所
以
に
事
は
非
法
を
起
こ
し
↑
言

は
訓
濫
を
成
じ
、
反
り
て
不
善
を
生
ず
。
何
ぞ
引
接
と
名
づ

け
ん
や
。
皆
自
ら
に
方
寸
な
く
、
心
を
師
と
し
て
法
を
結
す

る
に
由
る
が
故
な
り
。
（
目
．
き
］
鵠
．
“
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
場
あ
た
り
的
で
、
思
い
つ
き
で
、
口
先
だ
け

で
あ
っ
て
、
物
事
を
判
断
す
る
の
に
典
教
を
も
っ
て
道
理
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
事
に
あ
た
っ
て
は
非
法
を

生
じ
、
言
句
は
あ
や
ま
り
み
だ
れ
、
在
家
者
に
邪
見
さ
え
生
ぜ
し

め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
佛
道
に
導
く
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
ず
、
む
し
ろ
悪
に
随
逐
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
は
皆
自
ら
に
宗
と
す
る
戒
律
が
無
く
、
自
ら
の
妄
見
に
よ

り
窓
意
的
な
心
智
を
師
と
し
て
法
を
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
規
誠
を
示
し
て
聖
旨
を
顕
揚
し
よ
う
と
し
て
、
次
の
三
点
を
示

す
の
で
あ
る
。

一
、
説
法
の
と
き
の
模
範
を
示
し
て
、
そ
れ
を
聞
い
て
在
家
者

が
佛
道
に
入
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
正
し
い
授
戒
の
方
法
を
明
ら

か
に
す
る
。

二
、
出
家
者
自
ら
の
生
ま
れ
た
縁
、
育
て
ら
れ
た
縁
に
連
な
る

人
を
（
父
母
、
兄
弟
等
）
に
対
す
る
奉
敬
の
仕
方
を
明
ら
か
に
す

づ
（
》
Ｏ

三
、
在
家
信
者
が
、
寺
に
参
拝
す
る
作
法
に
つ
い
て
の
指
導
の

内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。

以
上
の
三
点
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
第
一
点
の
後
半
部
分
に
お
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い
て
、
在
家
者
に
対
す
る
授
戒
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

道
宣
は
こ
れ
を
三
つ
の
問
題
に
分
類
し
て
い
る
。
日
翻
邪
三
帰
、

○
三
帰
五
戒
法
、
日
八
戒
法
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ら

に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

唐
代
以
後
の
中
国
に
お
い
て
、
佛
教
倫
理
は
民
衆
の
中
に
定
着

②

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
佛
教
倫
理
の
代
表
例
が
在
家
の
五

戒
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
教
の
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
の
思
想
と
結

合
し
て
、
次
第
に
中
国
人
の
中
に
浸
透
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
出
家
在
家
共
通
の
菩
薩
戒
（
梵
網
経
等
）
は
普
及
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
小
乗
と
い
わ
れ
る

七
衆
の
別
解
脱
律
儀
の
基
盤
の
上
で
考
え
ら
れ
た
菩
薩
三
聚
戒
で

あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
在
家
の
信
者
は
三
帰
五
戒
を
受
持
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
宣
は
在
家
の
教
化
の
中
の
重

要
な
行
事
と
し
て
、
三
帰
五
戒
の
授
受
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る
。佛

教
徒
と
し
て
の
自
覚
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
自
ら
の
純
粋

な
信
仰
に
よ
っ
て
自
然
に
戒
を
具
え
て
い
く
理
戒
の
立
場
と
、
定

め
ら
れ
た
戒
を
真
筆
に
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
戒
を
身
に

つ
け
て
信
仰
を
確
立
し
て
い
く
事
戒
の
立
場
の
両
面
が
あ
る
。
こ

’
一
一

の
自
律
的
、
他
律
的
な
要
素
が
相
互
に
関
連
し
て
、
具
体
的
に
は

受
戒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
受
戒
の
根
本
は
大
師
佛
陀
に
対
す
る

帰
依
立
信
に
あ
る
か
ら
、
三
宝
帰
依
は
戒
の
授
受
の
第
一
に
と
り

あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
道
宣
は
こ
の
三
宝
帰
依
に
つ
い
て
そ
の

鶏
磨
疏
に
毘
尼
母
経
を
依
用
し
て
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。

五
種
の
三
帰
有
り
。
一
に
は
翻
邪
、
二
に
は
五
戒
、
三
に
は

八
戒
、
四
に
は
十
戒
、
五
に
は
具
戒
な
り
。
宿
］
・
震
卜
．

⑭
函
鈩
昌
目
．
画
Ｐ
ｍ
ｏ
い
ず
）

そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
翻
邪
三
帰
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
意
を
浬

藥
経
か
ら
引
用
し
て
、

一
切
衆
生
は
生
死
の
四
魔
を
怖
畏
す
る
が
故
に
、
三
帰
を
受

く
。
角
．
色
．
畠
Ｐ
ｐ
員
屋
．
窓
印
．
。
）

と
し
て
い
る
。
浬
藥
経
の
経
文
は
こ
れ
に
引
き
続
き
、

譽
え
ば
群
鹿
が
猟
師
を
怖
畏
す
る
が
如
し
。
既
に
免
離
を
得

る
に
、
若
し
一
跳
を
得
る
は
則
ち
一
帰
に
聡
う
。
是
の
如
く

三
跳
は
則
ち
三
帰
に
瞼
う
。
三
跳
を
以
て
の
故
に
安
楽
を
得

ん
。
衆
生
も
亦
爾
り
。
四
魔
悪
猟
師
を
怖
畏
す
る
が
故
に
三

帰
を
受
く
。
三
帰
依
の
故
に
則
ち
安
楽
を
得
。
安
楽
を
受
く

る
と
は
真
の
解
脱
な
り
。
真
解
脱
は
即
ち
是
れ
如
来
、
如
来

は
即
ち
是
れ
混
樂
、
浬
藥
は
即
ち
是
れ
無
尽
、
無
尽
は
即
ち

是
れ
佛
性
、
佛
性
は
即
ち
是
れ
決
定
、
決
定
は
即
ち
是
れ
阿

rー句
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褥
多
羅
三
読
三
菩
提
な
り
。
（
目
届
＆
韻
．
。
）

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
三
帰
依
は
無
上
正
等
覚
に
至
る

ま
で
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
佛
伝
に
み
ら
れ
る
三
語
受
具
説
等
が
考

察
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
↑
煩
悩
・
陰
・
死
・
他
化
自
在

天
の
四
魔
の
侵
凌
か
ら
の
救
護
を
願
っ
て
、
三
宝
に
対
す
る
帰
依

を
な
す
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
一
闘
提
や
四
波
羅
夷
を

犯
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
正
法
に
対
し
て
浄
信
を
も
て
ば
、
そ
の

成
佛
は
約
束
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
扶
律
談
常
と
い
わ
れ
る

混
藥
経
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
は
、
一
切
衆
生
悉

有
佛
性
で
あ
る
が
、
成
佛
の
可
能
態
と
し
て
の
佛
性
を
開
発
す
る

た
め
に
は
、
佛
性
を
観
じ
て
、
覆
え
る
煩
悩
を
離
脱
せ
し
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ま
ず
第
一
に
邪
な
る
を

翻
え
す
三
帰
依
（
翻
邪
三
帰
）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

佛
性
戒
の
先
駆
と
い
わ
れ
る
混
藥
経
の
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
点
に
つ
き
潟
磨
疏
で
は

論
に
云
わ
く
。
我
境
と
は
四
念
処
、
他
境
と
は
即
ち
五
欲
な

り
。
我
教
と
謂
う
は
師
を
心
と
す
る
な
り
。
他
教
と
は
心
を

師
と
す
る
な
り
。
食
息
蔭
．
崖
沼
．
。
）

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
五
欲
を
自
覚
し
て
、
身
・
受
・
心
・
法

念
処
と
い
う
四
種
の
観
法
を
通
し
て
教
に
理
解
を
も
ち
、
そ
の
上

で
佛
道
に
帰
趣
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
般
大
衆
に

は
四
魔
や
四
念
処
が
理
解
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
三
帰
依
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
混
盤
経
を
引
き
、

名
は
一
に
し
て
義
異
な
れ
り
。
或
る
時
は
三
を
説
い
て
一
と

為
し
、
一
を
説
い
て
三
と
為
す
。
諸
佛
の
境
界
は
二
乗
の
知

る
所
に
非
ず
。
又
、
金
翅
烏
も
三
帰
を
受
け
た
る
龍
は
嗽
わ

じ
。
（
目
ち
．
届
Ｐ
ロ
日
．
届
．
＄
即
ｏ
）

③

と
い
う
の
み
で
あ
る
。

↑
そ
こ
で
翻
邪
三
帰
の
正
し
い
指
導
方
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
特
に
三
帰
依
の
文
章
が
読
み
易
い
こ
と
、
ま

た
そ
の
文
字
が
識
り
易
い
こ
と
、
そ
の
辞
義
が
理
解
さ
れ
易
い
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
法
次
第
に
つ
い
て

は
智
度
論
を
引
用
し
て
、
互
脆
合
掌
し
て
比
丘
等
の
五
衆
の
前
に

お
い
て
、
そ
の
作
法
を
学
ん
で
か
ら
、

我
某
甲
は
、
尽
形
寿
に
佛
に
帰
依
し
、
法
に
帰
依
し
、
僧
に

帰
依
す
。
（
目
．
ち
虐
沼
．
。
）

と
三
説
す
る
と
、
「
即
ち
善
法
を
発
す
」
と
い
う
。
こ
の
「
善
法
」

４

に
つ
き
資
持
記
で
は
「
発
善
と
言
う
は
↑
戒
に
非
ざ
る
を
明
か
す

な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
佛
教
徒
と
し
て
作
す
兼
へ

き
制
法
に
能
入
す
る
の
で
あ
る
が
、
作
し
て
は
な
ら
な
い
禁
戒
は

ま
だ
受
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
引
き
続
い
て
、
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我
某
甲
は
、
尽
形
寿
に
佛
に
帰
依
し
寛
る
、
法
に
帰
依
し
覚

る
。
僧
に
帰
依
し
党
る
。
（
員
ら
自
窓
．
。
）

と
、
三
帰
三
寛
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
表
白
に
つ
い
て
、
道
宣

は
薩
婆
多
諭
を
引
用
し
て
、

若
し
淳
重
心
な
れ
ば
、
教
、
無
教
を
具
う
。
（
目
ち
巳
窓
．
。
）

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
き
鶏
磨
疏
で
は
、

・
論
者
有
り
て
言
わ
く
。
教
、
無
教
の
性
は
此
れ
所
発
の
業
就

‐
り
。
体
従
り
性
を
明
か
す
が
故
に
、
若
し
淳
重
心
な
ら
ば
無

教
有
る
な
り
。
無
教
と
は
此
れ
業
体
に
て
明
か
さ
ん
に
、
一

発
続
現
に
し
て
縁
を
仮
り
て
弁
ぜ
ず
。
教
示
に
由
り
て
方
に

用
を
成
ず
こ
と
有
る
こ
と
な
し
。
即
ち
体
任
運
し
て
、
能
く

来
世
に
酬
い
る
が
故
に
無
教
と
云
う
。
倉
Ｌ
・
霞
Ｌ
い
＄
・
秒
）

と
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
身
業
は
互
脆
合
掌
、
口
業
に
三
帰
三

童
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
在
家
信
者
と
し
て
の
基
本
的
な
教

法
が
領
解
さ
れ
て
、
意
業
が
淳
重
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
法

の
常
住
不
変
の
は
た
ら
き
と
し
て
無
教
が
具
わ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
無
教
と
い
う
も
の
の
業
体
を
明
か
す
と
、
そ
れ
は
淳
重

心
に
よ
っ
て
、
瞬
間
に
あ
ら
わ
れ
て
持
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
い

ろ
い
ろ
の
説
明
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
業
体

は
法
に
よ
っ
て
は
た
ら
く
の
で
無
教
と
い
う
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
潟
磨
疏
に
お
い
て
は
、

善
の
五
陰
を
性
と
為
す
と
は
、
色
身
に
て
恭
敬
し
、
識
想
受

の
中
は
法
に
縁
り
て
認
注
す
。
並
ん
で
善
本
に
由
ら
ぱ
、
便

ち
善
行
無
負
等
の
三
を
生
ず
。
斯
の
法
を
摂
御
す
れ
ば
能
く

後
有
を
生
ず
る
が
故
に
、
因
み
に
名
を
得
る
な
り
。
諸
の
衆

生
は
法
に
依
っ
て
帰
を
受
け
、
其
の
心
力
に
随
っ
て
善
業
の

起
こ
る
こ
と
有
り
て
形
命
を
扶
助
す
る
に
由
る
。
若
し
軽
浮

心
な
れ
ば
体
は
是
れ
無
記
に
し
て
、
無
作
を
発
せ
ず
倉
．
］
．

③
吟
．
吟
四
ｍ
Ｐ
ウ
）
・

と
あ
る
。
五
陰
に
お
い
て
も
、
色
身
に
お
い
て
恭
敬
し
、
識
・
想

．
受
が
法
に
正
し
く
依
止
す
れ
ば
、
そ
の
心
力
に
よ
っ
て
善
行
と

し
て
の
三
善
根
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
軽
浮
‐

心
で
な
け
れ
ば
無
作
（
無
教
）
を
生
ず
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
四
念
処
等
の
在
家
者
と
し
て
の
基
本
的
な
教
法

を
領
解
し
て
、
真
華
に
三
帰
依
を
受
け
れ
ば
、
無
教
を
具
え
る
こ

と
に
な
り
、
自
ず
か
ら
そ
れ
ま
で
の
自
己
に
対
す
る
反
省
が
深
刻

な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
餓
悔
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
を
、

》
．
邪
な
る
を
信
じ
来
っ
て
久
し
く
、
妄
に
非
法
を
造
る
を
以
て
、

今
、
創
め
て
帰
投
せ
ば
必
ず
邪
業
を
翻
す
。
角
．
き
皀
篭
台

、
ノ
ー
の
）

と
意
義
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
道
宣
の
言
う
化
教
隙
で
あ
り
、
〃
自
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ら
の
業
道
に
対
す
る
深
刻
な
反
省
で
あ
る
。
生
死
に
随
順
し
た
邪

信
に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
本
来
作
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
を
重

ね
て
来
た
が
、
そ
れ
を
帰
依
に
お
い
て
翻
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
帰
依
と
餓
悔
は
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
「
阿
含
等
の
経
は
並
び
に
先
に
悔
せ
し
む
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
五
戒
八
戒
の
授
戒
の
場
合
に
は
、
先
に
隙
悔
を
せ
し
め
て

か
ら
三
帰
五
戒
の
授
受
が
行
な
わ
れ
る
、
へ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
次
に
浬
盤
経
を
引
用
し
て
、

混
藥
に
云
わ
く
。
諸
悪
を
発
露
し
、
生
死
際
よ
り
作
す
所
の

諸
悪
を
悉
く
皆
発
露
せ
ば
、
無
至
処
に
至
る
。
（
目
．
き
、
届
Ｐ

ｐ
Ｈ
・
胃
障
吟
］
酌
。
）
‐

と
ま
で
述
ぺ
て
、
繊
悔
が
佛
道
の
上
で
如
何
に
重
要
な
も
の
で
あ

る
か
を
強
調
し
て
い
る
。
餓
悔
を
行
道
の
上
で
示
す
と
発
露
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
無
始
以
来
の
諸
悪
を
発
露
す
れ
ば
、
未

来
際
に
お
い
て
佛
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
餓
法
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
み
で
、

具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

必
ず
隙
を
設
く
る
を
論
ず
る
に
、
時
に
随
っ
て
謂
習
し
、
亦

通
用
す
る
こ
と
を
得
（
目
．
き
、
］
＄
．
。
）

と
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
宣
に
お
い
て
は
具
体
的
な
作
法

を
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
自
明
の
こ
と
と
考
え
て
い

５

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
資
持
記
に
も
「
人
に
逐
い
て

別
に
述
ぶ
」
か
「
諸
経
に
但
三
世
十
悪
を
餓
す
る
が
如
き
等
」
と

し
て
い
る
の
み
で
、
具
体
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
道
世
の
毘
尼
討
要
に
や
や
詳
し
く
餓
悔
の

作
法
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
今
は
そ
れ
に
依
る
と
、
討
要

で
も
翻
邪
三
帰
の
餓
法
は
「
先
に
三
帰
を
受
け
、
後
に
倣
悔
を
始

む
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
受
者
に
対
し
て
、

無
始
以
来
、
無
明
厚
重
し
て
、
佛
性
を
都
見
す
る
能
わ
ず
。

見
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
恒
に
佛
前
に
於
い
て
破
戒
し
道
に

違
い
て
、
具
さ
に
諸
悪
を
造
り
過
を
為
さ
ざ
る
こ
と
な
し
。

無
蹴
無
悦
に
し
て
尤
重
心
を
造
る
。
今
臓
除
せ
ん
と
欲
さ
ば
＄

豈
、
軽
慢
な
る
を
得
ん
や
。
臂
え
ば
大
樹
の
根
牙
の
滋
茂
す

る
が
如
し
。
若
し
功
を
加
え
ざ
れ
ば
、
何
を
か
能
く
除
断
せ

ん
や
。
食
岸
弓
．
鱒
弓
①
．
ｅ

と
教
誠
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
真
に
佛
性
を

見
な
か
っ
た
か
ら
、
破
戒
を
重
ね
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
受
者
に
対
し
て
、

先
ず
三
宝
を
奉
請
し
、
以
て
良
縁
と
為
す
べ
し
。
勝
境
に
依

想
し
て
、
証
成
し
減
す
べ
し
。
（
い
］
・
弓
．
陣
］
弓
．
四
）

と
宣
く
て
「
勝
境
」
以
下
を
在
家
者
に
復
唱
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

⑥

そ
し
て
ま
た
、
道
世
は
十
地
論
を
引
用
し
て
、
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十
方
一
切
佛
に
版
命
し
、
無
辺
浄
覚
海
を
頂
礼
し
、
亦
、
妙

法
不
思
議
、
真
如
、
自
性
清
蔵
の
極
愛
一
子
地
に
住
し
て
、

得
道
得
果
せ
る
諸
聖
人
を
礼
す
。
我
は
身
口
の
清
浄
意
を
以

て
、
威
各
々
に
坂
命
稽
首
し
て
、
礼
し
て
、
十
悪
餓
悔
法
を

な
す
。
倉
皇
．
ざ
．
障
弓
弐
四
）

と
在
家
者
は
誓
う
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
十
悪
の
個
々
に

つ
い
て
繊
悔
を
な
す
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
「
殺
生
」
を
あ
げ

て
み
る
と
、

弟
子
某
甲
、
並
び
に
一
切
法
界
の
衆
生
の
為
に
無
始
已
来
の

所
作
の
罪
業
を
発
露
す
。
或
は
君
親
及
び
真
人
羅
漢
を
殺
害

し
、
兵
戈
に
て
征
討
し
、
鋒
刃
に
て
無
致
し
、
禽
獣
を
遊
猟

し
、
虫
魚
を
網
捕
し
、
或
い
は
経
さ
む
る
に
悪
王
と
作
り
て
、

刑
罰
差
濫
し
、
乃
至
、
含
霊
・
慎
性
・
議
動
、
凡
そ
諸
の
生

類
を
残
害
無
傷
し
、
及
び
猛
獣
、
驚
烏
、
逓
相
を
嗽
食
す
。

（
閏
．
岸
『
Ｐ
い
冒
司
刃
曾
）

と
述
雲
へ
、
ま
た
更
に
、
愉
盗
、
邪
婬
、
妄
語
、
両
舌
、
悪
口
、
綺

語
、
寅
欲
、
瞑
志
、
邪
見
に
つ
い
て
も
右
の
様
に
述
べ
て
、

凡
そ
此
に
陳
ぶ
る
所
の
十
種
悪
業
、
自
ら
作
し
他
に
教
え
、

作
す
を
見
て
随
喜
す
。
無
始
よ
り
已
来
、
定
ん
で
斯
の
罪
有

り
。
罪
の
因
縁
を
以
っ
て
、
能
く
衆
生
を
地
獄
・
畜
生
・
餓

鬼
に
堕
さ
し
む
。
若
し
人
間
に
生
ま
る
れ
ば
、
云
々
。
倉
』
．

割
Ｐ
い
］
司
式
ず
）

と
し
て
、
人
界
で
の
悪
果
を
詳
し
く
述
需
へ
て
、

無
始
已
来
の
十
不
善
業
は
、
煩
悩
邪
見
よ
り
生
ず
。
今
佛
性

正
見
力
に
依
る
が
故
に
、
発
露
餓
悔
し
て
皆
除
滅
す
る
を
得
。

（
い
』
．
『
Ｐ
騨
澤
司
剴
ず
）

と
し
て
い
る
。
正
法
に
照
ら
し
て
、
真
華
に
、
具
体
的
な
十
不
善

業
に
つ
い
て
餓
悔
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
佛
教
者
と
し
て
の
積
極

的
な
誓
い
と
願
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
発
願
を
あ

げ
て
い
る
。

弟
子
某
甲
、
及
び
一
切
法
界
衆
生
は
、
今
身
よ
り
乃
至
成
佛

ま
で
、
願
わ
く
ば
更
に
此
等
の
諸
罪
を
造
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
。

常
住
三
宝
に
阪
命
敬
礼
し
、
隙
悔
已
に
詰
っ
て
、
次
に
餓
侮

の
功
徳
を
以
て
発
願
す
。
願
わ
く
ば
未
来
世
に
於
い
て
無
量

寿
佛
無
辺
功
徳
身
を
見
て
、
我
及
び
余
の
信
者
は
既
に
彼
の

佛
を
見
已
ら
ん
こ
と
を
。
願
わ
く
ぱ
離
垢
眼
を
得
て
、
無
上

菩
提
を
成
ぜ
ん
こ
と
を
。
（
掴
．
］
・
弓
．
函
．
に
『
．
。
）

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宝
性
論
（
目
曽
．
隠
○
．
ｇ
に
み
ら
れ
る
願

文
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
三
帰
依
を
通
し
て
、
佛
性
戒

の
自
覚
を
も
ち
、
賊
悔
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
自
ら
と
一
切
衆
生
の

佛
道
成
就
を
誓
願
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
三
宝
帰
依
、
礼

讃
、
餓
悔
、
発
願
と
い
う
中
国
佛
教
に
お
け
る
餓
法
の
法
則
の
一
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端
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
帰
依
に
よ
っ
て
、

十
悪
業
を
隙
侮
し
て
こ
そ
、
発
願
は
成
就
さ
れ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
翻
邪
三
帰
法
が
成
文
化
さ
れ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
今
こ
こ
で
は
、
道
世
の
所
論
を
通
し
て
、
道
宣
の

所
論
を
推
察
す
れ
ば
、
両
者
の
問
に
大
き
な
差
異
は
な
い
と
思
わ

れ
る
ｐ
こ
の
様
な
翻
邪
三
帰
法
を
通
し
て
、
三
帰
五
戒
法
を
行
な

う
の
て
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
第
一
の
翻
邪
三
帰
と
、
第
二
の
五
戒

三
帰
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
翻
邪
三
帰
と
五
戒
三
帰
と
の
相
異
に

つ
い
て
、
道
宣
は
潟
磨
疏
で
、

問
う
。
前
の
翻
邪
三
帰
は
直
爾
と
し
て
授
く
る
に
、
此
の
五

戒
帰
は
、
如
何
が
簡
略
す
る
も
の
な
ら
ん
や
。
答
う
。
邪
な

る
を
翻
し
、
邪
な
る
に
背
く
こ
と
は
初
心
に
て
は
抜
き
難
し
、

ゞ
歓
然
と
廻
向
し
て
↑
宜
か
ら
く
即
ち
引
帰
す
。
若
し
更
に
覆

，
疎
せ
ば
旧
跡
に
還
る
を
容
す
。
五
戒
は
閑
ら
ず
。
先
に
正
し

き
に
帰
す
る
を
以
て
、
心
性
を
調
柔
し
て
、
我
倒
を
思
す
る

に
堪
え
ん
。
故
に
須
か
ら
く
簡
略
し
て
方
に
道
門
に
入
ら
し

む
ゞ
へ
し
。
五
体
に
鱈
く
る
有
り
、
三
乗
に
託
す
る
無
き
を
以

て
、
な
お
分
に
随
っ
て
受
く
。
皆
是
れ
時
に
任
か
せ
能
く
機

に
接
し
て
教
を
布
ぶ
。
準
じ
て
知
る
べ
き
な
り
。
倉
］
・
霞
．

岸
い
②
い
。
）

出
家
に
比
べ
て
在
家
生
活
は
佛
道
修
行
の
上
で
困
難
な
環
境
に

あ
る
。
し
か
し
、
在
家
生
活
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
三
宝
に
対
す
る
帰

依
立
信
が
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
く
ら
真
華
な
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
を
在
家
生
活
の
中
で
持
続
し
、
増
長
し
て
い
く

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
佛
陀
の
制
定
さ
れ
た
具
体
的
な
戒

相
の
一
つ
一
つ
を
遵
守
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
生
活
の
規
律

を
立
て
れ
ば
＄
佛
道
か
ら
退
転
す
る
こ
と
が
防
止
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
も
し
自
ら
に
佛
性
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
、

そ
れ
は
如
来
の
大
慈
大
悲
が
衆
生
を
不
放
逸
な
ら
し
め
ん
が
た
め

に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
一
つ
一
つ
の
戒
相
を
止
悪
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
な

作
善
の
立
場
に
お
い
て
受
持
す
る
の
で
あ
る
。
道
宣
は
混
藥
経
か

芦
●
吟
）
、

浬
梁
に
云
く
。
佛
性
を
見
、
大
混
藥
を
証
せ
ん
と
欲
さ
ば
、

と
述
。
へ
て
い
る
よ
う
に
、
翻
邪
三
帰
は
「
直
爾
即
授
」
で
あ
る
が
、

五
戒
三
帰
は
「
簡
略
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、

五
戒
三
帰
は
簡
略
を
前
提
と
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
翻
邪
三
帰

の
場
合
は
無
条
件
に
邪
を
翻
す
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
先
以
し
帰
し
正
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

四
一
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‐
必
ず
須
か
ら
く
深
心
も
っ
て
浄
戒
を
修
持
す
、
へ
し
。
若
し
是

殆
の
経
を
持
し
て
、
而
も
浄
戒
を
穀
て
ぱ
、
是
れ
魔
の
春
属
に

し
て
、
我
弟
子
に
非
ず
。
我
も
亦
是
の
経
を
受
持
す
る
こ
と

を
聰
さ
ず
。
（
目
．
ち
ふ
．
四
》
目
届
．
急
式
。
）

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
経
を
受
持
す
る
よ
り
も
浄
戒
が
受
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
悉
有
佛
性
を
自
覚

し
て
浄
戒
を
積
極
的
に
受
持
す
る
こ
と
が
、
佛
性
戒
の
意
義
で
あ

る
と
い
え
る
。

五
戒
の
授
受
に
つ
い
て
、
そ
の
「
簡
略
」
は
、
已
に
五
逆
罪
、

賊
住
、
汚
尼
を
犯
し
た
者
は
出
家
す
る
こ
と
は
聴
さ
れ
な
い
が
、

在
家
者
と
し
て
五
戒
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
施
・
戒
等
の
世
間
の
善
律
儀
を
修
行
す
る
こ
と
は

僧
団
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
世
間
で

の
正
し
い
在
り
方
を
求
め
よ
う
と
し
て
、
翻
邪
三
帰
法
を
受
け
て
、

佛
道
の
出
発
を
志
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
薩
婆
多
論
を
引

用
し
て
、薩

婆
多
中
に
、
若
し
先
に
五
戒
八
戒
及
び
十
具
戒
を
犯
す
こ

と
有
り
て
、
而
も
重
を
犯
せ
ば
、
更
に
受
け
ん
と
も
得
じ

《
（
弓
．
吟
Ｐ
］
唖
Ｐ
Ｃ
）

と
い
う
。
↑
こ
れ
は
一
度
受
戒
し
て
、
四
波
羅
夷
に
相
当
す
る
犯
罪

を
し
た
者
に
は
、
授
戒
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
簡

略
」
で
あ
る
が
、
真
実
語
を
尊
重
す
る
佛
教
の
立
場
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
い
か
に
淳
重
心
が
至
上
な
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
末
法
の
在
家
者
の
自
律
は
困
難
で
あ
る
。

そ
こ
で
戒
相
を
受
持
す
る
が
、
一
度
受
戒
し
て
重
罪
を
犯
し
た
者

に
は
二
度
と
五
戒
三
帰
は
授
け
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
直
爾

即
授
」
の
翻
邪
三
帰
と
は
異
な
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

此
の
戒
は
甚
だ
難
し
。
能
く
沙
弥
、
大
比
丘
及
び
菩
薩
戒
の

た
め
に
根
本
と
作
せ
ば
な
り
。
戒
に
五
種
有
り
。
一
分
を
受

く
る
に
随
っ
て
即
ち
一
戒
を
得
る
。
汝
、
今
何
分
の
戒
を
受

け
ん
と
欲
す
や
。
智
者
の
語
に
随
っ
て
受
を
為
す
。
（
目
．
き
、

］
い
④
．
○
）

と
し
て
、
善
生
経
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中
国
に
お
い

て
、
七
衆
の
別
解
脱
律
儀
と
菩
薩
戒
の
受
持
の
先
後
の
問
題
が
論

議
さ
れ
て
い
た
が
、
道
宣
は
善
生
経
に
依
っ
て
、
佛
道
の
出
発
に

五
戒
受
持
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
受
持
の
多
少
に

つ
い
て
は
、
薩
婆
多
論
な
ど
で
は
、
五
戒
の
総
て
を
尽
形
寿
に
受

持
す
今
へ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
が
、
＃
一
分
、
二
分
、
少
ど

（
三
）
分
、
多
（
四
）
分
、
満
（
五
）
分
の
優
婆
ま
と
い
う
ふ
う
一

に
、
一
戒
で
も
受
持
す
る
こ
と
を
勧
め
、
漸
受
を
認
め
る
の
で
あ

る
。
薩
婆
多
論
で
は
漸
受
は
認
め
な
い
が
、
智
度
論
、
四
分
律
、

成
実
論
の
立
場
を
と
う
て
、
た
と
え
一
分
の
戒
を
一
日
で
も
淳
重

戸 心
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心
に
て
受
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
官
虐
．
段
々

鰐
韻
跨
・
）
そ
こ
に
は
五
戒
の
受
持
と
い
う
点
を
如
何
に
重
視
し
、

ま
た
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
事
が
わ

か
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
戒
相
、
時
期
の
多
少
を
自
覚
し
て

受
戒
し
て
破
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
二
度
と
与
え
な
い
の
で
あ
る
。

作
法
は
五
衆
の
前
に
て

我
某
甲
は
、
佛
に
帰
依
し
、
法
に
帰
依
し
、
僧
に
帰
依
し
て
、

（
尽
形
寿
）
に
（
五
）
戒
優
婆
塞
と
為
ら
ん
。
如
来
至
真
等

正
覚
は
是
れ
我
が
世
尊
な
り
（
目
．
９
．
］
＄
．
。
）

と
三
帰
三
唱
を
な
す
の
で
あ
る
。
（
）
内
は
可
能
な
、
期
間
、
戒

相
を
用
い
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
尽
未
来
際
に
随
逐
し

て
、
無
量
の
大
戒
を
具
足
す
る
と
い
う
理
想
に
対
し
て
、
ま
ず
も

っ
て
、
一
日
で
も
、
一
戒
で
も
現
実
の
作
法
を
通
し
て
、
三
宝
を

随
喜
し
、
至
心
に
守
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

三
帰
三
童
を
作
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
褐
磨
疏
で
は
、

初
の
三
帰
の
誓
い
は
発
戒
の
縁
、
後
の
三
帰
結
は
是
れ
嘱
に

し
て
体
に
非
ず
。
（
い
』
置
醇
＆
筐
．
ｅ

と
し
て
い
る
。
先
の
三
帰
依
に
お
い
て
戒
体
を
発
得
す
る
こ
と
に

な
り
、
後
の
三
帰
依
は
、
そ
の
戒
体
を
た
の
み
と
し
て
、
意
業
に

て
堅
く
持
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
戒
体
に
つ

美
Ｃ
、

戒
体
を
告
え
し
む
る
と
は
、
得
る
時
節
を
知
ら
し
む
る
な
り
。

由
来
は
後
の
戒
相
に
説
く
に
、
方
に
受
戒
と
い
う
比
に
非
ず
。

（
Ｎ
、
隈
つ
吟
跨
い
つ
口
○
）

と
し
て
五
戒
の
戒
相
の
具
体
的
な
受
持
を
す
す
め
る
も
の
で
あ
る
。

智
度
論
を
依
用
し
て
そ
の
作
法
を
示
し
て
い
る
が
、
ま
ず
戒
師
が
、

汝
、
優
婆
塞
聴
け
。
是
れ
多
陀
阿
伽
度
阿
羅
呵
三
読
三
佛
陀

は
優
婆
塞
の
為
に
、
（
五
）
戒
法
相
を
説
く
。
汝
、
当
に
聴

受
す
、
へ
し
。
（
尽
形
寿
）
に
殺
生
せ
ず
。
是
れ
優
婆
塞
の
戒

な
り
。
能
く
持
す
る
や
否
や
。
（
目
き
、
届
Ｐ
・
ゞ
目
囲
自
３
．
．
）

と
の
問
訊
に
対
し
て
「
能
く
持
す
」
と
答
え
る
と
、
不
盗
、
不
邪

婬
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
に
つ
い
て
問
訊
し
て
、
「
能
く
持
す
」
と

の
返
事
が
あ
る
と
、

是
れ
在
家
人
の
（
五
）
戒
と
な
す
。
汝
、
（
尽
形
）
に
受
持

し
、
当
に
三
宝
を
供
養
し
、
勧
化
し
て
諸
の
功
徳
を
作
す
べ

し
。
年
の
三
、
月
の
六
は
常
に
持
斉
す
べ
し
。
此
の
功
徳
を

用
い
て
衆
生
に
廻
施
せ
ば
、
果
し
て
佛
道
を
成
ず
（
目
．
き
，

昌
吟
ロ
四
》
目
．
四
画
〕
、
Ｐ
由
）

と
戒
師
が
述
べ
る
の
で
あ
る
。
年
の
一
、
五
、
九
月
の
前
半
ケ
月

と
、
毎
月
の
八
、
十
四
、
十
五
、
二
十
三
、
二
十
九
、
三
十
日
の

六
日
間
に
お
い
て
、
八
斎
戒
を
受
持
す
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で

坐
価
〉
〃
（
》
０
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こ
の
八
戒
は
五
衆
の
前
で
受
け
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
が
自
誓
受
で
も

よ
い
と
し
て
い
る
。
作
法
は
長
脆
合
掌
し
て
、
戒
師
に
対
し
て
、

八
戒
三
帰
、
三
業
の
餓
悔
発
願
を
な
す
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、

布
薩
に
際
し
て
は
、
在
家
信
者
は
洗
浴
し
て
浄
衣
を
著
し
、
上
座

は
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
行
を
教
え
て
、
八
戒
の
個
々
を
受
持
す
る

こ
と
を
す
す
め
る
。
ま
た
こ
う
し
て
如
来
の
十
号
を
億
念
す
れ
ば
、

悪
思
不
善
は
皆
滅
す
る
。
つ
ま
り
、
八
戒
を
受
持
す
る
者
は
、
五

逆
罪
を
除
い
て
余
の
一
切
の
罪
は
減
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
在
家
布
薩
は
、
優
婆
塞
に
と
っ
て
重
要
な
行
道
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
比
丘
が
親
近
す
る
五
戒
人
を
利
養
で
き
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
比
丘
は
在
家
人
か
ら
敬
信
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
布
薩
に
お
け
る
聞
法
、
読
諦
と
い
う
在
家
佛
教
徒
と
し
て

の
行
道
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
道
宣
は
、

在
家
者
が
三
帰
五
戒
を
受
持
し
て
、
斎
日
に
八
戒
を
た
も
つ
と
い

う
、
き
わ
め
て
自
明
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
こ
れ
を
時
の
教
界
に

警
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
教
団
に
如
何
に
受
容
さ
れ
て
普
及
し

た
か
に
つ
い
て
は
後
の
課
題
と
し
て
、
道
宣
は
五
戒
の
授
受
に
つ

い
て
以
上
の
如
く
考
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

初
唐
ま
で
の
中
国
佛
教
に
お
け
る
義
学
興
隆
の
中
で
、
皮
肉
に

も
三
帰
五
戒
と
い
う
、
最
も
素
朴
で
初
歩
的
な
佛
教
徒
の
在
り
方

を
力
説
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
道
宣
の
意
中
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
道
宣
は
三
帰
五
戒
を
全
佛
教
を
視
座
に
す
え
た
精
致

な
戒
学
で
も
っ
て
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

ま
で
の
中
国
佛
教
の
成
果
を
実
践
道
の
上
に
体
系
化
し
、
具
体
的

な
修
道
の
重
要
性
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
本
領
が
あ
る
と
い

え
る
。在

家
戒
の
授
受
と
い
う
こ
と
は
、
在
家
の
ま
ま
で
佛
道
を
成
就

す
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
心
構
え
を
要
し
、
如
何
な
る
規
範
を

遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
う
い
う
緊
迫
し
た
論
議

で
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
道
宣
は
、
彼
自
身
は
出
家
の
立

場
で
は
あ
る
が
、
在
家
者
に
ま
ず
施
論
・
戒
論
。
生
天
論
を
説
法

し
て
正
し
く
佛
教
を
理
解
さ
せ
、
四
魔
に
対
す
る
怖
畏
と
、
四
念

処
観
と
に
よ
っ
て
、
邪
を
翻
す
三
帰
依
を
五
衆
の
前
に
於
て
実
行

せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
十
悪
業
の
餓
悔
で
あ
り
、
発
願
で

あ
る
。
「
簡
略
」
で
は
な
く
し
て
、
「
直
爾
即
授
」
で
あ
り
、
た

だ
淳
重
心
で
あ
れ
ば
教
、
無
教
の
戒
体
を
具
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
翻
邪
三
帰
を
経
て
、
佛
の
聖
戒
を
受
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
五
戒
を
受
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同

時
に
声
聞
戒
、
菩
薩
戒
の
根
基
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

一
度
五
戒
を
受
け
て
か
ら
重
罪
を
犯
し
た
者
に
だ
け
は
五
戒
を
授
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け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
簡
略
」
の
意
義
に

つ
い
て
は
、
佛
教
徒
と
し
て
の
唯
一
の
証
は
、
受
持
し
た
戒
を
破

ら
な
い
と
い
う
誠
実
さ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
維
持
で
き
な
か
っ

た
者
に
は
二
度
と
授
戒
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
受
戒

儀
礼
の
厳
粛
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
破
戒
者
は
修
道
上
に
お
い

て
成
仏
の
可
能
性
が
断
れ
た
も
の
で
あ
り
、
正
法
に
違
逆
し
た
信

不
具
足
の
一
關
提
で
あ
る
。
も
は
や
一
般
の
善
良
な
人
間
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
道
宣
の
眼
に
映
っ
た
時
の
教
界
は
こ
の
様
な
状
況

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
戒
授
受
を
論
ず
る
上
で
、
薩
婆
多
論

等
の
律
蔵
を
依
用
し
て
、
こ
の
一
点
を
厳
格
に
位
置
づ
け
て
い
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
も
し
「
簡
略
」
を
厳
格
に
し
た
な
ら
ば
、

一
切
衆
生
悉
有
佛
性
と
い
う
浬
藥
経
等
の
教
旨
と
矛
盾
が
生
じ
て

く
る
。
そ
こ
で
、
「
直
爾
即
授
」
の
翻
邪
三
帰
を
設
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
度
受
戒
し
て
重
罪
を
犯
し
た
者
が
、
自
ら

の
佛
性
を
自
覚
し
、
再
度
修
道
を
開
始
す
る
た
め
の
必
要
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
邪
な
る
こ
と
を
翻
す

こ
と
に
お
い
て
の
み
、
戒
体
は
発
得
し
、
佛
道
に
入
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
五
戒
授
受
以
前
に
翻
邪
三
帰
法
の
意
義

と
作
法
を
確
定
し
た
意
図
で
あ
る
。
道
宣
の
著
述
の
意
図
は
、
厳

格
な
戒
律
と
し
て
の
制
教
と
、
悉
有
佛
性
と
し
て
の
化
教
と
い
う

矛
盾
し
た
も
の
を
止
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。

在
家
者
の
行
道
を
教
理
の
上
で
点
検
し
て
確
定
し
た
と
こ
ろ
に
そ

の
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註
記

⑩
四
分
律
Ⅲ
繁
補
槻
行
事
妙
の
他
に
、
四
分
律
含
注
戒
本
疏
、
四

分
律
冊
補
随
機
掲
磨
疏
、
四
分
律
拾
毘
尼
義
紗
、
四
分
律
比
丘
尼

紗
を
ふ
く
め
て
律
宗
五
大
部
と
す
る
。
本
論
で
は
行
事
紗
を
中
心

と
し
て
考
察
し
て
い
く
が
、
他
の
所
論
も
依
用
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

②
道
端
良
秀
「
唐
代
佛
教
史
の
研
究
」
（
法
蔵
館
、
昭
詑
）
三
五

七
頁
以
下
参
照
。

③
三
帰
依
の
意
味
に
つ
い
て
浬
藥
経
（
目
．
届
出
閉
．
。
以
下
）
に

詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
論
述
を
略
す
。

④
四
分
律
行
事
紗
資
持
記
（
元
照
）
目
ち
卜
９
．
ず

⑤
側
に
同
じ
。

⑥
十
地
経
論
に
は
相
当
箇
所
を
発
見
で
き
な
い
。

⑦
法
苑
珠
林
、
巻
八
十
六
角
．
認
．
臼
酌
ｇ
に
も
み
ら
れ
る
。

主
要
参
照
論
文

・
土
橋
秀
高
「
大
乗
浬
築
経
の
戒
律
説
」
（
「
龍
谷
大
学
論
集
』
第
三

八
九
、
三
九
○
号
所
収
）

・
川
口
高
風
「
中
国
佛
教
に
お
け
る
戒
律
の
展
開
㈹
’
四
分
律
行

事
紗
よ
り
見
た
道
宣
の
戒
律
ｌ
」
（
「
駒
沢
大
学
大
学
院
佛
教
学

研
究
会
年
報
」
５
号
所
収
）

・
官
林
昭
彦
「
道
宣
の
戒
律
観
」
（
「
佛
教
に
お
け
る
戒
の
問
題
』
日

本
佛
教
学
会
編
、
平
楽
寺
耆
店
一
九
七
二
所
収
）
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