
原
始
佛
教

に
お
け
る
出

家
道

と
在
家
道

(
舟

橋
)

原
始
佛
教
に
お
け
ろ
出
家
道
と
在
家
道

往
生

思
想

の
起
原

に
關
し
て

(ち
な
み
に
加
藤
精
紳
博
士
の
論
難
に
答
ふ
)

舟

橋

一

哉

一
 
阿
含
、

尼
祠
耶
の
所
読
を
資
料
と
す

る
原
始
佛
教

の
範
圃

に
お

い

て
、
出
家
道
と
在
家
道
と
を
考

へ
る
と
き
、
從
來

一
般
に
は
ど
の
や
う

に
考

へ
ら
れ
て
來
た
か
と
い
ふ
と
、
出
家
道
は
出
世
間
道
で
あ
り
、
從

つ
て
無
漏
道
で
あ
る
が
、
在
家
道
は
世
間
道
で
あ
り
、
從

つ
て
有
漏
道

で
あ
る
と
し
て
、
爾
者
を
戴
然

と
匿
別
す

る
。
今

こ
こ
に

「出
世
間

道
」
と
か

「無
漏
道
」
と
か
い
ふ
の
は
、
後
世

の
有
部

の
教
學
で
い
ふ

や
う
な
意
味
に
お
け
る
出
世
間
道
や
無
漏
道
を
意
味
す

る

の
で
は
な

い
。
有
部

の
教
學
で
10
へ
ば
、
見
道
以
前
の
三
賢

・
四
善
根
に
お
い
て

修
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
,
 
出
家
道
で
は
あ
る
が
有
漏
道
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
つ
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
、
通
俗
的
な
意
味

に
と
つ
て
、
生
死
を
厭
離

す
べ
き
こ
と
を
教

へ
る
の
が
出
世
間
道

・
無
漏
道
で
あ
り
、
生
死
の
中

に
あ
り
な
が
ら
生
天
の
果
報
を
得
る
こ
と
を
渤
め
る
の
が
世
間
道

・
有

漏
道
で
あ

る
と
、
 
一
慮
こ
の
や
う
に
理
解
し
て
、
こ
の
や
う
な
意
味
に

お
い
て

「出
世
間
」
と

「世
間
」
、
「無
漏
」
と

「
有
{漏
」
と
い
ふ
語
を

使
ふ
こ
と
に
す
る
。
恐
ら
く
こ
の
や
う
な
意
味

に
お

い
て

「
出
世
間

道
」
「
世
闇
道
」
を
語
る
の
が
、
こ
の
語
の
も

つ
原
始
的
な
意
味
で
あ

「
っ
た
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
出
世
間
道
に
お
い
て
は
、

そ

の
實
践

の
徳
目

は
戒

・

定

・
慧

の
三
學
に
よ
つ
て
代
表
せ
ら
れ
、
縁
起
読
と
四
諦
読

(
四
諦
読

は
縁
起
読
の

一
攣
型
で
あ
る
か
ら
縁
起
説
に
よ
つ
て
代
表
さ
せ
て
電
よ

い
し

と
が
そ
の
圭
要
な
教
義
で
あ
る
。
世
間
道

に
お
い
て
は
、
そ

の
實

践
の
徳
目
は
幅
徳
 
(
p
u
n
n
a
)
 で
あ
る
が
、
幅
徳
の
内
容
は
布
施
に
よ

つ
て
代
表
せ
ら
れ
る
。
布
施
に
次
ぐ
も
の
は
戒
 
(在
家
の
戒
)
 で
あ
る
。

施
論

・
戒
論
。

生
天
論
が
在
家
道

の
圭
要
な
教
義
と
せ
ら
れ
る
所
以
が

こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
や
う
に
出
家
道
と
在
家
道
と
を
匠
別
し
て
考

へ
で

見
て
、
さ
て
大
乗
佛
教
に
お
け
る
往
生
思
想
の
起
原
を
原
始
佛
教
の
上

に
求
め
る
と
歯
、
原
始
佛
教
に
お
け
る
生
天
思
想
の
上
に
そ
の
起
原
が

あ
る
と
見
る
の
が
、
從
來
の
定
読
ら
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。

け
れ
ど
も
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私
は
、

こ
の
や
う
な
定
読

に
封
し
て
少
し
く
疑
問
を
も
つ
者
で
あ
る
。

二

ま
つ
、

在
家
道
は
世
間
道

の
み
で
あ
つ
て
出
世
間
道
に
は
關
與
し
な

い
、
と

い
ふ
考

へ
方

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
、
 一
般
大
衆
は

世
間
道

を
超
え
て
出
世
間
道
に
昇
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
か
つ
た
か
も
知

れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
た
と
ひ
在
俗
の
者
で
も
素
質
の
勝
れ
た
者
は
世

間
道
だ

け
に
止
ま
る
筈
は
な
い
し
、
輝
奪
も
亦
そ
の
や
う
な
者
に
封
し

て
は
、
縁
起
や
四
諦

の
教
読
を
読
か
れ
た
に
違
ひ
な
い
と
思
は
れ
る
。

例

へ
ば
塘
支
部
八

・
二

一
、
中
阿
含
三
八
経

に
見
え
る
郁
伽
(
u
g
g
a
)

長
者
は
、
在
家
に
封
す
る
読
法
で
あ
る
施
論

・
戒
論

・
生
天
論
を
聞
い

て
、
正
法
を
受
け
る
の
に
堪

え
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
、
輝
奪
は
彼

に

樹
し
て
四
諦
を
読
き
、

こ
れ
を
聞
い
て
四
諦
を
見
た
る
郁
伽
長
者
は
、

優
婆
塞

と
な
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
相
慮
部

一
二

・
四

一
に
は
、
給
孤
猫
居

士
に
封

し
て
緯
奪
は

「
此
れ
あ
る
が
故
に
彼
れ
あ
り
、
此
れ
な
き
と
き

彼
れ
な
く
云
云
」
と
い
ふ
所
謂
縁
起
の
型
を
読

い
て
後
、
無
明

・
行
か

ら
始
ま

る
十
二
縁
起
.説
を
例
の
如
く
に
示
し
、
そ
し
て
五
戒

ハ
五
畏
罪

を
離
れ
る
こ
と
)
を
守

り
四
預
流
支
 
(三
寳
に
封
す
る
不
壊
の
浮
信
と
聖
戒

成
就
)
 を
其
足
し
て
、
こ
の
縁
起
の
理
を
知
見
せ
る
者

は
預
流

の
者
で

あ
る
、

と
読
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
例
は
他

に
も
あ

る
で
あ
ら

う
。
そ
れ
故
に
四
諦

・
縁
起
を
読
く
出
世
間
道
は
、
在
家
の
者
に
封
し

て
も
亦

そ
の
門
戸
は
開
か
れ
て
ゐ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
1
)

ま
た
在
募
の
者

に
甥
す

る
實
践

の
徳
目
と

し
て
、
し
ば
し
ば
信

・

戒

・
聞

・
施
。
慧

の
五
法
が
読
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
ま
た
出
家

に
樹

し
て
読
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
五
法
の
中

で
、
信

・
聞

・
施

は
在

家
的
で
あ
り
、
戒
は
在
家

・
出
家
に
共
通
す
る
が
、
慧
は

一
般
に
は
出

家
的
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
在
家
道
も
亦
つ

ひ
に
は
慧
に
ま
で
到
達
す
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
こ
こ
に
最
後

の

徳
目
と
し
て
慧
を
出
し
た
の
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
慧

が
四
諦

(
縁
起
)
を
如
實

に
知
見
す
る
こ
と
を

意
味

し
て
ゐ
る

こ
と

は
、
相
鷹
部
五
五

・
三
七
、
雑
阿
含
三
三
・
九

に
よ
つ
て
明
瞭

で
あ

る
。
即
ち
こ
の
経
典
は
緯
氏
摩
詞
男

(
M
a
h
a
n
a
m
a
)
に
封
し
て
前
記

の
如
き
五
法
を
読
く
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
五
法
の
第
五
に
優
婆
塞
が

慧
を
具
足
す
と
言
は
れ
る
の
は
、
優
婆
塞
が
四
諦
を
如
實
に
知
る
こ
と

(巴
利
で
は
苦
滅
に
順
ず
る
生
滅
慧
を
成
就
す
る
こ
と
)
で
あ

る
、
と
言
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
つ
て
見
る
な
ら
ば
、
出
家
に
封
し
て
も
亦
、
方
便
と
し

て
は
世
聞
道
が
読
か
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
同
時
に

(
出
家
に
封
し
て

も
五
法
が
論
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
)
、
在
家
に
封

し
て
も
亦
出
世
間
道
が

論
か
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
考

へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、

出
家
も
在
家
も
慧
に
よ
る
解
脱
に
ま
で
到
ら
し
め
る
の
が
繹
奪

の
教
読

の
最
後

の
目
的
で
あ
つ
て
、
そ
の
黙
に
お
い
て
は
出
家

・
在
家

の
差
別

は
な
い
の
で
あ
る
が
、
且
ら
く
在
家
に
封
し
て
は
方
便
と
し
て
の
世
間

道
を
ま
つ
開
示
し
た
の
で
あ
る
、
と
考

へ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
そ

原
始
佛
教

に
お
け
る
出
家

道
と
在
家
道

(
舟

橋
)
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原
始
佛
教
に
お
け
る
出
家
道
と
左
家
道

(舟

橋
)

れ
故
に
出
家
の
道
、

必
ず
し
も
出
世
間
道

で
は
な
く
、
在
家
の
道
、

必

ず
し
も
世
間
道
で
は
な
い
。
帥
ち
次
の
如
く
な
る
で
あ
ら
う
。

「
出
家
の
道
ぐ

出
世
嬰

-
在
家
の
道
-
世

間

道

從
つ
て
、
解
脱
と
い
ふ
最
終
の
目
的
に
至
る
た
め
の
道
と
し
て
、
出

家
の
道
と
在
家

の
道
と
が
考

へ
ら
れ
る
が
、

こ
の
揚
合
、
出
家
、の
道
は

圭
と
し
て
出
世
闇
道
で
あ
つ
て
直
ち
に
解
脱

へ
の
道
を
示
し
、
在
家

の

道
は
圭
と
し
て
世
間
道
で
あ
つ
て
、
や
が
て
は
世
間
道
か
ら
出
世
間
道

へ
の
韓
入
を
將
來
に
期
待
す
る
、
と
い
ふ
形
の
も
の
で
あ
つ
た
と
見
る

べ
ぎ
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
後
世

の
考

へ
方
に
從

へ
ば
、
出
家
道
は
難

行
道
で
あ
り
、
在
家
道
は
易
行
道
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
後
に

も
い
ふ
や
う
に
、
往
生
思
想
は
本
來
は
出
家
道
と
し
て
嚢
展
し
た
の
で

あ
り
、
出
家
道
ど
同
じ
動
機
と
目
的
と
を
も
つ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
往
生
の
業
と
し
て
は
、
圭
と
し
て
在
家
道
の
側
に
屡
す

る
と
考

へ
ら
れ
る
所
の
念
佛
や
構
佛
 
(
構
名
)
 や
三
幅
や
信

等
を
採
用

し
て
ゐ
る

の
ば
、
往
生
道
が
易
行
道
で
あ
る
が
爲

で
あ
ら
う
。
(念
佛

は
六
念
の
随

一
で
、
六
念
は
し
ば
し
ば
前
記
の
五
法
と
と
も
に
読
か
れ

て
ゐ
る
。
)
 さ
う
い
ふ
黙
か
ら
言

へ
ば
、
往
生
思
想
は
出
・家
道
と
在
家

道
と
の
綜
合
統

一
で
あ
つ
た
と
言

つ
て
も
よ
い
。

な
ほ
、
在
家
道
と
出
家
道
と
を
四
沙
門
果

に
あ
て
る
と
、
在
家
は
不

還
果
ま
で
は
進
み
得
て
も
、
阿
羅
漢
果

に
は
至
り
得
な
い
、
と
せ
ら
れ

(
2
)

て
ゐ
る
。

こ
れ
は
四
沙
門
果
と
い
ふ
修
行
の
階
位
が
完
成
せ
ら
れ
て
後

の
思
想
で
あ
る
か
ら
、
在
家
道
と
い
ふ
も
の
の
原

初
の
考

へ
方
で
な
い

こ
と
は
當
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
の
こ
と
は
、
在
家
道
が

出
家
道
と
同
じ
解
脱
浬
繋
を
目
的
と
す
る
、
と

い
ふ
考

へ
方
と
は
相
違

す
る
や
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
次
の
や

う
に
輕
く
考

へ
て
ゐ
る
。
「
阿
羅
漢
」
が

「鷹
供
」
と
繹
さ
れ
る
や
う

に
、
「
阿
羅
漢
」
と
い
ふ
語

の
意
味
は
、
「
在
家

の
布
施
を
受
け
る
に
相

鷹
は
し
い
者
」
「在
家
の
布
施
を
受
け
る
脇貧
格

の
あ

る
者
」
で
あ
る
。

阿
含
の
佛
教
の
範
團
で
は
、
布
施
は
常
に
在
家
か
ら
出
家

へ
の
布
施
で

あ
る
。
さ
う
す
る
と
、
在
家
が
在
家
の
布
施
を
受
げ
る
と
い
ふ
こ
と
は

無
意
味
で
あ
る
か
ら
、
「在
家
は
阿
羅
漢
た
り
得

な
い
、」
と
い
ふ
や
う

に
考

へ
て
來
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
の
つ
ま
り

「
阿
羅
漢
」
と
い

ふ
も
の
に
封
す
る
考
察
が
進
ん
で
、
そ
れ
を

「
鷹
供
」
と
解
繹
す
る
や

う
に
な
つ
て
か
ら
 
(
そ
れ
は
鯨
り
早

い
時
代
で
は
な
い
で
あ
ら
う
)
、

在
家
で
は
阿
羅
漢
に
は
達
し
得
な
い
、
と
考

へ
る
や
う
に
な
つ
た
と
は

見
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
も
し
さ
う
い
ふ
こ
と
が
許

さ
れ
る
な

ら

ば
、
「在
家
で
も
解
脱
浬
繋

(阿
羅
漢
)
に
至
り
得
る
、」
と
考

へ
る
の

、

、

が
、
佛
教
本
來
の
考

へ
方
で
あ
つ
た
と
見
る
こ
と
に
樹
し
て
、
こ
の
こ

と
は
反
樹
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
っ
「在
家
」
と
か
「
出
家
」
と
か
と
い

ふ
、
さ
う
い
ふ
外
的
な
生
活
の
様
式
が
、
佛
教
本
來
の
目
的
で
あ
る
内

的
な
謹
果
に
封
し
て
、
絶
野
的
な
條
件
た
り
得

る
と
は
思
は
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
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三

原
始
佛

教
の
實
践
道

に
は
、
表
街
道
で
あ
る
出
家
道
と
專
街
道
で
あ

る
在
家
道
と
が
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
表
街
道
も
裏
街
道
も
、
と
も
に
浬

繋
の
城
に
至
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
爾
街
道

の
終
着
勲
は
解
睨
浬
繋

で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
出
家
道

(
こ
の
揚
合
は
出
世
間
道
)
の
あ
り
方

を
示
す
代
表
的
な
形
と
し

て
、
こ
こ
に
雑
阿
含

一
・
一
を
引
用
し
よ

う
。如

レ是
我
聞
。

一
時
佛
佳
二舎
衛
國
祇
樹
給
孤
猫
園
幻
爾
時
世
奪
告
二諸
比
丘
↓

當
レ観
二色
無
常

如
レ是
翻
者
則
爲
二
正
襯

正
観
者
則
生
二厭
離
楠
厭
離
者
喜

貧
蓋
、
喜
貧
壼
者
読
二心
解
腕
幻
如
レ是
観
二受
想
行
識
無
常

如
レ是
襯
者
則

爲
二正
観

正
翻
者
則
生
二厭
離
輔
厭
離
者
喜
貧
蓋
、
喜
貧
蓋
者
読
二心
解
脱
幻

如
レ是
比
丘
心
解
腕
者
、
若
欲

自
謹
一則
能
自
謹
、
我
生
已
蓋
、
弊
行
已
立
、

所
作
已
作
、
自
知
レ
不
レ受
二後
有
刈
如
レ翻
二無
常

苦

・
室
・
非
我
亦
復
如
レ

是
。
時
諸
比
丘
聞
二佛
所
読
一轍
喜
奉
行
。

こ
の
経
典
は

っ
如
實
智
見
↓
厭
離
 
(
n
i
b
b
i
d
a
;
 
n
i
b
 
n
i
b
b
i
n
d
a
t
i

)

喜

貧
霊
 
(離
貧
 
v
i
r
a
g
a
;
v
i
r
a
j
j
a
t
i
)

↓
解
脱
 
(
v
i
n
m
e
n
w
t
i
n
w
i

)

↓
解
脱
智
見
」
と
い
ふ
、
實
践
の
進
行
過
程
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
如

實
智
見
の
内
容
と
し
て
五
藏
の
無
常

・
苦

・
室

・
無
我
を
出
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
経
典
に
相
當
す
る
巴
利

の
経
典
は
相
鷹
部
二
二

・
一

二
-

一
四
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
類
似
す
る
経
典
は
四
部
四
阿
含
を
通
じ

て
極
め
て
多
く
、
殊
に
相
慮
部
の
第
三
巻
纏
品
と
、
雑
阿
含

の
巻

一
-

巻
十
あ
た
り
に
非
常

に
多
く
を
見
出
し
得
る
。

こ
の
場
合
、
そ
の
如
實

智
見
の
内
・容
は
種
汝
檬

汝
で
あ
る
。
い
ま

の
場

合
は

五
纏

の
無
常

・

苦

・
塞

・
無
我
で
あ
つ
た
が
、
必
ず
し
も
さ
う

い
ふ
形
を
と
る
と
は
限

ら
な
い
。
最
も
整
つ
た
形
で
は
そ
れ
は
四
諦

で
あ
り
、
最
も
根
源
的
な

形
で
は
そ
れ
は
縁
起
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
や
う

に
如
實
智
見
の
内
容
が

様
々
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
の
説
き
方
も

一
定
不
攣

の
型
に
は
ま
つ
た
も

の
で
な
く
、

い
ろ
い
ろ
の
形
に
お
い
て
同
じ
意
味
の
こ
と
を
論
い
て
ゐ

る
、
と
い
ふ
所
に
、
こ
の
種
の
経
典
の
成
立
時
期
が
か
な
り
古
い
時
代

に
屡
す
る
こ
と
を
思
は
し
め
ら
れ
る
。

こ
の
や
う
に
見
て
來
る
と
、
普
通
、
原
始
佛

教
の
教
義
の
代
表
と
せ

ら
れ
る
四
諦
も
十
二
縁
起

も
八
聖
道
も
 
(
八
聖
道
は
四
諦
の
中
の
道
諦
の

内
容
で
あ
る
)
、
五
纏
も
十
二
塵
も
十
八
界

も
 
(
こ
れ
等
は
す
べ
て
一
切
法

の
あ
り
方
を
示
す
竜
の
で
あ
る
)
、實
践
道

の
騰
系

と

し
て
は
、
出
家
道

に
お
け
る
如
實
智
見
の
内
容
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
帥
・

ち
、
原
始
佛
教
の
教
義
を
い
ま
實
践
道
と
い
ふ
立
揚

に
立
っ
て
眺
め
て

見
る
と
、
そ
の
代
表
的
な
教
義
は
す
べ
て
、
出
家
道

に
お
い
て
如
實
の

智
見
を
も
つ
て
眺
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
諸
法

の
實
相
と
し
て
の
意
味

を
も
つ
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
述
の
如
く
、
在
家
道

の
目
的

と
す
る
所
も
亦
、
輩
な
る
生
天
だ
け
に
絡
る
べ
き
も
の
で
は
な
く

て
、

終
に
は
こ
の
や
う
な
如
實
の
智
見
に
至
ら
し
め
る
所
に
あ
る
、
と
言
は

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
経
典
の
所
論
を
、
出
家
道
の
代
表
的
な
型
で
あ
る
戒

・
定

・
慧

源
始
佛
教

に
お
け
る
出

家
道
と
在
家

道

(
舟

橋
)
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の
三
學
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
如
實
智
見
が
慧
に
相
當
す
る
こ
と
は
異

論
が
な

い
で
あ
ら
う
。

後
世
に
至

つ
て
、
戒

・
定

・
慧

・
解
脱

・
解
脱

智
見
と

い
ふ
所
謂
五
分
法
身
が
読
か
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
明
か

に
こ
の
種

の
経
曲
に
読
く
所
と
三
學
と
を
結
合
し
て
理
解
し
た
結
果
で

あ
る
。

こ
の
場
合
こ
の
五
分
が
、
戒
↓
定
↓
慧
↓
解
脱
↓
解
脱
智
見
と

い
ふ
漸
進
的
な
進
行
過
程
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
。
こ
の

中
、
「戒
」
は
佛
教

の
教
團

へ
入
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
定

め
ら

れ
た
戒
律
を

守
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
か
ら
、
其
禮
的
に
は

「
入
團
」
を
指
す
も

の
と
見
ら
れ
る
。
「定
」
は
慧
を
生
ず
る
た
め
の
手
段
と
し

て
の
み
意

味
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
慧
を
離
れ
て
の
定
は
、
佛
教
に
お
け
る
定
で

は
な
い
。
信

・
勤

漕
念

・
定

・
慧
を
五
根

・
五
力
と
構
す
る
が
、

こ
の

五
つ
も
大
髄
に
お
い
て
漸
進
的
な
進
行
過
程
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ

(勤
と
念
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
)
、
叉
在
家

の
行
法
と
し
て
前
に
示

し
た
と
こ
ろ
の
信

・
戒

・
聞

・
施

・
慧
も
大
騰
に
お
い
て
漸
進
的
で
あ

る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に

「戒
↓
定
↓
慧
」

の

「戒
」
(郎
ち
入
團
)

の
前
に
も

「信
」
が
置
か
れ
る
も
の
と
見
て
、
信
↓
戒
↓
定
↓
慧
↓
解

脱
↓
解
脱

智
見
を
、

出
家
道
の
基
本
的
な
型
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
恐

ら
く
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
の
揚
合
の
信
は
三
寳

に
樹
す

る

信
、
特

に
師
佛
に
封
す
る
信
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
後
世

の

澤
土
教
で

い
ふ
や
う
な
所
謂
信
仰
で
は
な
い
。
も
つ
と
知
的
な
内
容
を

も
つ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
出
家
道
に
封
し
て
、
信

・
戒
。
聞

・
施

・
慧

の
五
法
を

も
つ
て
在
家
道
を
代
表
さ
ぜ
る
な
ら
ば
、
出
家
道
と
在
家
道
と
は
慧
に

お
い
て
結
合
し
て
ゐ
る
こ
と
と
な
つ
て
、
次
の
や
う
な
形
に
な
る
で
あ

ら
う
。

(出
家
道
)
信
↓
戒
↓
定
↓
慧
↓
慧
慧脱
↓

脱
智
見

↓

(在
家
道
)
信
↓
戒
↓
聞
↓
施

四

往
生
思
想
が
原
始
佛
教
の
生
天
思
想
を
受
け

つ
ぐ
も
の
で
あ
る
、
と

見
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ら
う
。
げ
れ
ど
も
、
在
家
道
と
し

て
の
生
天
道
は
ど
こ
ま
で
も
世
間
道
で
あ
り
、

有
漏
道
で
あ
る
。
こ
の

世
間
の
有
漏
道
が
い
か
な
る
経
過
を
た
ど
つ
て
出
世
間
の
無
漏
道

へ
と

韓
換
し
て
、
こ
こ
に
浮
土
往
生
の
思
想
が
生
れ
た
か
と
い
ふ
問
題
は
、

(
3
)

容
易
に
解
決
出
來
さ
う
に
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
だ
輩
に

「
生
天
思
想

の
純
化
し
た
も
の
が
往
生
思
想
で
あ
る
、
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

で
、

こ
の
問
題
は
す
ま
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

在
家
道
と
し
て
の
生
天
道
は
、
布
施
を
そ
の
圭
な
る
内
容
と
す
る
と

こ
ろ
の
福
徳

(
p
u
n
n
a
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
布
施
は
、
在

家
が
出
家
に
野
し
て
布
施
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
れ
故
に
阿
含
に

お
い
て
は
、
こ
の
や
う
な
幅
徳
行
は
常
に
在
家

に
野
し
工
勧
め
ら
る
べ

き
も
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
出
家
に
封
し
て
読

か
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
中
部
六
七
を
見
る
と
、
或
る
良
家
あ

男

子
が

一
度
は
出
家
し
た
が
、
在
家
の
生
活
に
心
を
引
か
れ
て
、
「我
々
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は
以
前
に
は
在
家
の
者
と
し
て
あ
つ
,
 
て
…
…
財
物
を
享
受
し
輻
徳
を
造

る
こ
と
が
出
來
た
」
、
と
考

へ
て
還
俗
す
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ

る
し
、

叉
中
部
八
二
に
は
、
頼
睡
憩
羅
が
出
家
を
願
う
て
そ
の
許
し
を
父
に
請

ノ

う
た
時
、
父
は
こ
れ
を
拒
ん
で
、
出
家
を
思
ひ
止
ま
ら
し
め
よ
う
と
し

て
語
る
中

に
、
「幅
徳
を
造
つ
て
樂
し
め
よ
」
と
言
つ
て
ゐ
る
し
、
叉

頼
託
恕
羅
が
出
家
し
て
後
自
分
の
生
家
を
訪
ね
た
と
き
、
爾
親
が
彼
を

還
俗
せ
し
め
よ
う
と
し
て
語
る
中
に
も
、
「財
物
を
享
受
し
て
幅
徳
を

造
れ
」
と
言
つ
て
還
俗
を
勧
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
出
家
に
と
つ
で
行

ず
べ
き
は
梵
行
で
あ
つ
て
、
輻
徳
を
行
ず
る
こ
と
は
在
家

へ
の
退
堕
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
從
つ
て
、
在
家
道
と
し
て
の
生
天
思
想
か
ら

は
往
生
思
想
は
出
て
來
な
い
、
と
私
は
考

へ
る
者
で
あ
る
。
動
機
と
目

的
と
を
異

に
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
原
始
佛
教
に
お
け
る
生
天
思
想
に
は
二
種
類
あ
る

と
思
ふ
。

一
つ
は
在
家
道

に
お
け
る
世
間
道
と
し
て
の
生
天
で
、

い
ま

述
べ
た
所
の
も
の
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
出
家
道
に
お
け
る
出
世
間
道

と
し
て
の
生
天
で
あ
る
。

こ
の
後
の
も
の
は
、
現
世
に
お
い
て
最
後

の

浬
般
木
(
阿
羅
漢
果
)
に
到
達
出
來
な
か

つ
た
出
漕家
が
、
更
に
生
を
か

へ

て
佛
道
修
行
を
つ
づ
け
る
た
め
に
、
來
世
を
期
す
る
揚
合
を
い
ふ
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

四
向
四
果

の
教
論
の
完
成
に
よ
つ
て
、
こ
こ
に
は

つ
き
り
と
し
た
形
を
と
つ
て
あ
ら
は
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
理
史

的
に
言

へ
ば
前
の
も
の
よ
り
も
薪
ら
し
い
段
階

に
屡
す
る
で
あ
ら
う
。

帥
ち
、
預
流
果
の
者
は
ど
ん
な
に
長
く
生
死
の
迷
ひ
に
沈
ん
で
も
、

そ

の
長
さ
は
七
度
入
天
の
闇
を
往
來
す
る
期
間
で
あ
つ
て
、
そ
の
間
に
修

行
が
進
ん
で
阿
羅
漢
に
達
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
せ
ら
れ

(
こ
れ
を
極

七
返
生

・
極
七
返
有
と
い
ふ
)
、
ま
た

一
來
果

の
者

は
天
と
人
と

の
二

生
を
受
け
る
だ
け
で
あ
り
、
不
還
果

の
者
は
天
の

生
を
受

け

る
だ

け

で
、
再
び
こ
の
世
に
は
還
來
し
な
い
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
揚
合
の

生
天
は
、
實
は
天
と
人
と
の
生
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
嚴
密
な

意
味
で
は

「
生
天
」
と
の
み
言
ふ
こ
と
は
出
來
な

い
で
あ
ら
う
。
け
れ

ど
も
最
初
の
第

一
生
は
天
の
生
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に

こ
れ
を
も

「
生
天
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
こ
の
生
天
は
、
前
述

の
在

家
道
と
し
て
の
生
天
と
は
全
く
質

の
異
な
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は

生
死
を
厭
離
せ
ん
が
爲
の
生
天
で
あ
つ
て
、
天
の
樂
果
を
受
け
ん
が
爲

の
生
天
で
は
な
い
。
帥
ち
こ
の
揚
合
、
生
天
は
手
段
で
あ
つ
て
、
在
家

道
に
お
け
る
が
如
く
目
的
で
は
な
い
。
從
つ
て
こ
の
生
天
は
出
世
聞
道

で
あ
り
、
無
漏
道
で
あ
る
。
私
は
こ
の
や

う
な
生
天
思
想
の
上
に
往
生

思
想
の
起
原
を
見
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。

こ
れ
に
ょ
つ
て
、
生
天
と

往
生
と
の
聞
に
、
「世
間
」
と

「
出
世
間
」
、
「有
漏
」
と

「
無
漏
」
と
の

矛
盾
相
違
が
あ
る
こ
と
の
困
難
は
、
解
決
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
ら
で

あ
る
。

出
家
道
と
し
て
の
生
天
思
想
は
ど
の
や
う
に
し
て
生
れ
た
か
と
い
ふ

こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
次

の
や
う
に
考

へ
て
ゐ
る
。
如
實
智
見
↓
厭
離

↓
離
貧
↓
解
脱
↓
解
脱
智
見
と
い
ふ
出
家
道
に
お

い
て
、
「
如
實
智
見
」

は
謹
悟
者
の
心
の
内
景
で
あ
り
、
「
解
脱
」
は
謎
悟

が
具
膿
的

に
實
生

源
始
佛
教

に
お
け
る
幽
家
道
と
在
家
道

(舟

橋
)
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活

の
上
に
顯
現
し
た
姿

で
,
 
あ

つ
て
、
本
來
は
、
「如
實
智
見
」
と

「解

脱
」
と
の
間
に
時
間
的
な
前
後
の
隔
り
は
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
解
脱

智
見
は

「
我
れ
解
脱
せ
り
」
と
い
ふ
自
畳
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
も
時
間

的
に
は
解
脱
と
同
時
で
あ
ら
う
。
論
理
的
に
は
如
實
智
見
は
解
脱
に
先

行
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
時
間
的
に
は
同
時
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
如
實
智
見

(
印
ち
慧
)
と
、
解
脱
と
の
聞
の
關
係
は
、
こ
の
や

う
に
考

へ
る
の
が
最
も
原
初
の
意
味
で
あ
つ
て
、
繹
奪

の
菩
提
樹
下
に

お
け
る
成
道
は
、
實
に
よ
く
そ
の
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

け
れ
ど
も
時
代
が
下
る
に
從
つ
て
、
謹
悟
者
自
身

の
痛
烈
な
る
自
己
反

省

の
結
果
、

如
實
智
見
の
位
が
だ
ん
だ
ん
低
く
考

へ
ら
れ
る
や
う
に
な

つ
て
來
て
、
解
脱
と
の
間
に
階
次
的
な
隔
り
を
見
る
や
う
に
な
つ
て
、

(
4
)

途
に
如
實
智
見
は
見
道
と
言
は
れ
、
預
流
と
稽
せ
ら
れ

る
や
う

に
な

り
、

こ
れ
に
樹
し
て
解
脱

(解
脱
智
見
を
竜
含
め
て
)
は
無
 學
道

と
言
は

れ
、
阿
羅
漢
と
構
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
聞
に
、

修
道
を
入
れ
て
三
道
読
が
成
り
立
ち
、

一
來
と
不
還
を
入
れ
て
四
果
が

成
り
立
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
出
家
道
に
お
け
る
生
天
は
、
四

向
四
果
説
成

立
以
後

の
も
の
か
、
或
は
成
立
途
上
の
も
の
で
あ
つ
て
、

「
如
實
智

見
」
・即

「解
脱
」

の
立
揚
が
守
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
は
、
修
行

の
完
成
を
來
世
に
期
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。
け

れ
ど
も
こ
の
や
ケ
に
し
て
ら
如
實
智
見
」
と

「解
脱
」
と
の
間
の
隔
り

が
つ
い
て
四
向
四
果
読
が
完
成
さ
れ
る
と
、

こ
こ
に
輪
廻
轄
生
の
思
想

が
入
つ
て
來

て
、
究
極
の
謹
果
を
未
來
の
生
に
期
待
す
る
と
い
ふ
こ
と

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
や
う
な
意
味
に
お
け
る
生
天

こ
そ
、
往
生
思
想

の
起
原
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
る
。

五

往
生
思
想

に
直
接
先
行
し
て
そ
の
前
提
と
な
る
思
想
は
、
實
は
生
天

思
想
で
は
な
く
し
て
、
他
方
佛
土
の
思
想

で
あ

る
。
「他
方
に
佛

土
あ

り
」
と
い
ふ
思
想
は
、
佛
教
に
お
け
る
世
界
観
の
擾
大
に
よ
る
の
で
あ

つ
て
、
初
め
は
須
彌
四
洲
だ
け
を
世
界

(
一
佛
土
)
と
考

さ
て
ゐ
た
も

の
が
、
次
第
に
世
界
の
範
園
が
損
大
さ
れ
て
、
途

に
は
無
藪
の
三
千
大

千
世
界
を
考

へ
る
や
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
は

現
在
に
佛
は
在
さ
ぬ
が
、
他
方

の
佛
土
に
は
現
に
佛

が
在

す

と
考

へ

た
。
佛
の
在
さ
ぬ
世
界
で
佛
道
を
修
す
る
よ
り
は
、
佛
の
在
す
世
界
に

生
れ
て
佛
道
を
修
す
る
方
が
、
よ
り
容
易
で
あ
り
、

よ
り
勝
れ
て
ゐ
る

こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
二
佛
の
中
間
に
生
れ
て
現
身

の
佛

に

遭
ふ
こ
と
が
出
來
な
10
と
い
ふ
悲
歎
は
、
や
が
て
來
生
を
他
方
の
佛
土

に
期
す
る
こ
と
・に
ょ
つ
て
救
は
れ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
こ
に
往
生
思
想

が
生
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
往
生
思
想
の
原
始
的
な

意
味
は
、
原
始
佛
教

に
お
け
る
出
家
道
と
し
て
の
生
天
の
思
想
と
、
そ

の
目
的
意
圖
に
お
い
て

一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
私
は
、
往

生
思
想
は
直
接

に
は
他
方
佛
土
の
思
想
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

間
接
に
は

(
そ
し
て
本
來
の
建
前
と
し
て
は
)
出
家
道
と
し
て
の
生
天

思
想

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
往
生
の
業
と
し
て
は
易
行
道
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と

し

て

の
性
格

か

ら
在

家

道

に
屡

す

る
も

の
で

あ

る

と
考

へ
る
。

(
こ
の
小
稿
を
草
す
る
に
あ
た

つ
て
、
京
都
大
學
教
授

長
尾
博

士
か
ら
有

盆
な
御
教

示
に
預

つ
た

こ
と
を

深
謝
致

し
ま
す
。
)

1
 

相
鷹
部

五
五

こ

二
、

薙

阿
含
三
三

・
三
-
一

五
、

檜
支
部

一
一
・

一
二
、

一
三
な
ど
。

申
阿
含

四
で
は
出
家

に
封
し

て
五
法
が
説
か
れ
て
ゐ

る
。

2
 
林
屋
友
次
郎

「
出
家
教

理
と
衣
家
教

理

と

の
交
渉
」
(
日
本
佛
教
學
協

會
年
報
第
十
年
所
載
)
し
二
二
八
頁
滲
照
。

3
 
辻
本
鐵
夫
著

「
原
始
佛
教

に
お
け
る
生
天
思
想

の
研
究
」
序

二
頁
以
下
。

4
 
如
篇
貰
智
見

(
帥
ち
慧
)

の
位
が
後
山世
の
日
ゐ
澱
一に
、あ
た
り
、

ま
た
預
一流
に
.

あ
た
る

こ
と
に

つ
い
て
は
、
拙
藩

「
原
始
佛
教
思
想

の
研
究
」

一
二
六
頁

以
下

に
詳
し
く
論

謹
し

て
お

い
た
。
と

こ
ろ
が
林
屋
氏
は
前

記
の
論
丈

一

三
〇
頁

以
下

に
お

い
て
、
「
別
解
腕
「戒

(
帥
ち
戒
學
)

の
掴
層
守
に

ょ

っ

て

得
ら
れ
る
果
は
、
預
流
と

一
來
と

で
あ
り
、

定
學

の
完
成

に
ょ
っ
て
得

ら

れ
る
果
は
不
還

で
あ

り
、
慧

學
の
完
成

に
よ

つ
て
得

ら
れ
る
果
は
阿
羅
漢

で
あ
る
、
」

と
読
く
と

こ
ろ

の
雑
阿
含

ご
九

(
八
二
〇
纏
-

八
二
三
纏
、

大

・
二

・
二

一
〇
中
以
下
)
、
櫓
支

部
三
・
八
五

(
一
巻

二
三

一
頁
以
下
)
、

及
び
南
傳

の
濤
澤
道
論

(
六
頁
)

を
引

い
て
、
戒

・
定

・
慧

の
三
學
を

四

果

に
配
當
し

て
、
預
流

と

一
來
と
を
も

つ
て
戒
學

の
完
成

に
よ
つ
て
得
ら

れ
る
と
こ
ろ
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
私
の
考

へ
方
と
は
眞
正

面
か
ら
衝
突
す
る
も

の
で
あ
る
が
、

私
は
三
學

と
四
果
と
を

こ
の
や
う

に

た
だ
軍

に
形
式
的
に
封

配
す

る
と

い
ふ
こ
と
に
は
、
納
得

の
し

か
ね
る
竜

の
が
あ
る
。
渚

浮
道
論

で
竜

い
う
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、

後
世
は

こ
の

や
う
な
考

へ
方

が
普
通
と
な

つ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、

阿
含
纏

で
は
他

に

ゐ
ま

り
類
例
を
見
な

い
教
読

で
あ

る
し
、

大
騰
、

戒

・
定

・
慧
と

い
ふ
三

學

の
成
立
が
蝕
り
古

い
時
代

で
あ
る
と
は
思
は
れ
な

い
。
そ
れ
よ
り
は
、

前
記

の
如
實

智
見
↓
厭

離
↓
離

含
ハ
↓
解
撚
雌
↓
解
脱
智
見

と

い
ふ

形

の
方

が
、

一
定

の
型

に
は
ま
つ
て
ゐ
な

い
黙

や
、
阿
含

の
中

に
非
常

に
藪
多

く

読
か
れ

て
ゐ
る
黙
な
ど
か
ら
考

へ
て
、
よ

ほ
ど
古

い
形
を
具

へ
て
ゐ
る
と

思
は
れ
る
。

如
實
智
見

(
師
ち
慧
)

を
預
流

に
あ

て
る

こ
と
は
、
主
學

・

四
果

の
成
立
を
待

た
な

い
で
・も
可
能
で
あ
る
が
、

三
學

と
四
果
と

の
封
配

は

三
學
と

四
果
と
が
別
々
に
成
立
し

て
、
そ

の
上

で
爾
者

の
關
係

を

つ
け

た
も

の
で
あ
る
。
如
實
智
見
を
預
流

に
あ
て
る

こ
と
は
、

阿
含

に
お

い
て

し
ば
し
ば
読
か
れ
る
所

で
あ

り
、
そ

の
背
後
に

一
來
や
不
還

を
豫
想

し
て

は

ゐ
な

い
古

い
教
説
と
思
は
れ
る
が
、

林
屋
氏

の
や
う
に
理
解
す

る
と
、

こ
れ
ら

の
多

く

の
経
典

の
所
読
と
矛
盾

す

る
こ
と
に
な
る
。
何

れ
か
を
捨

て
な
く
て
は
な
ら
な

い
と

い
ふ
な
ら
ば
、

私
は
躊
躇

せ
ず

に
戒

の
完
成

を

預
流
に
あ
て
る
説
を
捨

て
る
。

戎
學

の
完
成

を
預
流

に
あ
て
る
こ
と

に
つ

い
て
は
、

戒
學

は
前
述

の
如
く
佛
教
教
團

へ
の
入
團

を
意
味
す

る
か
ら
、

「
佛
法

の
流
れ
に
預

る
」
と

い
ふ
意
味
か
ら
、

「
入
團
」

の
意
味

で
預
流

を
あ
て
た

の
か
も
知
れ
な

い
。
四
預
流
支

(
三
賓

に
封
す
る
不
壌

の
浮

信

と
聖
戒
威

就
)

と

い
は

れ
る
竜

の
を
一検
討
し

て
見
る
と
、

預
流

に
は

そ

の

や
う
な
意
味
竜
あ
る
と
思
は
れ

る
か
ら

で
あ
る
。

け
れ
ど
竜
戒

の
完
成

を

一
來

に
あ

て
、
定

の
完
成

を
不
遼

に
あ

て
る
事

に
は
、
全
く
意
味

が
な

い
。

(
四
三
頁
の
補
讃
脚滲
照
)

(ち
な
み
に
加
籐
精
神
博
士
の
論
難
に
答
ふ
)

原
始
佛
教
に
お
け
る
出
家
道
と
・在
家
道
 
(
舟

橋
)
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原
始
佛
教
に
.お
け
る
出
家
道
と
在
家
道

(舟

橋
)

前
女
號

に
お
い
て
私
の
書

い
た

「
無
表
業
と
生
果
の
功
能
」
に
樹
し

て
、
加
藤
博
士
は
前
號
に
お
い
て
所
信
を
明
か
に
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
私
の
意
見
は
、
そ
の
後

に
刊
行
し
ま
し
た
拙
著

「業
の
研
究
」
の
中
に
相
當
詳
し
く
論
じ
て
お
き
ま
し
た
か
ら
、
そ
の

方
を
見
て
頂
け
ば
宜
し
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
も

一
言
お
答

へ
す
る
の
が
禮
儀
で
あ
る
と
思
ひ
、
纏
め
て
簡
輩
に
私

の
意
見
を
申
し

上
げ
ま
す
。

無
表
業

に
生
果
の
功
能

(帥
ち
異
熟
果
を
生
ず
る
力
)
が
あ
る
か
、

な
い
か
、

と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
博
士
と
私
と
は
同
意
見
で
あ
る

こ
と
が
解
り
ま
し
た
。

次
に
、
有
部
の
無
表
論
と
経
部
の
種
子
読
と
の
蓮
關
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
が
、
博
士
は

「
有
部
の
無
表
色
を
以
つ
て
経
部
の
種
子
論
と
同

覗
す
る
が
如
き
は
、
途
方
も
な
い
誤
解

で
あ
る
、
」
と
い
つ
て
、
嚴
し

い
御
忠
告
を
下
さ
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
私
に
は
、

こ
の
御
忠
告
は
見

當
を
は
つ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
前
々
號
の
私

の
文
章

(
詳

し
く
は

「
業
の
研
究
」)
を
見
て
下
さ
れ
ば
明
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
私
は
有
部
の
無
表
色
を
も
つ
て
博
士
が
考

へ
て
を
ら
れ
る
や
う
に

理
解
す
る

こ
と
が
、
間
違
つ
て
ゐ
る
と
申
し
上
げ
た
の
で
は
あ
ゆ
ま
ぜ

、

、

、

ん
。
有
部

の
無
表
色
は
成
る
程
、
博
士
の
言
嬬
れ
る
や
う
に
妨
善
妨
悪

の
功
能
を
も
つ
て
後
天
的
な
性
格
を
形
成
す
る
も
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ

ん
。

こ
の
こ
と
を
明
確

に
論
断
さ
れ
た
の
は
、
何
と
言

つ
て
も
博
士
の

功
績
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
有
部
と
い
ふ

一
部
派

の
無
表
説

で
あ
つ
て
、
佛
教
全
般
に
通
ず
る
無
表
読
で
ば
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

私
は
、
成
實
論
の
無
表
論
を
参
照
し
、
ま
た
倶
舎
論
や
成
業
論
で
世
親

が
有
部
の
無
表
読
に
代
る
も
の
と
し
て
経
部
の
種
子
読
を
提
示
し
て
ゐ

る
事
實
か
ら
見
て
、
少
く
と
も
世
親
に
あ
つ
て
は
、
有
部
の
無
表
読
と

経
部

の
種
子
読

(但
し
こ
の
場
合
の

「種
子
」
は
、
思
の
心
所
の
種
子

で
あ
つ
て
、
種
子

一
般
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
)
と
は
、
同
じ
役
目
を
澹

つ
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
、
論
を
進
め
た
の
で
す
。
そ
れ
だ

の
に
博
士
は
、
成
實
論
の
無
表
読
を
ど
の
や
う
に
理
解
す
る
か
、
倶
含

論
や
成
業
論
に
お
け
る
無
表
と
種
子
と
に
關
す
る
世
親
の
意
見
を
ど
の

や
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に

は

一
言
も
鰯

れ

ら
れ

ず
、

た
だ
頭
か
ら

「誤
解

で
あ
る
」
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
も
、
私
に
は

納
得
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
列
基
し
た
根
撫

に
封
し
て

一
女
通
繹
を
施

し
た
上
で
の
話
な
ら
、
ま
た
別
で
あ
り
ま
す
が
、

と
に
か
く
こ
の
や
う

な
博
士
の
態
度
は
ど
う
考

へ
て
も
學
的
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ん
。
倶
含
論

に
お
い
て
世
親
が
無
表
と
思
の
種
子
と
を
同
覗
し
て
ゐ
る
顯
著
な
實
例

を

一
つ
だ
け
墨
げ
て
見
ま
せ
う
。
そ
れ
は
巻
十
三

の
六
丁
右
に
、
有
部

が

「無
表
が
な
か
つ
た
ら
重
大
な
過
失
に
堕
す

る
」
と

い
つ
て
難

じ

た
、
そ
の
難

に
封
し
て
、
世
親
が
経
部
の
立
揚

に
立
つ
て
次
の
や
う
に

答

へ
て
ゐ
る
の
で
す
。

キ
ノ

ク

ノ

ハ

リ

ノ

ク

ス
ル

カ

ル
ガ

キ

ノ

ノ

ノ

ノ

ニ

ニ
レ
ル

如
レ
是
大
過
有
二理
能
遮
蛤
謂
從
下
如
二
前
所
論

一二
表
殊
勝
思
上
故
起

ノ

ヲ

ケ
テ

ス

ト

ニ

ル

ノ

カ

思
差
別
名

爲
二無
表
鴫
踊
有
二
何
過
鴫

こ
れ
だ
け
の
文
章
を
見
ま
す
と
、
経
部
で
も
無
表
を
立
て
る
や
う
に
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見

へ
ま
す

が
、
こ
こ
は
さ
う
で
は
な
く
て
、
且
ら
く
有
部
の
無
表
読
に

同
調
し
て
、
思
の
種
子
を
假
り
に

「無
表
」
と
構
し
た
も
の
で
せ
う
。

帥
ち
有
部

の
無
表
に
相
當
す
る
も
の
を
経
部
の
上
に
求
め
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
思

の
種
子
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
に
経
部
で
は
無
表
を
立
て
な
い

が
思
の
種
子
を
説
く
か
ら
、
有
部
が
非
難
す
る
や
う
な
過
失
に
堕
す
る

こ
と
は
な

い
、
と
言

つ
て
答

へ
て
ゐ
る
の
が
、
上
掲

の
文
章
で
あ
り
ま

す
。
な
ほ
西
藏
諜

の
倶
含
論
で
は
こ
の
通
り
の
文
章
に
は
な
つ
て
ゐ
ま

せ
ん
が
、
意
味

の
上
で
は
攣
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
玄
契
は
意
味
を
と
つ

て
鐸
し
た
の
で
せ
う
。

こ
の
や
う
に
倶
含
論
や
成
業
論
の
上
で
世
親
は

無
表
と
思

の
種
子
と
を
同
視
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
ま
す
か
ら
、
私
は
こ

れ
に
從
つ
て
有
部
の
無
表
論
を
批
評
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら

無
表
と
種
子
と
を
同
覗
す
る
の
が
途
方
も
な
い
誤
解
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ

の
誤
解

を
犯
し
た
最
初
の
入
は
實
に
世
親
菩
薩
で
あ
る
と
申
さ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

倶
舎
論
は
理
長
爲
宗
の
聰
明
論
で
あ
る
と
言
は
れ

て
ゐ
ま
す
。
「
理

長
爲
宗
」
と
い
ふ
ご
巴
は
批
到

の
精
神
で
あ
り
ま
す
。
有
部
の
學
読
を

批
評
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
倶
舎
論
の
目
的
の

一
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、
我

々
も
亦
倶
舎
論
の
所
読
を
批
評
的
に
取
り
扱
つ
て
、
そ
の
中
か
ら
佛
教

の
本
流
を
見
つ
け
出
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
が
、
世
親
菩
薩

の
精
神

に
澹

ひ
奉
る
所
以
で
あ
る
と
、
私
は
信
じ
て
ゐ
ま
す
。

加
藤
博
士
は
、
有
部
は
佛
滅
後
約
七
百
年
間
、
佛
教
學

の
中
心
圭
流

と
な
つ
て
ゐ
血
部
派
で
あ
る

(
か
ら
、
有
部
の
論
を
批
議
す
る
が
如
き

は
途
方
も
な
い
越
樺
で
あ
る
、)
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
言
う

て
ゐ
ら

れ
ま
す
が
、

こ
れ
に
封
し
て
も
私
は
承
服
し
か
ね
ま
す
。
も
つ
と
も
括

弧
の
中
は
私
が
作

つ
た
文
章
で
、
こ
の
通
り
の
こ
と
を
加
藤
博
士
が
言

う
て
ゐ
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
ぜ
ん
が
、
文
章

の
前
後
の
關
係
か
ら

椎
察
す
る
と
、
か
う
い
ふ
意
味
に
な
る
や
う
で
す
。
有
部
が
印
度
に
お

い
て
あ
る
期
間

(私
は
佛
滅
後
七
百
年
間
と
轍
考

へ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
)
、

佛
教
學
の
中
心
圭
流
と
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
は
事
實
で
せ
う
。
け

れ
ど
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
有
部
が
佛
教

の
正
當
な
綴
承
者
で

あ
つ
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
す
。
私
は
つ
ね
つ

ね
、
有
部
の
教
學
を

佛
教
と
い
ふ

一
つ
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
お
い
て
眺
め
か
へ
し
て
見
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
印
度
佛
教
教
學
史
上
に
お
け
る
有
部
教
學
の
位
置
を

正
當

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
。
今
度

の

「業

の
研
究
」
も
實
は
か
う
し
た
私
の
試
み
の
一
つ
で
す
。
從
つ
て
私

は
、
有
部
の
阿
毘
達
磨
教
學
を
佛
教
學
の
金
科
玉
條

(批
到
し
て
は
な

ら
な
い
紳
聖
な
も
の
)
で
あ
る
と
は
思
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
こ
の
黙
は
博

士
と
私
と
は
意
見
を
異
に
す
る
者
の
や
う
で
す
。

(補
論
)
初
め
、
佛
教
教
團
へ
の
入
團
を
意
味
す
る
預
流
と
、
聖
道
の
流

れ
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
見
道
の
預
流
と
あ
つ
た
の
が
、
い
つ
し
か
前
者

は
慶
せ
ら
れ
て
後
者
の
み
が
残
つ
た
。
從
つ
て
前
者
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る

四
預
流
支
の
読
や
戒
學
の
完
成
を
預
流
に
あ
て
る
読
は
、
そ
の
時
塵
せ
ら
る

べ
き
筈
で
あ
つ
た
の
に
、
誤
つ
て
残
存
を
許
さ
れ
、
そ
れ
が
後
者
で
あ
る
見

道
の
預
流
説
に
混
入
し
た
、
と
見
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

原
始
佛
教

に
お
け
る
出
家
道
と
在
家
道

(
舟

橋
)
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