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根
本
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平

川

彰

一

戒
律
は
佛
教
修
行
者
の
日
常
生
活
を
規
定
す
る
規
則
で
あ
る
が
、
し
か
し
悟

り
を
實
現
す
る
の
を
目
的
と
し
て
、
立
案
せ
ら
れ
た
規
則
で
あ
る
黙
に
特
色
が

あ
る
。
そ
れ
故
、
戒
律
の
一
一
の
規
則
を
槍
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
原
始
佛

教
の
實
現
せ
ん
と
し
た
根
本
眞
理
を
、
實
陵
的
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
思
ふ
。
こ
こ
に
は
特
に
こ
の
問
題
を

「僧
伽
の
組
織
」
と
云
ふ

面
か
ら
考

へ
て
み
た
い
。
僧
伽
は
、
簡
軍
に
言
へ
ば
原
始
佛
教
の
目
指
し
た
理

想
杜
會
で
あ
る
。
現
實
の
肚
會
は
、
欲
望
と
孚
ひ
、
愛
欲
の
渦
雀
ぐ
世
界
で
あ

る
か
ら
、
佛
陀
と
錐
も
こ
れ
を
直
ち
に
理
想
世
界
に
引
き
上
げ
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
ま
つ
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
と
共
に
集
つ
て
、
そ
の
集

團
に
お
い
て
理
想
的
な
肚
會
秩
序
を
實
現
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
檜

伽
で
あ
る
。
故
に
檜
伽
は
佛
陀
の
悟
り
を
指
導
原
理
と
し
て
打
立
て
ら
れ
た
人

間
共
同
鐙
で
あ
る
。
印
ち
佛
教
の
悟
り
に
達
し
た
人
々
が
、
集
つ
て
肚
會
を
形

成
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
肚
會
は
ど
の
や
う
な
組
織
を
持
つ
か
、
或
ひ
は
ま
た

佛
教
の
悟
り
に
蓬
す
る
爲
に
は
、
如
何
な
る
日
常
生
活
、
或
ひ
は
野
入
關
係
が

要
求
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
等
の
問
題
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
は
、
か
か
る
僧

伽
の
秩
序
を
媒
介
と
し
て
根
本
眞
理
の
實
朧
的
性
格
を
考
へ
て
み
た
い
。

先
づ
始
め
に
檜
伽
の
意
味
に
っ
い
て
、

一
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
僧
伽

は
廣
い
意
味
で
は
、
佛
教
の
在
家
信
者
を
も
含
め
る
と
解
羅
す
る
人
も
あ
る

が
、
少
く
と
も
原
始
佛
教
に
お

い
て
は
、

そ
の
や
う
な
用
例
は
な

い
。
檜

伽
は

佛
教

の
出
家
者

の
み
の
共
同
膿

で
あ
る
。
原
始
佛
教

に

お

い

て

は

比
丘
僧

伽

b
h
i
k
k
h
u
s
a
n
g
h
a
 

比

丘
尼
僧

伽
 
b
h
i
k
k
h
u
n
i
s
a
n
g
h
a
 

の
用
語
が
用
ひ
ら
れ

る
の
が
普
通

で
あ
り
、

檜
伽
が
明
白
に
出
家
者

の
團
膿

で
あ
る

こ
と
を
示
し
て

ゐ
る
。

か
く
僧
伽
は
出
家
者

の
團
瞭

で
あ
る

が
、
し
か
し
比

丘
と
比
丘
尼
と
が

共
同
し

て
作
る
團
腿

で
は
な
く
し
て
、

比
丘
僧
伽

と
比
丘
尼
檜
伽
と
は
各

猫

立
で
あ

つ
た
。

相
互
に
交
渉
を
持

つ
場
合

に

は
、

「
八
敬

法
」
と
云
ふ
嚴
格
な

手
綾
き

を
必
要

と
し
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
或

る
地
方
に
四
人
以
上

の
比
丘
、
或

ひ
は
比
丘
尼

が
居

つ
て
、

共
同
騰
を
形

成
し
た
場
合
に
、
檜
伽
を

形
成
し
、
僧
伽

の
規
則
を
適
用
し
て
、

共
同
膿
を
運
螢

し
て
ゆ
く
こ
と
が
許
さ

れ
る
。

こ
の
や
う

に
し

て
組
織
さ
れ
る
檜

伽
を

「
現
前
檜

伽
」
s
a
m
m
u
k
h
i
b

h
u
t
a
-
s
a
n
g
h
a
 

と
呼

ぶ
。
現
前
僧

伽
と
は
、

地
域

を
輩

位
と
し
て
形

成
さ
れ
る

檜
伽

で
あ
る
。
律
藏

で
云
ふ
僧
伽
は
多
く

の
場
合
こ

の
檜

伽
を
意
味
す
る
。

し
か
し
僧

伽

の
成
員

は
常

に
遊
行
し

て
ゐ
る
。

一
つ
の
住
庭
に
定
住

し
な

い

の
が
た
て
ま

へ
で
あ
る
。

從

つ
て
現
前
檜
伽

の
成
員
は
絶

へ
ず

交
替

し

て

ゐ

る
。

こ
の
や
う
な
遊
行
を

可
能

に
す

る
爲

に
、
檜
伽

の
僧
園

・
精
舎

・
精
舎

の

家
具
等

は
、

比
丘
で
あ
れ
ば
何
人
で
も

自
由

に
こ
れ
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き

る
規
定
に
な

つ
て
ゐ
る
。

先
住
者
が
、
精
舎

が
満
員

で
あ

る
等

の
理
由
で
、
新

來
者

の
入
居
を
拒
絶
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
ど

こ
か
ら

到
着

し
た
比
丘
で
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も
、

そ

こ
の
現
前
僧
伽

の
成
員
に
無
條
件

に
な
り
得
た

の
で
あ
る
が
、

こ
れ

は

彼

等
が
師

圭
佛
陀

に
遇
す

る
信
仰
に
お

い
て
同

一
味

で

あ

り
、

頼

る

べ
き
教

法
、
守

る
べ
き
戒
律

が
同

じ
で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
印

ち
教
法
や
戒
律
、
檜

伽

の
規
則
等

は
、
現
前
檜
伽
を
超

へ
た
存

在
で
あ

つ
た
。

同
檬
な
意
味
で
、
檜

園

・
精
舎
等

の
曾
伽

の
財
産
も
、

現
前
僧

伽
を
超

へ
た
も

の
と
定
め
ら
れ
て
ゐ

た
。

こ
の
や
う
な
問
題

が
あ
る
爲

に
檜

伽

の
意

味
に
は
、

現
前
僧
伽

の
み

で
は

含
み
き
れ
な

い
内
容

が
出

て
く
る
。

こ

の
黙

か
ら
現
前
曾
伽
を
超

へ
た
高
次

の

僧
伽
が
匿

別
さ
れ

る
に
至
つ
た
。

び
れ
が

「四
方
僧
伽
」
c
a
t
u
d
d
i
s
a
-
s
a
n
g
h
a

で
あ
る
。

こ
れ
は

「
已
來
當
來

の
四
方
檜
」
と
も
呼
ば

れ
、

比
丘
達
全
燈
を
包

括
し
、

未

來

の
比
丘
達
ま

で
も
含
め
た
意
味
で

の
、
三
世

一
貫
永
遠

の
檜
伽

で

あ
る
。

三
寳

の

一
つ
と
し
て
の
檜
伽
は
、

こ

の
四
方
僧
伽

の
理
念
に
立
脚

し
て

考

へ
ら
れ

て
ゐ
た
。

部
派
佛
教
時
代
に
な
る
と
、
凡
夫
檜

と
聖
者
僧

と
を
匠

別

し
、

四
双
入
輩

の
聖
者

の
み
の
集
團
を
僧
伽
と
見
る
考

へ
も

出
て
ゐ
る
が
、
原

始
佛
教

に
お
い
て
は
ま
だ
そ
こ
ま

で
の
思
想

の
分
化
は
見
ら
れ
な

い
。

以
上

の
如

く
、
原
始
佛

教

の
檜
伽
は
、

四
方
檜
伽
と
現
前
檜
伽
と

の
二
重
性

に
お

い
て
成
立
し
て
ゐ
る
が
、
實
際

に
檜
伽
を
運
螢

し
て

ゐ
た
の
は
現
前
檜

伽

の
成
員

で
あ
る
。
僧

伽

の
蓮
管

は
常
に
現
前
僧
伽
を
軍
位

と
し
て
な
さ
れ
た
か

ら
、
戒
律

の
規
定
も
す

べ
て
現
前
僧
伽

の
成
員
に
適

用
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

二

僧
伽

の
意
義

は
以
上

の
如
き
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の
檜

伽
を

し
て
檜
伽
た
ら

し
め
る
も

の
は
、

僧
伽

の
規
則

で
あ
り
、

そ

の
規
則

が
即
ち
戒
律
で
あ
る
。

し

か
し
こ
の
戒
律

の
意
味

に
つ
い
て
も

一
言
し
て
幻
く
必
要
が
あ
る
。

と

云
ふ
の

は
、
戒

と
律
と
は

一
鷹

分
け

て
理
解
す
る
必
要
が
あ

る
か
ら
で
み
る
。
印

ち
戒

は
 
s
ila
 で
あ
り
、

律

は
 
v
i
n
a
y
a
 

で
あ
り
、

爾
者
は
言
葉

が
異
る
。
律

は
外

面
的
な
規
則
を
指
す

の
で
あ
り
、

そ
の
多
く
は
條
文
と
な

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に

甥
し

て
戒

は
、

こ
の
規
則
を
守
ら
う
と
す

る
心
内
の
精
神
力

を

云

ふ

の

で

あ

る
。

印
ち
律

は
外
面
的

・
客
観
的
な
規

範
で
あ
る
が
、
戒

は
圭
燈
的

・
内

面
的

な
力

で
あ
る
。

戒
は
個
人
個
人

の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
戒
力

の
強
弱

・
深
淺

は

人
に
よ

つ
て
同

じ
で
な

い
。

し
か
し
律
は
規
則
で
あ
る
か
ら
、
萬
入

に
共

通
し

て
を
り
、

一
般
的

で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
戒
と
律
と
は
、

圭
客
に
封
立
す

る
爾

極
を
形
成
す

る
も

の
で
あ
る

が
、
し
か
し
同
時
に

こ
の
爾
者
が
密
接

に
結
合
し

て
、
佛

教
的
修

行
を
形
成

し
て
ゐ
る
。

こ
の
黙

に
佛
教
的
修
行

の
特
色

が
あ

る
。

他

の
團
謹
に
も
種

々
な

る
規
則

が
あ
る
が
、

こ
の
や
う
な
性
格
を
備

へ
て

ゐ
る
も

の
は
な

い
。
例

へ
ば

國
家

の
法
律

は
國
民
に
共
通

す

る

規
則

で

あ

る

が
、

し
か
し
そ

の
強
制
力
は
罰
則

に
基

い
て
ゐ
る
。

法
律
は
刑
罰

に
よ

つ
て
、

國

民
に
守
る

こ
と
を
強
要
す

る
。

し
か
る
に
律

の
規
則
を
守
ら

し
め
る
力

は
、

か
か
る
外
的
張
制
力

で
は
な
く
し
て
、
佛
道
修
行

に
獲

心
し
た
個
人

の
圭
燈
的

な
戒
力

で
あ
る
。

從

つ
て
戒

の
性
格
は
、
凡

て
の
佛
教
徒

に
同

じ
だ

と
云
ふ
わ

け
に
は
い
か
な

い
。
戒

の
性
格
は
、
獲

心

の
機
縁

と
な

つ
た
教
読

に
よ

つ
て
異

つ
て
く
る
。
佛
道
に
獲
趣
し
た
菩
薩
が
、

あ
ま
ね
く

一
切
を
救

は
ず

ん
ば

や
ま

ざ
る
情
熱

に
動

か
さ
れ
る

の
は
、

菩
薩

の
戒

が
そ

の
や
う

な
性

格
に
よ

つ
て
特

質
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
菩
薩

の
戒

を
か
く

の
如

く
に
特
質

付
け
る
も

の
は
、

入
信

の
機
縁

と
な

つ
た

「
大
乗

の
教

」
で
あ
る
。
佛

教

の
中

に
は
法
門
が
多

い
。
そ

の
中
か
ら
特
定

の

「
教
」
を
選

取
せ

し

め

る

も

の

は

「
信
」

で
あ
る
。

而
し
て

こ
の
信

に
基

い
て
、
人
を
修
行

に
騙
り

た
た
し
め
る

も

の
は

「
戒
」

で
あ
る
。
戒

が
異
る
か
ら
修
行

の
形
式
が
異
る
。

從

つ
て
自
己

の
内
な
る

「
戒
」

へ
の
自
畳
な
く
し
て
、
佛
道
修
行

が

成
立

す

る

籐
地

は

な

い
。
從

つ
て
原
始
佛
教

の
戒
律
を
論
ず

る
に
當

つ
て
は
、

そ
の
戒

の
性
格
を
阿

含

の

「教

」
に
よ

つ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
戒
律

よ
り
見

た
根

本
眞
理

の
性
格

を
考
察
す

る
上
か
ら

は
、

こ
の
鮎
に
關
す

る
硯
究

が
甚

だ
重
要
で
あ
る
。

し
か

戒
律

よ
り
見

た
る
根
本
眞

理
 
(
李

川
)
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し

こ
れ
は
別

の
機

會
に
譲

る
こ
と
と
す
る
。

扱
、

原
始
佛
教
に
由

い
て
、
個
人

に
内
在
す

る
戒

の
力

が
、
檜
伽
と
云

ふ
集

團

の
結
合
力

の
根

源
と
な

つ
て
ゐ
る

こ
と
は
、
律

藏

の
説

明
か
ら
も
明
ら
か
で

あ

る
。
律

の
規
定
に
よ
れ
ば
、

比

丘
が
檜
伽
か
ら
脱
退
す

る

の
は
全
く
自
由

で

あ

る
。
そ

こ
に
は
何
等

の
制
限
も
條
件
も
な

い
。
比
丘
た
る
こ
と
を

や
め
る
と

宣

言
す
る

の
み
で
、
檜

伽
か
ら
の
脱
退
が
成
立
す
る
。

し
か
し
そ
れ
丈

に

一
度

か
か
る
宣
言
を
行

つ
た
も

の
に
は
、

取
消
し
と
云
ふ
方
法
は
存

在
し
な

い
。
か

か
る
人

が
再
び
比

丘
に
な
る
こ
と
を
望
め
ば
、

新
規

の
人
と
同
檬

に
具

足
戒

の

儀
式
を
行

つ
て
、
僧

伽
に
入
る
手
綾
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
や
う

に
檜

伽

か
ら
腕

退
す
る

の
は
全
く
自
由

で
あ

つ
た
か
ら
、

比

丘
達
が
僧

伽
に
と
ど

ま

つ
て
ゐ
る
の
は
、
全

く
彼
等

の
自
獲
的
な
精
神
に
よ
る
わ
け

で
あ
る
。
律

の
規

則

に
は
嚴
格
な
も

の
が
多
い
が
、
そ
れ
が
守
ら
れ
る

の
も
自
獲
的
な
戒

の
精
神

力

に
よ
る

の
で
あ
る
。
故

に
比
丘
が
誤

つ
て
律

の
規
則
を
破

つ
た
場
合
に
は
、

自
ら
進

ん
で
自
己

の
罪
を
獲
露

し
、
罰
を
受
け
る

の
が
原
則

で
あ
る
。
鄙

ち
僧

伽

の
成
員
は
卒
先
し
て
律
を
守
ら
う

と
努
力

し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

誤

つ
て
律

を
破

つ
た
場
合
に
も
自
ら
進

ん
で
罰

を
受
け
ず

に
は
居
ら
れ
な

い
程

の
積
極
的

な
精
沸
に
佳
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

こ

の
精
神

が
即

ち
戒

の
力

で
あ
る
。

そ
れ

故
、

曾

伽

の
律

の
統
制
力
は
、
個
賦

に
内
在
す

る
戒
力

に
基

い
て
ゐ
た
と

云
ふ

こ
と
が

で
き
る
。
印

ち
戒
は
個
人
に
内
在
す

る
圭
観
的
な
力

で
あ
る
が
、

そ
れ

に
も
拘
ら
ず
檜
伽

と
云
ふ
團
腱

の
、
秩
序

維
持

の
根

源
力

と
な
り
得
る

や
う
な

普
遍
性
を
備

へ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
戒

が
、
戒

定

・
慧

三
學

の

一
つ

と
し
て
、
佛
陀
の
読

い
た
法

の
普
遍
性
に

つ
な
が

つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。

こ

の
や
う
な
戒

の
意
義

の
立
場

に
立

つ
て
、
律
藏
に
示
さ
れ
た
律

の
意

味
、
特

に

僧

伽

の
組
織

の
意
義

を
考

へ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三

律
に
は
、

大
き
く
分
け

て
二
つ
の
面
が
あ
る
。

一
つ
は
比

丘
の
個
人
生
活
を

律
す

る
規
則

で
あ
り
、
第

二
は
、

比

丘
の
集
團

で
あ
る
檜
伽

の
運
管

に
關
す

る

規
則

で
あ
る
。

第

一
の
比
丘
の
個
人
生
活

の
規
則
は
條
文
化
さ
れ
て
を
堕
、

所

謂

二
百

五
十
戒
が
そ
れ
で
あ

る
。
家

の
櫓
伽

の
蓮
管

に
間關
す
る
規
則
は
、

條
文

に
は
な

つ
て
ゐ
な

い
。
し
か
し
そ
の
重
要
性

に
お
い
て
は
攣
り
が
な

い
。
寧
ろ

檜
伽

の
運
螢

の
規
則
に
、
根

本
眞

理
の
實
践
的
な
性
格

が
、

よ
り
具
謄
的
に
示

さ
れ

て
ゐ
る

と
思

ふ
。

佛
陀

は
檜
伽

の
建
設
に
非
常

な
努
力
を
沸

ひ
、
檜
伽

を
三
實

の

一
つ
と
し
て

そ
の
便
値

を
重
要

視
し
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
僧

伽
に
よ

つ
て
、

一
般
肚
會

で
は

實
現

で
き
な

い
や
う
な

「
理
想
肚
會
」
、
帥

ち
最

高

の
人
間
秩
序

を

實
現

し
よ

う

と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
從

つ
て
佛
陀
が
檜

伽
に

お
い
て
實
現
し
よ
う

と
し
た

理
想
が
、

こ
こ
で
問
題

に
さ
る

べ
き

で
あ
る
と
思

ふ
。
さ

て
佛
陀
が
僧
伽

に
お

い
て
實

現
せ
ん
と
し
た
理
想
は
、

一
言
に
云

ふ
な
ら
ば

「
卒
和
」
で
あ
る
。
檜

伽
を

「
和
合
僧
」
s
a
m
a
g
g
a
-
s
a
n
g
h
a
 

と
定
義
す

る

の
は
そ
の
爲

で
あ

る
。

し
か
し

一
口
に
李
和
と
云
つ
て
も
、

種
種
な

在
り

方
が
あ

る
か
ら
、

原
始
佛
教

の
理
想

と
し
た
李
和
に

つ
い
て
も
、

更

に
立
ち
入

つ
て
、

そ

の
特
徴
を
明
ら
か

に
す

る
必
要

が
あ
る
。

僧

伽

の
特
徴
を
、

そ

の
輕
濟
的

な
面
か
ら
見
る
と
、

第

一
に
僧

伽
は
生
産

に

從
事

し
な

い
。
比
丘
が
農
業
や
工
業
、

或
ひ
は
商
業
等
に

從
事
す
る

こ
と
は
、

二
百
五
十
戒

の
何
れ
か
の
條
文

に
抵
燭
す
る

の
で
不
可
能

で
あ
る
。
信
者
間

の

仲
介

の
勢
を
と
り
、

何
等

か
の
利
釜
を
受
け
る

こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
ゐ
る
。

供

養
を
得
る
目
的

で
読
法
を
す

る
こ
と
す
ら
許

さ
れ
て
ゐ
な

い
。
そ
れ
故
、

信
者

の
側

か
ら
云

へ
ば
、

布
施

は
全

く
の

「
奉
仕
」

で
あ
る
。

何
等

の
代
償
を
も
期

待

し
な

い
無
條
件

の
奉
仕
で
あ
る
。
原
始
佛
教

教
團
で
は
、

こ
の
や
う
な
性
格

の
布
施

が
、
最
も
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う

に
僧

伽
は
積
極
的
に
財
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の
獲
得
を
し
な

い
か
ら
、
曾
伽

の
生
活
は
毎

日
の
乞
食
や
、
信
者

の
布
施
に
よ

つ
て
維
持
さ
れ
る
。

財
物

の
獲

得
に

つ
い
て
は
、

僧
伽

は
全

く

受
動
的

で

あ

る
。

從

つ
て

一
般
肚
會

と
僧
伽

と
の
間
に
は
、

物
質

の
孚
奪
と
云
ふ
こ
と
は
起

ら
な

い
。
こ
の
こ
と
が

「
和
合
檜
」
を
形
成
す
る
第

一
の
條
件

で
あ

る
。

し
か

し

こ
の
や
う

に
経
濟
的

に
不
利
な
條
件

の
も
と
で
、
僧

伽

が

存
綾

で
き

た
黙

に
、

僧
伽
が

一
般
杜
會

か
ら
そ

の
儂
値

を
高
く
評
優
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
認
め

ね
ば
な
ら
な

い
。
世
俗

の
世
界
は
欲
望

の
世
界
で
あ
り
、

財
物

の
孚
奪
を
事
と

し
て
ゐ
る
。

し
か
し
倫
具

つ
、
孚
奪
を
越
え
た
世
界
、

孚
奪
な
き
世
界
を
あ

こ

が
れ
て
、

そ
の
モ
デ

ル
を
佛

教
の
僧
伽

に
認
め

て
、

こ
れ
を
支
持
し
た

の
で
み

る
と
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

僧
伽

が
財

の
獲
得
に

つ
い
て
、
全

く
受
動
的
な
態
度

を
取

つ
た
の
は
、

で
き

る
丈
他
を
傷
け
な

い
で
、
自
己
の
生
存

を
維
持

し
よ
う
と
し
た
か
ら

で
あ
る
。

生
き
る
爲
に
他
を
傷
け

る
こ
と
を
な
る

べ
く
避
け
る

に
は
、
乞
食
が
最
も
理
想

的
だ

か
ら

で
あ
る
。

な
ほ
こ

の
や
う
な

不
利
な

條
件

の
も

と
で
、
檜
伽
が
存
綾

す

る
爲
に
は
、
僧
伽
は
他
人

の
供
養

に
鷹
ず

る
丈

の
實

力
を
備

へ
て
ゐ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
檜
伽
が
「
鷹
供
僧
」
d
a
k
k
h
i
n
e
y
y
a
-
s
a
n
g
h
a
 
と
呼

ば

れ
る
理
由

が
あ
る
。

即
ち
檜

伽
は
世
聞

の
供
養

に
鷹
じ
て
恥
じ
な

い
丈

の
内
實

を
備

へ
て
ゐ
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

僧
伽
は
物
質

の
面
に
お

い
て
は
全
的
に
世
間
に
依
存
す

る
が
、

し
か
し
他

の
面
で
は
そ
れ
を
償

つ
て
飴

り
あ

る
恩
恵
を
杜
會
に
與

へ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
檜

伽
存
綾

の
條
件

と
し
て
要
求

さ
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
印

ち
僧

伽

の
性
格

の

一
つ
と
し
て
、

「
不
薗

の
精
進
」

の
面

の
あ
る
ご

と
を
認
め
ね
ば
な

ら
な

い
。

上
述

の
如
く
、

檜
伽
は
生
産
に
從
事
し
な

い
か
ら
、

檜
伽

の
纏
濟
生
活
で
重

要
な

こ
と
は
漕

費

の
面
で
あ
る
。

こ
れ
を

一
言
に
云

ふ
な
ら
ば
、

分
配
の
公
李

と
云
ふ
こ
と
で
あ

る
。
僧
伽

に
お
い
て
は
、
圭
な

る
財
産
は
四
方
櫓
伽

の
共
有

財
産
と
な

つ
て
ゐ
る
。
曾
園

・
精
舎

・
寝
毫

・
其

の
他

の
器
具

等

は
、
四

方
僧

の
財
謹
に
入
れ
る
規
則
で
あ
り
、

現
前
檜
伽
は

こ
れ
を
管

理
し
、
利
用
す

る
こ

と
は
で
き
る
が
、

こ
れ
を
慮

分
す

る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。

而
し
て
利

用

に
際
,し

て
は
、

利
用

の
公
卒
が
規

定
さ
れ
て
を
り
、

そ

の
爲
に
紬
か
な
規

則
が

作
ら
れ
、

更

に
比

丘
の
私
有

財
産
も
認
め
ら

れ

て

ゐ

た
。

そ

れ

は
衣
服

・
坐

具
。

食
鉢

漉
水
嚢

・
針
等

の
日
常
生
活
に
必
要
な
小
藪

の
物

質
に
限

ら
れ
て

ゐ
た
。

此
等

の
私
有
財
に

つ
い
て
は
、
分
配

の
公
亭
が
規

定
さ
れ
て
を
り
、

特

に
衣
服
と
食
物

の
分
配
に

つ
い
て
は
細
か
な
規

定
が
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

な
ほ
檜
伽

の
物
質
生
活
に
お
い
て
重
要
な

こ
と
は
、
欲

望

の
制
禦

と
云
ふ
こ

と

で
あ
る
。

印
ち
、

比

丘
個
人
と
し
て
も
、

ま
た
檜
伽
全
膿
と
し
て
も
、

生
活

に
必
要
な
も

の
以
外
は
所
有
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
な

い
。
金

・
銀

・
銭

・
寳
物

等

は
所
有
が
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。

ま
た
必
要
な
も

の
で
も
飴

分
に
持

つ
こ
と
は

許
さ
れ
な

い
。
衣
服
な
ど
も

一
揃

の
み
で
あ
る
。

食
物
も
貯
藏
す
る

こ
と
は
許

さ
れ
な

い
。
明

日
の
爲
に
、
今

日
の
食
物

の
残
り
を
藏

つ
て
お
く

こ
と
は
禁
ぜ

ら
れ

て
ゐ
た
。

明

日
を
煩

ふ
勿

れ
と
い
ふ
意
味

で
あ
る
。

金
銀

の
所
有

と

い
ふ

こ
と
は
、

未
來

で
の
使
用
を
目
的

と
し
て
ゐ
る

か
ら
、

未
來
に
束
縛
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
を

示
す
。

常

に
現
在

一
刹
那
に
佳
す
る
人

に
は
、

金
銭

の
所
有
欲

は
起

ら
な

い
筈

で
あ

る
。
從

つ
て
か
か
る
こ
と
を
遮
す
る
此
等

の
規
定
は
、
未

來
や

過
去

の
束
縛

か
ら
腕
す
る

こ
と
を
理
想

と
す
る

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

そ

の
日
そ

の
日
に
結
末
を

つ
け
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
常

に
永
遠

の
現
在
に

佳
せ

ん
と
す

る
理
想

が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
解

し
て
よ

い
も

の
で
あ
る
。

以
上
、

僧
伽

の
物
質
生
活
か
ら

云
ひ
得
る

こ
と
は
、

諄
ひ

の
な

い
世
界
建
設

の
條
件

と
し

て
、
物
質

の
面
に
お
い
て
は
、

欲
望

の
制
禦

価
小
欲

知
足
が
第

一

に
要
求
さ
れ

て
ゐ
る
。

そ
し
て
重
要
な
財
謹
は
な
る

べ
く
共
同
所
有
に
し
、
個

人

の
所
有
を
許
す
も

の
に

つ
い
て
は
分
配
の
公
卒
と

云
ふ

こ
と
が
、

重
要
で
あ

戒
律

よ
り
見

た
も
根
本
眞

理
 
(
李

川
)
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戒
律
よ

り
見
た

る
根
本
眞
理
 
(
卒

川
)

る
こ
と
が
示
さ
れ

て
ゐ
る
。

四

次
に
僧

伽
の
精
神
生
活

に
つ
い
て
見
る
と
、
第

一
に
檜
伽
に

お
い
て
は
個
人

の
人
格
が
充

分
に
尊
重
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。

し
か
し
同
時

に
檜
伽

が
、
常
に
全
騰

と
し
て
同

一
行
動
を
な
し
う
る
ま
で
に
、

各
人

の
精
神

が
高
め
ら
れ

て
ゐ
た

こ

と
も
認

め
ら
れ
る
。

個
人

の
入
格

の
尊
重
と
云
ふ
黙

か
ら
云
ふ
と
、

第

一
に
檜
伽

に
は
階
級
が
な

い
。
し
か
し
無
階
級

の
檜
伽
を
作
る
爲
に
は
、

檜
伽
は
世
間

と
決
定
的
な
断
絶

を
必
要
と
し
た
。
佛
教

で
出
家
を
す
る
人
は
、
僧

伽
に
入

る
時
、

過
去

の
生
れ

や
階
級
、

富
や
名
讐
親
族
等

の
す

べ
て
を
捨

て
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。

こ
れ

は
百
川
海

に
入

つ
て
、
も
と

の
名
を
失
ひ
、

た
だ
大
海

と
呼
ば

れ
、
同

一
戯
味

と
な
る

こ
と
に
比
せ
ら
れ
る
。

比

丘
も
過
去

の
経
歴

の

一
切
を
失
つ
て
、
沙
門

縄
子

と
な
り
、

同

一
解
腕
味
な
る
檜
伽
に
没

入
す

る
の
で
あ

る
。

比
丘
が
こ
の

や
う

に
過
去

の

一
切
を
捨

て
る

こ
と
に
よ
り
、

逆
に
檜
伽

の
内
部

に
お
い
て
は

徹
底
的
な
亭
等
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
僧

伽
に
も
秩
序

を
保

つ
必
要

が
あ
る
か
ら
、

こ
の
黙
は
年
長
者
を
敬
ひ
、

比

丘
に
な

つ
て
か
ら

の
年
月
の
大

小
に
よ

つ
て
、
上
下

の
秩
序
を
立
て
て
ゐ
る
。

次

に
注
意
す

べ
き

こ
と
は
、
僧
伽

の
會
議

の
蓮
螢

で
あ
る
。
檜

伽

の
會
議

は

鵜
磨
作

法
で
行

は
れ
る
が
、

こ
の
會
議

に
お
い
て
は
各
人
は
雫
等

の
獲

言
灌

を

持

つ
て
ゐ
る
。

檜
伽

に
は
特
殊
な
樺
力
者
、

例

へ
ば
法
王
と
か
法
圭
と
か
云
ふ

人
は
居
な

か

つ
た
。
會
議

に
お
い
て
各
人

は
卒
等

で
あ
る
と
同
時
に
、

會
議
は

全
員

の

一
致

し
た
意
見

に
よ

つ
て
事
を
決
定
す
る
仕
組
に
な

つ
て
ゐ
た
。

一
人

の
反
鞠
者

が
あ

つ
て
も
、

事

を
決
定
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。

こ
れ
は
個
人

の

人
格
を
尊
重
す
る
根
り
、

小
藪

の
意
見
と
錐
も

こ
れ
を
無
視
す
る

こ
と
が
で
き

な

い
か
ら
で
あ
る
。

す

べ
て

の
入

の
意
見
を
尊
重
す

る
と
す

れ
ば
、

實
行

し
得

る
こ
と
は
、
全
員

が

一
致
し

て
決
定
し
た
こ
と
に
審
き
る
と

い

ふ

こ

と

に

な

る
。

尤
も
原
始
教
團

に
お
い
て
も

「
多
藪
決

」
は
行

は
れ

て
ゐ
た
。

し

か
し
そ

れ
は
現
今

の
會
議

で
用

ひ
る
多
藪
決
と
は
、
形
式

は
同
じ
.で
も
意
味
は
異
る
。

現
今

の
多
籔
決

の
方
法
は
、
小
籔
者
が
好
む
と
好
ま
ざ

る
と
に
拘
ら
ず
、

一
定

の
手
綾
き

を
経
て
多
藪
決
に
も

つ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
が
、
原
始
佛
教

に
お

い
て

は
、

全
員

が
多
藪

決
に
よ
る
決
定
を
希
望
す
る
場
合
に

の
み
、
多
藪
決

が
探

用

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

蓋
し
問
題
に
よ
つ
て
は
多
藪
決
を
探
用
す

る
方
が
、

便
利

で
あ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
僧

伽
に
お

い
て
は
、
個

人
の
意
見
が
極
度
に
尊
重

さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、

し
か
し
こ

の
こ
と
は
、
各
人

が
勝
手
な
意
見
を
述

べ
て
よ
い
と
云
ふ

意
味

で
は
な

い
。
各
人
が
會
議
全
膿

の
決
定
を
左
右
し
得

る
と
云
ふ
こ
と
は
、

各
人
が
全
膿
に
密
接
に
結
合
し
て
ゐ
る
こ
と
を
意
識
せ
し
め
る
も

の
で
あ
り
、

個
人
と
全
燈
と

の
相
互
依
存
、

調
和
を
、
成
員
に
深
く
自
畳
せ
し
め
る
も

の
で

あ
る
。

こ
の
や
う
な
自
畳
な

く
し
て
は
、
上
記

の
如
き
僧

伽

の
蓮
管

方
法
は
、

實
際

に
は
實
行
不
可
能

で
あ
ら
う
。

そ
の
意

味
で
、
上
記

の
規
定
は
、
僧

伽

の

成
員

が

「
常

に
全
騰
に

お
い
て
自
己
を
見
る
」
と

云

ふ

か
、

「
全
燈
に
印

し
て

自
己

の
行
動
を
決
定
し
て
ゆ
く
」
と
云
ふ
か
、

と
も

か
く
個
人
と
全
鐙
と

の
調

和
が
、
高
度

に
保
た
れ

て
ゐ
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
輩
な
る

こ

の
規

定
の
み
に
よ

つ
て
實
現
し
得
る
こ
と
で
は
な

く
、
上
來
述

べ
て
き
た
物
質

的
精
神
的

の
諸

々
の
檜
伽

の
規
定
が
、

そ

の
基
礎

と
な

つ
て
ゐ
る

こ
と
は

云
ふ

ま
で
も
な

い
。
そ
れ

と
同
時
に
、

こ
れ
は
檜

伽
の
成
員

が
す

べ
て
無
條
件
に
佛

陀

に
麟
依

し
、

そ
の
信
仰
が

一
味

で
あ

つ
た
こ
と
や
、
並
び
に
戒
に
基
く
定
と

慧

と
が
、

そ
の
根
抵
に
僧
伽

の
實
践

の
教
理
的
基
礎
付
け
と
な

つ
て
働

い
て
ゐ

た

こ
と
を
示
す

も

の
で
あ
る
。

物
質

の
面
に
お
け
る
、

僧
伽

の
財
産

の
公
李
な
る
利
用
と
、

分
配

の
卒
等
と
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云
ふ
こ
と
も
、

利
己
心

の
挑
除
と
云

ふ
意
味

で
の
無
我
行
の
實
騰

に

つ
な

が
る

も

の
で
あ
る
が
、

同
時
に
物
質
的
な
面
に
お
け

る
全
膿

と
個
人

と
の
相
互
依
存

と
調
和
を

示
す
も

の
で
あ

る
。

か
か
る
物
心

二
面
に
お
け
る

「
全
鐙

と
個
人
と

の
相
互
依
存

と
調
和
」
を
基
礎
付
け
る
教

理
が
何
で
あ
ゐ
か

を

求

め

る

な

ら

ば
、

そ
れ
は

「
縁

起

の
教
理
」
で
あ

る
と
云
ふ

の
が
最
も

近
い
と
思

ふ
。

更

に
も
う

ご
つ
問
題

に
な
る
の
は
、
僧
伽
に
お
け
る
愛
情

の
在

り

方

で

あ

る
っ
第

一
に
、
男
女

の
愛
情

は
僧
伽

で
は
否
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
附
随
し

て
性

的
快
樂
も

禁
止
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
欲
望

の
制
禦

に

つ
な

が

る

問
題

で

あ

り
、

此
丘
達

の
精
神

の
鍛
錬

に
重
要
な
役
割
を
果
す

も

の
で
あ
る
が
、

し
か
し

男
女

の
愛
欲

の
禁

止
は
、

必
然
的

に
子
孫

の
否
定
に

つ
な

が
る
問
題

で
あ
り
、

こ
れ
を
徹
底
す
れ
ば

入
間
存

在
そ

の
も

の
の
否
定

の
問
題

に
な
る
。

し
か
し
佛

陀
が
そ

こ
ま
で
考

へ
て
ゐ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
佛
陀

は
在
家
信
者

の
在
り
方

と
し
て
は
、
夫
婦

の
關
係
を
認

め
て
を
り
、

正
常
な
家
庭
生
活
は
容
認
し
て
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
。

男
女

の
性

の
問
題

は
、
僧

伽
が
乞
食

に
頼
り
、

生
産

に
從
事

し
な

い
と
い
ふ
黙
と
類
似

の
問
題

で
あ

る
。
乞
食
生

活
は
、
他

に
生
産

に
從
事

す

る
人

々
の
存
在
を
豫
想
し

て
、
立

て
ら
れ

た
生
活
法

で
あ

る
。
檜
伽
に
性
欲

を
禁
じ
た
こ
と
も
、

こ
れ
と
同

じ
や
う
な
關
係
に
あ
る
と
考

へ
て

よ

い
と

思

ふ
。
と
も

か
く
比
丘
に
男
女
關
係
を
許
す
と
、

必
然
的

に
妻

や
子
供

が
で
き
、

僧

伽
の
出
世
間
性
は
破
壊
さ

れ
ざ

る

を

得

な

い
。
世
間
を
超

え
た

理
想
國
土

を
、
僧
伽

に
實
現
す
る
爲
に
は
、

欲

の
世
界

で
あ
る
世
間

と
の
徹
底
的
な
漸
絶

が
必
要
で
あ

つ
た
。

そ
の
意
味

で
性
欲

の
禁
止
は
、

少
く
と
も
檜
伽

の
中

で
は

不
可
敏

の
條
件

で
あ

つ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し

こ
の
こ
と
は
、

僧
伽

に
愛
情
が
無
か

つ
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
は
な

い
。
戒
律
で
は
生
命

の
尊
重
が
強
く
圭

張
さ
れ
て
ゐ
る
。

第

一
に
人
を
殺
す

こ

と
が
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。

治
る
見
込

み
の
な

い
病

人

の
安

樂
死
す
ら
禁
止
さ
れ

て
を
り
、

堕
胎

も
禁

ぜ
ら
れ
で
ゐ
た
。

や
般

の
動

物
で
も
、

故
意

に
殺
す

こ
と

は
許
さ
れ
な

い
。
草

木
を
傷
け
る

こ
と
も
許
さ
れ
な

か
つ
た
。

こ
の
や
う
に
命

あ
る
者

へ
の
愛
情

が
、
強

く
圭
張
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

し
か
し
僧
伽

の
愛
情
は
、

感
情

的
で
あ
る
よ
り
も
、
寧

ろ
理
性
的

で
あ

つ
た
。
全
膿

と
の
調
和
、

相
手

の

利
釜
に
な

る
こ
と
が
、
印

ち
愛
情

で
あ
る
と
云

つ
た
形

の
愛
情

で
あ

つ
た
。

そ

れ
故
、
僧

伽
に
お

い
て
他
人

の
過
失
を
指
摘
す
る
場
合
に
も
、

そ
れ
が
時
を
得

て
ゐ
る
か
ど
う
か
、

相
手
の
爲

に
な
る
か
ど
う
か
、
全
豊

の
不

和
を
凱

さ
な

い

か
ど
う
か
等
を
、

先
づ
考

へ
て
し
か
る
後
に
爲
せ
と
云
ふ
言
葉

が
、
し
ば

し
ば

読
か
れ
て
ゐ
る
。

相
互

の
利
釜

に
な
り
、

各
人

の
修

行
を
進

歩
さ
せ
る

が
如
き

愛
情
が
、
檜

伽
で
賞
讃

さ
れ
る
愛
情

で
あ

つ
た
。

こ

の

や
う

な

相
互

の
利
釜

や
、
全
膿

の
卒
和
と

の
關
蓮

に
お
い
て
生
れ
る
愛
情

は
、
全
燈

の
調
和
、

相
互

依
存

の
關

係
に
結
合
し
た
愛
情

で
あ
り
、

教
理
的
に
は
縁

起
の
理
法
に

つ
な

が

つ
て
ゐ
る
と
云

つ
て
よ

い
も

の
で
あ
る
。

以
上
簡
軍
で
あ
る
が
、
僧

伽
の
物
質
生
活
並
び
に
精
神

生
活
の
特
徴
を
槍
討

し
て
み
る
と
、
檜

伽

の
卒
和
と
云
ふ
こ
と
は
、

物
心

二
面
に
お
け
る
個
入

と
全

膿
と

の
全
き
調
和
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
か
か
る
相

互
依
存

の
調
和
は
、

阿
含

の
教
理

の
中
で
は
、
縁
起
読
に
最
も
近

い
こ
と
は
明

ら
か
で

あ
る
。
印

ち
原
始
佛

教

の
根
本
眞

理
を
、

律

の
規
則
を
媒

介
と
し
て
追
求
す

れ

ば
、

縁
起
読
に
露
着
す

る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
縁

起

の
教

理
は
阿
含
輕

に

お
い
て
は
、

法

の
立
場
か
ら
理
論

的
な
読
明
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
と
戒
律

を
媒
介
と
し
て
把
捉
さ
れ
た
理
解
と
で
は
、
形
が
異
な
る
黙
も

あ
る
が
、

し
か

し
そ
こ
に
共
通
的
な
性
格

の
あ
る

こ
と
も
否
定

で
き
な

い
と
思
ふ
。
寧

ろ
僧

伽

の
組
織
を
媒
介
と
し

て
把
握
さ
れ
た
縁
起

は
、
以
上

の
如
き
性
格
を
持

つ
と
云

ふ
こ
と
が

で
き
る
と
思

ふ
。

(
本
稿

は
丈
部
省
科
學
碍
究
費

に
よ

る
研
究

の

一
部

で
あ

る
。)

戒
律

よ
り
見

た

る
根
本
眞

理
 
(
至

川
)

-67-


