
為
め
の
戒
法
、
実
践
的
戒
法
で
あ
る
。
坐

の
宗
教
」
に
、
宗
教
に
は
道
徳
性
、
社
く

ら
い
と
い
う
の
も
此
点
で
あ
る
と
思
う
。

日
蓮
宗
々
義
大
綱
の
戒
壇
の
説
明
に
は
題
目
の
三
業
受
持
を
承
け

て
「
題
目
を
受
持
す
る
場
所
を
戒
壇
」
と
い
う
て
あ
る
。
望
月
歓
厚
教

授
は
戒
域
と
は
所
な
り
と
解
釈
し
て
あ
る
。
場
所
の
み
な
ら
「
壇
」

だ
け
で
「
戒
」
が
な
い
。
戒
法
の
な
い
戒
壇
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
鑑

真
、
伝
教
の
戒
壇
は
二
百
五
十
戒
、
十
重
禁
戒
四
十
八
軽
戒
の
戒
法

法
界
明
因
果
抄
に
五
戒
五
常
を
あ
げ
て
強
調
し
て
い
る
。
五
戒
は
五

常
の
道
徳
で
あ
る
。
五
戒
は
仏
教
戒
律
の
基
盤
で
、
佐
前
後
の
御
遺

文
の
諸
処
に
、
特
に
開
目
抄
（
五
三
六
）
外
典
は
仏
教
の
初
門
と
い

わ
れ
、
同
抄
（
五
五
九
）
不
妄
語
戒
、
主
君
耳
入
此
法
門
与
同
罪
事

（
八
三
三
）
に
不
殺
生
戒
を
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
、
四
恩
抄

種
々
振
舞
抄
（
九
六
七
）
安
国
論
一
二
九
、
開
目
抄
（
五
四
四
）
、

（
五
三
五
）
内
典
の
孝
経
、
父
母
恩
の
事
は
全
遺
文
に
四
恩
報
謝
の

戒
法
を
説
か
れ
て
い
る
。
五
戒
四
恩
報
謝
は
御
遺
文
の
、
法
華
経
の

示
す
道
徳
修
身
の
戒
法
で
、
吾
々
人
間
の
宗
教
で
あ
る
法
華
経
御
遺

文
の
人
倫
道
徳
、
過
去
の
悪
業
を
反
省
し
俄
悔
し
清
浄
な
ら
し
め
る

為
め
の
戒
法
、
実
践
的
戒
法
で
あ
る
。
姉
崎
正
治
博
士
の
「
新
時
代

の
宗
教
」
に
、
宗
教
に
は
道
徳
性
、
社
会
性
の
内
容
が
無
け
れ
ば
な

法
華
音
義
関
係
の
書
は
、
そ
の
数
か
な
り
多
い
。
そ
の
内
容
を
大

別
す
る
と
、
仙
巻
一
か
ら
巻
八
ま
で
各
巻
の
次
第
に
し
た
が
っ
て
初

出
の
文
字
を
と
り
あ
げ
た
も
の
、
倒
篇
画
に
分
け
た
も
の
、
側
音
別

に
し
た
も
の
と
、
大
略
三
通
り
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
戒
壇
で
は
な
い
か
。

以
上
三
秘
の
序
列
に
就
て
述
べ
、
特
に
戒
壇
の
内
容
を
附
加
し
、

本
尊
戒
埴
題
目
の
序
列
が
日
蓮
聖
人
の
御
遮
文
に
依
る
正
当
な
序
列

で
あ
る
事
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

尚
、
三
大
秘
法
抄
に
は
般
初
（
一
八
六
二
）
本
尊
戒
域
題
目
の
序

列
と
な
っ
て
い
る
が
次
に
は
（
一
八
六
四
）
に
は
本
尊
題
目
戒
壇
の

序
列
に
な
っ
て
い
る
。
本
抄
は
真
偽
未
定
の
御
遺
文
で
あ
る
点
を
考

慮
し
て
貰
い
た
い
。

繊
延
鋤
大
檸
法
華
経
音
義
に
つ
い
て

Ｉ
本
書
を
従
来
、
日
遠
の
著
作
と
す
る
の
は
誤
り
Ｉ

兜
木
正
享

(鰹5）



こ
の
た
び
複
製
さ
れ
た
法
華
音
義
は
、
第
二
の
部
類
に
属
す
る
書

で
あ
る
。
こ
の
書
の
賊
に
刊
行
の
目
的
を
記
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い

う
。
す
な
わ
ち
、
法
華
音
義
は
刊
行
書
は
あ
る
が
、
快
倫
音
義
な

ど
は
韻
書
を
基
に
し
て
作
っ
て
い
る
か
ら
、
上
智
の
導
き
で
は
あ
っ

て
も
初
学
者
に
は
向
か
な
い
。
そ
こ
で
文
字
の
同
じ
た
ぐ
い
を
篇
に

分
け
て
集
め
、
ま
た
経
中
の
同
字
別
音
を
あ
げ
、
韻
切
な
ど
を
教
え

て
下
愚
、
浅
学
を
導
く
た
め
に
こ
の
薔
を
刊
行
す
る
の
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
本
宗
関
係
に
あ
っ
て
は
心
性
院
日
遠
の
作
と

さ
れ
、
日
遠
の
著
作
の
一
つ
に
こ
れ
を
か
ぞ
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠

は
お
そ
ら
く
、
日
蓮
宗
章
疏
目
録
に
、
こ
れ
を
日
遠
の
著
作
と
し
て

あ
げ
て
い
る
の
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
章
疏
目
録
は
何
に
よ
っ
て

そ
う
し
た
の
か
は
詳
で
な
い
が
、
江
戸
の
書
籍
目
録
で
初
出
と
さ
れ

て
い
る
寛
文
目
録
に
一
巻
の
法
華
音
義
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
は

作
者
名
を
の
せ
て
い
な
い
が
、
元
禄
年
間
の
目
録
に
は
、
法
華
大
意

二
巻
の
日
遠
の
著
作
に
つ
い
で
「
同
音
義
一
同
作
」
と
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
本
書
に
は
文
中
に
著
者

名
を
出
さ
ず
、
何
人
の
著
作
で
あ
る
か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

身
延
山
大
学
複
製
本
の
法
華
音
義
は
、
日
遠
作
と
い
う
従
来
の
説

を
信
じ
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
棲
神
第
四
二
号
に
い
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
は
旧
説
の
ま
ま
踏
襲
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
誰
も
日
遠
の

著
と
し
て
疑
っ
て
い
な
い
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
と
が
め
よ

う
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
本
書
は
日
遠
の
著
作
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
れ
ば
、
日
遠
に
は
法
華
随
音
句
そ
の
他
の
音
義
書
が
あ
っ

て
、
本
宗
に
お
け
る
音
義
・
音
訓
に
お
け
る
指
導
的
立
場
を
築
い
て

い
る
が
、
と
く
に
内
容
的
に
直
接
に
結
び
付
き
の
あ
る
随
音
句
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
随
音
句
の
説
と
、
本
書
に
い
う
と
こ
ろ
と
相
容
れ

な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
の
書
を
日
遠
作
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
例
を
つ
ぎ
に
ひ
く
。

（
法
華
音
義
）
（
随
音
句
）

社
六
榊
父
而
已

シ

イ

迄
四
掛
父
而
已

迄
四
蝿
鱗
不
己
イ

ュ
幸
嬉
戯
不
已

杜
程
施
功
不
已

シ

ダ
イ

奉
四
施
功
不
已

複
製
本
音
義
に
、
響
嚥
品
、
法
師
品
の
三
所
に
あ
る
「
不
已
」
は

い
ず
れ
も
「
シ
」
と
よ
み
、
日
遠
の
随
音
句
に
は
、
こ
れ
を
「
ィ
」

("6)



と
よ
む
。
こ
れ
に
因
ん
で
、
音
義
に
は
イ
。
．
．
シ
・
キ
を
「
上
著

・
下
著
・
皆
離
・
皆
着
」
（
二
十
四
オ
）
と
す
る
が
、
随
音
句
で
は

ヨ
リ

ト
コ
ト
ワ
カ
シ
キ

昔
ィ
。
．
・
シ
・
キ
ハ
上
着
・
下
着
・
皆
離
・
皆
着
云
大
二
可
笑

ト
ハ
ノ
ノ
写
、
ニ
テ
ノ
ノ
写
、

事
也
。
夫
、
コ
ト
キ
呉
漢
異
也
。
又
シ
ト
イ
ト
ハ
同
字
音
不
同

一
一

ツ

也
。
故
文
字
、
但
二
而
已
也
（
上
十
六
ウ
）

タ
ツ
４

と
述
べ
、
「
己
ノ
字
ヲ
有
人
シ
ノ
音
ニ
ョ
ム
ハ
誤
ナ
リ
。
辰
巳
ノ
時

ミ
ノ
音
ナ
リ
。
ヤ
ム
ト
ョ
ミ
、
及
ピ
語
ノ
終
リ
ニ
置
ク
時
ハ
皆
イ
ノ

音
ナ
リ
」
（
同
上
）
と
い
っ
て
、
二
字
説
を
立
て
て
い
る
。
い
つ
ば

ん
に
は
、
こ
れ
を
三
字
と
し
て
「
ミ
。
シ
は
上
、
ヤ
ム
・
ィ
は
す
で

に
中
ば
な
り
、
オ
ノ
レ
・
ツ
チ
ノ
ト
、
．
・
キ
は
下
に
つ
く
」
な
ど

の
詠
で
し
ら
れ
る
よ
う
に
三
字
と
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
の
説
が
こ

の
よ
う
に
、
両
書
の
間
に
四
字
説
と
二
字
説
と
に
分
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
く
い
ち
が
っ
た
内
容
の
書
が
同
一
人
の
作
で
あ
る
と
す

る
の
は
、
お
か
し
い
。
さ
ら
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

（
音
義
）
（
随
音
句
）

窄
一
稚
推
落
舞
轆
栂
一
漏
緑
識
鑿
準
蘇
）

普
門
品
偶
の
推
落
大
火
坑
の
と
こ
ろ
音
義
で
は
ス
ィ
ラ
ク
、
随
音
句

で
は
、
ス
イ
ラ
グ
・
タ
イ
ラ
ク
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
い
う
。
前
説
を

改
め
る
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
何
か
の
こ
と
わ
り
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
か
ら
に
は
別
人
の
説
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
書
に
は
原
本
選
択
の
手
落
ち
が
あ
る
。
音
義

（
圭
二
）
の
三
音
文
字
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
、
覆
刻
時
の
落
字
が
あ

る
。
「
楽
・
巳
・
切
・
推
」
の
い
ず
れ
も
カ
ナ
付
け
の
一
音
が
彫
り

出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
本
譜
は
承
応
二
年
刊
行
本
を
覆
せ
彫
り

し
た
と
き
、
彫
り
落
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
ゲ
ウ
・
シ

・
ダ
ウ
・
タ
イ
」
が
落
ち
て
い
る
。
こ
こ
で
は
推
に
「
タ
イ
」
の
音

を
つ
け
て
い
る
。
因
に
、
切
の
字
に
「
ダ
ウ
」
の
音
で
よ
む
と
こ
ろ

が
法
華
経
に
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
が
も
た
れ
る
。
こ
れ
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
こ
れ
に
三
字
音
と
し
て
「
ダ
ウ
」

の
一
音
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
こ
の
こ

と
は
発
表
当
日
、
室
住
先
生
か
ら
の
質
問
）
。

こ
の
こ
と
は
へ
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
藤
原
時
代
の
音
義
書
と
し
て

知
ら
れ
る
九
条
家
本
法
華
経
音
に
「
音
訓
或
同
或
異
形
似
字
」
と
い

う
一
項
（
座
十
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
「
切
・
切
・
初
」
を
あ
げ

サ
イ
セ
ウ
ダ
ウ
．

("7)



て
い
る
。
第
二
字
に
セ
ウ
の
仮
名
を
つ
け
た
の
は
セ
ツ
の
誤
り
か
と

も
思
う
が
、
第
三
字
目
に
ダ
ウ
の
音
を
あ
聯
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
写
経
文
字
は
厳
正
な
糖
書
で
は
な
く
、
や
や
速
筆
な
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
立
刀
の
篇
が
連
っ
て
「
異
形
似
字
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
類
字
が
法
華
音
の
こ
の
と
こ
ろ
に

は
た
く
さ
ん
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
「
或
同
或
異
」
の
中
で
は
、
異

形
字
と
し
て
あ
げ
た
の
を
、
の
ち
に
同
字
別
音
と
し
て
法
華
音
義
に

と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
考
す
る
。

以
上
の
例
示
で
、
こ
の
た
び
の
法
華
音
義
は
日
遠
上
人
の
撰
述
書

で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
み
て
日

遠
の
他
の
著
述
と
趣
き
が
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
も
疑
い
が
も
た
れ
る

一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

こ
の
た
び
の
複
製
本
は
、
寛
文
九
年
の
覆
刻
本
で
あ
る
。
私
が
こ

れ
ま
で
所
見
の
範
囲
で
は
、
本
書
の
原
版
で
あ
る
承
応
二
年
本
に
三

版
の
別
が
刊
記
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
版
本
に
は
、
尾

題
の
す
ぐ
下
に
一
頁
九
行
罫
に
し
た
末
二
行
分
に
双
廓
二
行
の
刊
記

が
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
行
目
は
「
承
応
二
年
癸
已
立
春
仲
旬
」
と
あ

り
、
つ
ぎ
に
第
二
行
目
の
と
こ
ろ
に
つ
ぎ
の
三
と
お
り
の
書
が
あ

ス
》
◎

側
毘
山
舘
道
可
処
士
刊
行

側
山
屋
治
右
衛
門
刊
行

３

右
衛
門
刊
行

そ
し
て
、
右
三
書
の
版
面
を
よ
く
見
る
と
、
そ
の
鮮
明
度
な
ど
か

ら
仙
側
側
の
次
第
に
刊
行
さ
れ
た
と
判
定
が
で
き
る
。
刊
行
名
を
か

え
て
、
か
な
り
た
く
さ
ん
の
部
数
を
刷
っ
た
も
の
と
見
え
て
後
者
ほ

ど
摺
り
面
に
傷
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
三
版
は
別
版
で
は
な
く
刊
記

の
末
一
行
を
入
れ
か
え
て
し
た
同
一
板
木
の
よ
う
で
あ
る
。
７息Ｆ

↓
〃

こ
れ
に
対
し
て
後
版
の
寛
文
九
年
版
に
も
二
板
が
あ
る
。
こ
の
こ
く

板
は
、
別
板
で
あ
る
こ
と
が
板
面
か
ら
見
う
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
榎

せ
刻
り
で
板
下
を
新
し
く
し
た
も
の
で
は
な
い
。
刊
記
名
も
年
号
も

全
同
で
あ
る
が
、
木
記
に
上
棡
の
切
り
込
み
の
あ
る
別
板
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
同
年
板
の
両
版
の
版
面
を
見
る
と
、
こ
の
た
び
の
版
面

が
も
っ
と
も
拙
劣
で
後
版
で
あ
ろ
う
。

股
後
に
、
本
書
の
作
者
に
つ
い
て
推
察
が
ゆ
る
さ
れ
れ
ば
、
承
応

二
年
の
三
板
の
中
、
后
の
切
間
二
板
の
名
は
書
店
主
の
名
で
あ
ろ

う
。
は
じ
め
い
の
毘
山
舘
道
可
処
士
と
い
う
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。



こ
れ
は
書
店
主
で
も
あ
り
又
は
な
く
、
本
書
の
賊
文
に
い
う
「
予
」

に
あ
た
る
本
書
の
篇
集
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
来
、
法
華
の
音
義

書
の
類
書
は
多
い
。
そ
れ
ら
を
習
学
し
て
、
篇
画
に
分
け
（
こ
の
方

式
先
例
が
あ
る
）
て
初
学
便
宜
の
指
南
書
と
し
た
も
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ｅ
た
だ
今
日
蓮
宗
が
全
日
本
全
世
界
人
類
に
対
し
七
○
○
年
余
り

の
そ
の
歴
史
的
存
在
に
か
け
て
自
体
を
宣
言
す
る
こ
と
ば
の
こ

と
。
今
の
我
々
が
た
と
い
、
よ
く
は
わ
か
ら
な
く
と
も
日
蓮
宗
と

い
う
宗
団
に
属
し
て
い
る
か
ぎ
り
当
然
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
ほ
ん
と
う
の
処
、
事
へ
信
仰
に
関
す
る
以
上
、
法
律
道
徳

生
命
以
上
の
重
大
重
要
な
、
い
わ
ば
無
限
責
任
の
信
条
で
あ
る
。

、
今
、
委
細
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
た
だ
掲
げ
ら
れ
た
宗
団
の
カ

ン
バ
ン
、
日
蓮
宗
と
い
う
三
字
は
、
そ
れ
自
体
、
立
派
に
堂
々
と

宗
宣
言
と
教
団室

住
妙

世
界
人
類
生
類
に
、
よ
び
か
け
て
い
る
、
そ
の
人
が
、
晩
年
の
お

手
紙
に
「
丈
六
の
そ
と
ば
を
立
て
て
、
そ
の
面
に
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
、
七
字
を
顕
は
し
て
お
わ
し
ま
せ
ば
、
北
風
ふ
け
ば
、
南
海

の
い
る
く
づ
（
魚
族
）
そ
の
風
に
あ
た
り
て
、
大
海
の
苦
を
は
な

れ
、
東
風
き
た
れ
ば
、
西
山
の
鳥
鹿
、
そ
の
風
を
身
に
ふ
れ
、
畜

生
道
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
ト
ソ
ッ
の
内
殿
（
ミ
ロ
ク
菩
薩
の
現
在
す

る
天
上
界
の
宮
殿
）
に
生
れ
ん
。

い
わ
ん
や
、
か
の
そ
と
ば
に
随
喜
を
な
し
、
身
を
ふ
れ
、
眼
に
見

ま
い
ら
せ
候
人
類
を
や
」
（
中
興
善
、
一
七
一
八
）

こ
の
道
理
を
お
し
て
く
る
と
、
日
蓮
宗
と
い
う
言
葉
を
あ
や
つ
る

人
々
や
、
そ
の
イ
ミ
を
思
え
る
入
ま
し
て
、
信
じ
行
じ
て
い
る
人

々
の
功
徳
、
ど
れ
ほ
ど
か
、
全
く
想
像
を
絶
す
る
と
思
う
。

ｅ
こ
こ
ろ
み
に
、
日
蓮
と
い
う
字
を
み
る
、
ニ
チ
レ
ン
と
い
う
ひ

び
き
を
き
い
た
だ
け
で
も
、
た
れ
で
も
日
本
人
は
、
も
と
よ
り
、

セ
カ
ィ
中
の
人
類
、
な
ん
と
な
く
、
一
種
鮮
烈
な
、
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
る
だ
ろ
う
。

は
て
な
い
無
上
の
上
か
ら
の
、
尊
い
光
り
に
放
射
、
地
底
か
ら
、

感
激
の
力
が
、
わ
き
出
る
だ
ろ
う
。

("9)


