
以
下
の
拙
論
は
、
日
本
佛
教
学
会
年
報
第
七
一
一
号
（
平
成
十
八
年
度
報
告
）
に
一
一
一
月
一
一
日
に
提
出
し
た
も
の
を
基
に
し
て

い
る
が
、
も
と
も
と
こ
の
紀
要
へ
の
寄
稿
の
ご
依
頼
を
受
け
『
大
般
泥
垣
経
」
を
読
み
な
が
ら
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

『
拐
伽
経
』
四
巻
本
に
つ
い
て
は
、
一
一
○
○
三
年
六
月
、
私
が
私
家
版
で
漢
文
校
訂
・
訓
読
本
、
そ
れ
を
基
に
し
て
南
条
文

雄
博
士
校
訂
梵
本
を
再
構
成
し
た
梵
本
、
そ
れ
の
英
訳
、
和
訳
の
計
四
冊
で
一
部
を
構
成
す
る
「
拐
伽
宝
経
四
巻
本
研
究
」
を

百
部
、
計
四
百
冊
の
自
費
出
版
を
し
、
（
交
流
の
あ
っ
た
研
究
者
に
無
料
で
差
し
上
げ
て
き
た
。
そ
の
後
希
望
さ
れ
た
方
々
に
は
送
料
を

負
担
し
て
い
た
だ
き
、
現
在
私
の
手
元
に
は
自
分
用
を
除
い
て
梵
、
英
、
各
十
冊
、
日
、
数
冊
が
残
っ
て
い
る
。
）
英
訳
と
和
訳
と
の
そ

れ
ぞ
れ
の
前
書
き
で
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
ま
た
序
文
で
こ
の
経
典
の
基
本
的
な
思
想
の
要
約
を
述
べ
た
。
（
一
一
○
○
五
年
一
○

月
、
四
冊
そ
れ
ぞ
れ
の
正
誤
表
を
、
そ
れ
ま
で
に
進
呈
し
た
す
べ
て
の
方
に
お
届
け
し
た
。
残
部
が
あ
る
か
ぎ
り
、
希
望
さ
れ
る
方
に
送
料

を
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
無
料
で
差
し
上
げ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
）

浬
藥
経
が
拐
伽
経
の
主
な
表
現
主
体
で
は
な
か
っ
た
か

さ
る
一
一
○
○
六
年
二
月
八
日
、
柳
田
聖
山
氏
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
柳
田
先
生
の
お
誘
い
で
、
柳
田
先
生
が
入
矢
義
高
先
生

と
ご
一
緒
に
始
め
ら
れ
た
禅
文
化
研
究
所
で
の
禅
語
録
研
究
会
、
そ
し
て
お
こ
方
が
熱
心
に
推
進
し
て
く
だ
さ
っ
た
大
慧
宗
呆
「
正

法
服
蔵
」
研
究
会
に
、
そ
の
後
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
柳
田
先
生
が
文
学
部
長
を
き
れ
て
い
た
と
き
に
花
園
大
学
教

授
会
員
に
加
え
て
い
た
だ
い
て
以
来
私
が
蒙
っ
た
学
恩
の
深
さ
を
思
い
返
し
な
が
ら
拙
論
を
ま
と
め
ま
し
た
。

常
盤
義
伸

１



「
慈
悲
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
「
拐
伽
経
」
に
即
し
て
考
察
す
る
と
き
、
巻
一
の
初
め
に
聴
衆
の
代
表
者
・
大
慧
が
南

海
に
面
す
る
ラ
ン
カ
ー
の
島
の
山
頂
に
滞
在
さ
れ
た
仏
陀
の
徳
を
讃
え
て
述
べ
た
と
さ
れ
る
六
偶
（
曰
昌
一
、
。
煙
す
）
が
注
目
さ

れ
る
。
初
め
囚
偶
で
は
、
仏
陀
は
世
間
が
生
滅
、
識
別
の
対
象
、
常
無
常
、
主
・
客
の
実
体
性
を
離
れ
、
要
す
る
に
有
無
を
離

れ
て
い
る
と
洞
察
す
る
智
を
も
た
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
洞
察
を
も
た
ず
有
無
に
執
着
す
る
世
間
の
人
々
に
そ
の
実
相
に

目
覚
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
大
悲
心
を
起
こ
さ
れ
る
、
と
讃
え
、
あ
と
の
二
個
で
、
浬
桑
と
仏
陀
と
を
二
つ
の
こ
と
と
見
て

は
い
け
な
い
、
一
体
だ
、
と
い
う
。

「
貴
方
は
、
世
間
が
生
と
減
．

（
使
用
テ
キ
ス
ト
）

大
般
泥
恒
経

（
参
考
書
）

大
般
泥
恒
経
『
仏
説
大
般
泥
恒
経
」
六
巻
。
大
正
大
蔵
経
三
七
六
番
。
法
顕
訳
（
四
一
八
年
）

（
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
北
京
版
七
八
八
番
を
デ
ル
ゲ
版
一
二
○
番
で
修
正
し
な
が
ら
参
照
し
、
漢
訳
を
訳
出
）

拐
伽
［
宝
］
経
『
拐
伽
阿
祓
多
羅
宝
経
」
四
巻
、
大
正
大
蔵
経
六
七
○
番
、
グ
ナ
バ
ド
ラ
訳
（
四
四
三
年
）

（
南
条
文
雄
校
訂
梵
本
一
九
一
一
一
一
一
年
を
、
上
記
漢
訳
に
よ
り
修
正
し
漢
訳
の
原
型
と
し
て
再
構
成
し
て
訳
出
）

横
超
慧
日
『
浬
藥
経
』
サ
ー
ラ
叢
書
加
平
楽
寺
書
店
一
九
八
一
年

下
田
正
弘
蔵
文
和
訳
『
大
乗
浬
藥
経
」
（
１
）
山
喜
房
佛
書
林
一
九
九
三
年

同
「
浬
藥
経
の
研
究
１
１
大
乗
仏
典
の
研
究
方
法
試
論
」
春
秋
社
一
九
九
七
年

世
間
が
生
と
減
と
を
離
れ
て
虚
空
に
咲
く
花
に
似
、
有
と
も
無
と
も
捉
え
ら
れ
な
い
と
洞
察
し
て
、
洞
察

『
拐
伽
経
』
の
不
食
肉
章

２



て
、
「
浬

レ
｝
い
』
っ
○

を
も
た
な
い
も
の
に
］
慈
悲
を
起
こ
さ
れ
る
。
二
、
１
）

貴
方
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
幻
の
よ
う
で
、
心
の
識
別
能
力
を
離
れ
、

有
と
も
無
と
も
捉
え
ら
れ
な
い
と
洞
察
し
て
、
慈
悲
を
起
こ
さ
れ
る
。
（
一
、
２
）

貴
方
は
、
世
間
が
永
遠
と
破
滅
と
を
離
れ
、
常
に
夢
の
よ
う
で
、

有
と
も
無
と
も
捉
え
ら
れ
な
い
と
洞
察
し
て
、
慈
悲
を
起
こ
さ
れ
る
。
二
、
３
）

貴
方
は
、
主
体
も
客
体
も
と
も
に
無
我
、
煩
悩
も
知
の
対
象
も
常
に
無
相
な
の
で

汚
れ
を
離
れ
て
い
る
と
洞
察
し
て
、
慈
悲
を
起
こ
さ
れ
る
。
っ
、
４
）

浬
藥
の
と
き
に
貴
方
は
ど
ん
な
浬
藥
に
入
る
こ
と
も
な
く
、

浬
藥
が
貴
方
の
な
か
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
過
去
に
そ
れ
を
悟
っ
た
と
か
、

こ
れ
か
ら
悟
る
と
か
い
う
こ
と
が
な
く
、
有
と
無
と
の
二
辺
を
離
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
（
一
、
５
）

ム
ニ
（
貴
方
、
黙
さ
れ
る
聖
者
）
を
、
寂
静
で
生
滅
を
離
れ
て
お
い
で
だ
と
観
察
す
る
も
の
は
、

す
べ
て
現
生
に
囚
わ
れ
ず
、
来
生
に
汚
れ
る
こ
と
の
な
い
人
々
で
す
。
」
二
、
６
）

「
榴
伽
経
」
は
「
般
浬
盤
（
パ
リ
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
」
を
「
聖
智
の
自
覚
の
境
界
」
と
解
し
、
壊
滅
で
も
死
滅
で
も
な
い
と
し

「
混
盤
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
」
と
区
別
し
な
い
。
そ
れ
は
「
壊
」
と
「
死
」
と
を
離
れ
た
、
修
行
者
の
「
帰
依
す
る
所
」
だ

そ
の
と
き
、
優
れ
た
菩
薩
・
大
慧
は
再
び
世
尊
に
次
の
こ
と
を
尋
ね
た
。
「
完
全
な
浬
藥
（
パ
リ
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
と
言
わ

れ
る
こ
の
名
称
は
、
何
を
指
し
て
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
」

世
尊
が
言
わ
れ
た
。
「
一
切
の
自
性
の
習
慣
性
、
お
よ
び
ア
ー
ラ
ャ
識
（
す
べ
て
の
識
別
能
力
の
場
所
、
根
本
の
識
別
能
力
）

と
意
（
思
考
力
、
願
望
）
と
意
識
（
意
の
識
別
能
力
）
と
の
抱
く
固
定
し
た
見
解
の
習
慣
性
、
が
転
じ
て
根
源
に
還
る
こ
と

３



さ
ら
に
大
慧
よ
、
混
樂
は
、
聖
智
の
自
覚
の
境
界
と
し
て
、
常
と
断
と
の
妄
想
、
有
と
無
と
、
を
離
れ
て
い
ま
す
。
ど
う

し
て
常
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
特
殊
と
普
遍
と
の
特
徴
を
妄
想
す
る
こ
と
を
捨
て
去
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
断
で

は
な
い
と
は
、
す
べ
て
の
聖
者
、
過
去
、
未
来
、
現
在
の
彼
等
が
、
自
覚
の
境
界
に
達
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
混
藥
は
壊
滅
で
も
な
く
死
滅
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
も
浬
藥
が
死
滅
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
再
び
生
で

始
ま
る
相
続
と
な
る
で
し
ょ
う
。
も
し
も
浬
藥
が
壊
滅
だ
と
す
れ
ば
、
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
特
徴
に
陥
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
理
由
で
、
浬
藥
は
、
壊
滅
で
も
死
滅
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
壊
滅
と
死
滅
と
を
離
れ
た
、
帰
依
所
と
し

て
、
修
行
者
た
ち
が
達
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
浬
盤
は
、
捨
て
る
こ
と
も
な
く
獲
得
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
、
断
で
も
な
く
常
で
も
な
い
か
ら
、
一
で
も
な
く

多
で
も
な
い
か
ら
、
混
藥
（
減
）
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
」
（
目
⑦
》
乞
漂
）

し
か
し
「
拐
伽
経
」
に
先
行
す
る
『
大
般
泥
垣
経
」
で
は
、
そ
れ
は
仏
陀
の
死
を
指
し
、
最
後
の
供
養
を
捧
げ
る
チ
ュ
ン
ダ

を
始
め
と
す
る
大
衆
が
仏
陀
の
死
を
ど
の
よ
う
な
境
界
と
理
解
す
る
の
が
本
当
か
、
そ
れ
を
形
容
す
る
「
無
常
」
と
い
う
語
の

普
通
の
意
味
が
妥
当
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
仏
陀
自
ら
が
説
き
明
か
す
こ
と
が
、
そ
の
一
貫
す

る
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
「
拐
伽
経
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た

「
股
渥
藥
」
の
説
明
と
し
て
、
「
浬
樂
」
は
壊
滅
と
死
滅
と
を
離
れ
た
、
修
行
者
が
達
す
る
帰
依
所
だ
と
す
る
こ
と
自
体
、
実

は
仏
陀
の
死
を
修
行
者
が
理
解
す
る
仕
方
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
巻
一
、
第
五
偶
の
「
混
藥
」
は
、
仏
陀
の

死
を
意
味
す
る
「
股
浬
藥
」
に
も
読
め
る
。
『
拐
伽
経
』
で
は
、
大
慧
が
讃
え
る
仏
陀
の
徳
、
す
な
わ
ち
世
間
が
虚
空
に
咲
く

花
、
幻
、
夢
、
に
似
て
、
煩
悩
も
知
の
対
象
も
無
相
で
汚
れ
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
洞
察
に
人
々
を
導
こ
う
と
い
う
慈
悲
の
働

が
浬
樂
だ
と
、
あ
ら
ゆ
る
覚
者
も
私
も
言
い
ま
す
。
混
樂
の
境
界
で
あ
る
、
自
性
が
空
で
あ
る
と
こ
ろ
に
住
す
る
こ
と

で
す
。

４



仏
陀
は
、
こ
れ
に
応
え
て
、
測
り
知
れ
な
い
理
由
で
肉
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
し
て
、
そ
の
理
由
の
幾
つ
か
を
本
文
の
長

行
と
偶
と
で
挙
げ
る
。
そ
れ
ら
を
要
約
し
て
偶
の
番
号
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

（
１
）
動
物
た
ち
の
な
か
に
、
生
死
流
転
の
過
程
で
、
我
々
人
間
の
親
兄
弟
姉
妹
子
供
な
ど
の
親
族
あ
る
い
は
縁
者
で
な
か

っ
た
も
の
は
な
い
と
云
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
由
来
す
る
肉
を
、
覚
の
真
実

を
求
め
る
も
の
、
菩
薩
、
が
食
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
四
万
）
。

（
２
）
肉
や
酒
、
に
ん
に
く
な
ど
は
、
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
欲
望
を
募
ら
せ
、
修
行
者
を
解
脱
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
で
あ

き
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
拐
伽
経
」
全
体
の
議
論
に
は
、
優
れ
た
一
貫
性
が
あ
る
。
た
だ
、
巻
四
の
終
り
に
見

ら
れ
る
不
食
肉
章
が
こ
の
経
典
内
で
占
め
る
位
置
が
、
私
に
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
『
拐
伽
経
』
巻
一
初
め
に
大
慧
が
仏
陀

の
徳
を
讃
え
た
あ
と
、
仏
陀
の
答
え
を
求
め
て
発
す
る
「
一
○
八
」
の
問
い
の
一
つ
（
第
四
三
偶
、
南
条
本
第
二
章
第
四
五
偶
）

に
、
不
食
肉
章
導
入
を
予
測
さ
せ
る
唯
一
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

「
ど
う
し
て
肉
食
し
な
い
の
か
、
ど
う
し
て
肉
を
禁
ず
る
の
か
。

な
ぜ
肉
食
の
極
姓
に
生
ま
れ
た
も
の
が
肉
を
食
べ
る
の
か
。
」
（
一
、
偲
盆
弓
）

不
食
肉
章
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
慈
悲
に
由
来
す
る
そ
の
存
在
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
大
慧
は
仏
陀
に
肉
を
食
べ
な

い
こ
と
の
功
徳
と
食
べ
る
こ
と
の
過
失
と
に
つ
い
て
、
教
え
を
乞
う
て
云
う
、

「
真
実
を
間
違
っ
た
仕
方
で
宣
言
し
た
人
々
、
世
間
を
究
極
と
す
る
見
解
に
囚
わ
れ
る
他
の
非
仏
教
者
た
ち
、
断
滅
か
常

住
か
、
有
か
無
か
、
の
両
辺
に
囚
わ
れ
る
人
々
で
さ
え
も
、
人
が
食
べ
て
い
る
肉
を
取
り
去
っ
て
、
食
べ
る
こ
と
を
許
さ

な
い
の
で
す
か
ら
、
況
や
、
世
間
の
守
護
者
よ
、
慈
悲
に
お
い
て
変
わ
り
な
い
正
覚
者
の
貴
方
が
示
さ
れ
た
教
え
に
お
い

て
、
人
々
が
肉
を
食
べ
て
も
よ
い
と
か
、
人
が
食
べ
て
い
る
肉
を
取
り
去
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
」

（
『
］
○
Ｊ
』
い
○
）

５



（
３
）
欲
望
を
募
ら
せ
る
も
の
の
期
待
に
応
え
て
、
利
益
を
求
め
て
業
者
が
た
い
て
い
の
ぱ
あ
い
罪
も
な
い
動
物
を
殺
す
こ

と
は
修
行
者
の
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
悪
行
で
あ
る
（
四
、
理
。

（
４
）
食
物
は
薬
に
似
、
必
要
以
上
に
取
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
食
物
は
百
分
が
食
物
の
入
手
で

き
な
い
状
況
の
な
か
で
生
命
の
存
続
の
た
め
に
や
む
を
え
ず
食
べ
る
］
一
人
息
子
の
肉
に
も
比
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
本
当
に

や
む
を
え
ず
摂
取
す
る
た
め
に
選
ぶ
も
の
で
あ
る
（
四
、
望
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
肉
食
は
無
慈
悲
で
、
解
脱
を
求
め
る
も
の
の
取
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
（
四
、
妬
）
。
（
ョ
。

「
榴
伽
経
』
不
食
肉
章
の
長
行
最
後
の
箇
所
で
仏
陀
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
大
慧
よ
、
人
間
の
利
益
追
求
の
た
め
に
、
大
部
分
の
ば
あ
い
動
物
が
罪
も
な
い
の
に
殺
さ
れ
る
の
で
す
。
他
に
殆
ど
理

由
は
な
し
に
で
す
。
た
い
て
い
は
、
肉
へ
の
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
た
無
知
な
人
々
が
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
網
や
道
具
を

投
げ
入
れ
ま
す
。
捕
鳥
業
者
、
羊
飼
い
、
漁
夫
な
ど
が
、
空
を
飛
ぶ
、
地
上
を
行
く
、
そ
し
て
水
中
を
行
く
、
罪
も
な
い

様
々
の
種
類
の
動
物
た
ち
を
、
利
益
を
求
め
て
殺
し
ま
す
。

さ
ら
に
大
慧
よ
、
魚
や
他
の
肉
で
、
自
分
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
で
な
く
、
自
分
が
用
意
さ
せ
た
の
で
な
く
、
ま
た
欲

し
い
と
思
っ
た
の
で
な
い
と
い
う
理
由
で
声
聞
が
食
べ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
（
「
無

私
の
教
え
の
記
録
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
自
然
死
の
動
物
の
肉
の
五
種
な
い
し
十
種
が
、
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
な
っ
て
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０
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０
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０
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Ｉ
Ｉ

い
ま
す
。
し
か
し
、
今
私
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
肉
を
、
ど
う
い
う
と
き
に
も
無
条
件
に
禁
じ
ま
す
（
今
於
此
経
一
切
種
一
切

時
開
除
方
便
一
切
悉
断
）
。
大
慧
よ
、
［
如
来
は
目
覚
め
た
真
理
を
身
体
と
し
、
目
覚
め
た
真
理
を
食
べ
物
と
し
て
と
る
こ
と
に
な
っ

一
一
一
浄
肉
」
第
八
三
嶋
）
。

、
」
函
。
－
ｍ
］
一
ｍ
）

ろ
（
四
、
泊
）
。
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て
い
ま
す
。
欲
望
の
身
体
を
も
た
な
い
］
如
来
は
、
肉
を
食
べ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
（
如
来
応
供
等
正
覚
尚
無
所
食
、

況
食
魚
肉
）
。
す
べ
て
の
衆
生
を
平
等
に
自
分
の
一
人
息
子
と
み
な
す
如
来
は
、
き
わ
め
て
慈
愛
溢
れ
る
存
在
で
す
。
私

自
身
が
す
べ
て
の
衆
生
を
一
人
息
子
だ
と
意
識
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
声
聞
た
ち
に
一
人
息
子
の
肉
を
食
べ
る
こ

と
を
認
め
ま
し
ょ
う
か
。
」
（
目
○
巴
合
い
‐
」
、
）

こ
こ
に
至
っ
て
仏
陀
は
、
肉
食
に
対
す
る
一
切
の
例
外
を
撤
廃
し
て
、
す
べ
て
の
生
類
へ
の
慈
愛
の
思
い
が
徹
底
す
る
こ
と

を
修
行
者
に
求
め
る
宣
言
を
す
る
。
「
拐
伽
経
』
は
こ
の
不
食
肉
章
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
い
に
そ
の
存
在
意
義
を
発
揮
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
経
全
体
の
教
義
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う

点
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

「
榴
伽
経
」
の
不
食
肉
章
の
中
心
思
想
が
大
乗
の
『
［
股
］
浬
藥
（
［
パ
リ
］
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
経
」
（
法
顕
訳
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
、

曇
無
識
訳
を
含
め
て
）
の
す
で
に
説
く
所
で
あ
り
、
そ
の
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
学
が
指
摘
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、

実
は
「
楊
伽
経
』
自
体
が
そ
の
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
こ
の
不
食
肉
章
に
、
大
慧
の
問

い
を
示
す
三
偶
に
答
え
る
仏
陀
の
二
十
偶
（
第
七
七
’
第
九
六
偶
）
が
、
長
行
の
後
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
第
八
七
偶
で
仏
陀

は
食
肉
を
禁
ず
る
経
典
名
を
挙
げ
る
。

「
「
ハ
ス
テ
ィ
カ
ク
シ
ュ
ヤ
（
象
の
ご
と
き
威
風
）
」
と
「
マ
ハ
ー
メ
ー
グ
ハ
（
大
き
い
雲
）
」
、
「
ア
ン
グ
リ
マ
ー
リ
カ
（
指
の

首
飾
り
を
集
め
る
も
④
」
、
そ
し
て
こ
の
経

『
ラ
ン
カ
ー
ヴ
ァ
タ
ー
ラ
（
ラ
ン
ヵ
ー
に
入
る
）
」
で
私
は
肉
を
禁
じ
た
。
」
（
四
、
師
巴
←
す
）

実
は
南
条
版
梵
本
（
第
八
章
第
一
六
偶
）
は
第
２
と
第
３
と
の
間
に
『
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
を
含
め
て
い
る
。

言騨⑫二斤■【“『の日卸云山国のいぼの巳【ご山や山口、Ｐ］」日幽］汗のへ

一
四
Ｂ
斥
山
ぐ
、
国
日
‐
⑫
曰
門
の
Ｃ
■
曰
四
］
四
日
凶
ョ
団
曰
く
】
ぐ
日
胃
山
日
へ
へ
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「
大
雲
経
」
曇
無
識
（
ダ
ル
マ
ク
シ
ェ
ー
マ
）
訳
（
国
瞠
皀
・
路
『
）
巻
五
初
め
に
次
の
表
現
が
あ
り
、
自
分
の
経
名
を
大
雲
、

大
般
浬
藥
、
無
想
と
、
三
つ
挙
げ
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
云
う
、

「
大
雲
密
蔵
菩
薩
の
問
う
所
の
故
に
大
雲
と
名
づ
け
、
如
来
常
住
に
し
て
畢
寛
し
て
浬
繋
に
入
る
者
あ
る
こ
と
な
く
、
一

切
の
衆
生
悉
く
仏
性
あ
る
が
故
に
名
づ
け
て
大
般
浬
盤
と
為
す
を
得
、
是
の
如
き
経
典
を
受
持
し
読
調
し
て
一
切
の
想
を

断
つ
が
故
に
無
想
と
名
づ
く
。
」
（
曰
艮
Ｓ
９
号
）

「
指
鍾
経
」
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
「
雑
阿
含
経
」
の
そ
れ
の
大
乗
版
グ
ナ
バ
ド
ラ
訳
（
局
迄
。
。
」
Ｓ
『
・
Ｅ
Ｃ
）
「
央
掘
魔
羅

経
」
四
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
巻
四
に
次
の
表
現
が
あ
る
。

経
』
の
名
を
挙
げ
な
い
所
に
両
緬

看
取
さ
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

他
の
漢
訳
（
ボ
ー
デ
ィ
ル
チ
訳
『
ｇ
ち
ど
「
⑭
一
・
シ
ク
シ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
訳
『
Ｂ
←
Ｃ
準
‐
一
）
も
同
じ
。
（
た
だ
し
ポ
ー
デ
ィ
ル
チ
訳
だ
け
は
、

長
行
で
は
「
ア
ン
グ
リ
マ
ー
リ
カ
」
を
含
む
が
、
偽
文
で
は
「
シ
ユ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
（
勝
鰹
）
」
を
挙
げ
る
。
）

下
田
正
弘
氏
の
ご
指
摘
（
「
混
桑
経
の
研
究
」
第
四
章
注
皿
、
皿
）
に
従
っ
て
「
文
殊
師
利
問
経
」
を
見
る
と
、
そ
の
編
集
者
が

こ
の
四
巻
本
「
拐
伽
経
』
の
ま
さ
し
く
こ
の
掲
文
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
世
尊
よ
、
も
し
も
［
そ
の
よ
う
な
例
外
を
設
け
た
う
え
で
］
肉
を
食
べ
て
も
よ
い
と
し
ま
す
と
、
象
亀
経
、
大
雲
経
、
指

鍾
経
、
拐
伽
経
等
の
諸
経
で
は
、
な
ぜ
一
切
の
肉
を
断
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
（
ロ
一
宮
ｃ
」
９
ｓ
断
）
（
梁
、
僧
伽

婆
羅
訳
を
口
語
訳
。
「
象
亀
経
」
の
「
屯
」
は
「
男
」
の
誤
写
か
。
）

こ
れ
は
、
四
巻
本
「
樗
伽
経
」
の
偶
文
に
大
乗
の
「
浬
藥
経
』
の
名
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
貴
重
な
資

料
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
「
大
雲
経
」
が
そ
の
な
か
に
『
浬
藥
経
」
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
表
現
を
含
む
以
上
、
こ
の

偶
は
『
拐
伽
経
」
自
体
が
『
浬
樂
経
」
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
実
は
私
は
、
「
拐
伽
経
」
が
「
混
藥

経
』
の
名
を
挙
げ
な
い
所
に
両
経
の
極
め
て
密
接
な
関
係
が
、
不
食
肉
章
に
限
ら
ず
両
経
の
所
説
の
中
心
的
な
部
分
に
つ
い
て

８



法
顕
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
混
藥
巳
⑦
ｂ
目
と
泥
垣
已
盲
目
と
の
二
様
に
訳
し
分
け
、
前
者
を
「
大
般
浬
盤
経
」
三
巻
（
ロ
》

二
・
・
『
）
に
、
後
者
を
自
分
が
イ
ン
ド
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と
す
る
（
「
法
顕
伝
」
『
望
ｚ
ｐ
ｇ
ｍ
ｍ
。
、
⑦
二
）
こ
の
方
等
（
大
乗
）
の

『
大
般
泥
垣
経
」
の
訳
出
に
当
て
る
（
大
正
大
蔵
経
第
一
巻
で
は
、
法
顕
の
「
大
般
浬
藥
経
」
に
先
ん
ず
る
こ
経
と
も
「
泥
恒
」
を
経

名
に
用
い
て
い
る
。
函
・
・
、
西
普
の
日
法
祖
訳
「
佛
般
泥
恒
経
」
、
三
・
・
の
失
訳
「
般
泥
糎
経
」
）
。
し
か
し
法
顕
訳
の
こ
の
方
等
経

（
『
長
電
。
②
『
の
。
、
巴
‐
②
ｇ
）
に
相
当
す
る
部
分
を
含
め
て
そ
の
五
倍
弱
の
長
さ
を
も
つ
大
乗
の
「
大
般
浬
藥
経
」
四
十
巻

「
文
殊
師
利
、
仏
に
白
し
て
言
う
、
世
尊
、
如
来
蔵
に
因
る
が
故
に
諸
仏
は
肉
を
食
せ
ざ
る
や
。
仏
言
う
、
如
是
。
一
切

の
衆
生
は
無
始
の
生
死
を
生
生
輪
転
し
て
、
父
母
兄
弟
姉
妹
に
非
ざ
る
な
く
、
猶
、
伎
児
の
変
易
常
な
き
が
如
く
、
自
肉

と
他
肉
と
は
則
ち
是
れ
一
肉
な
り
。
是
の
故
に
諸
仏
は
悉
く
肉
を
食
せ
ず
。
」
（
目
ふ
ち
。
）

こ
れ
は
全
く
『
榴
伽
経
』
と
一
致
す
る
。
「
文
殊
師
利
」
の
名
は
「
浬
藥
経
」
と
の
関
連
を
伝
え
る
。

私
は
、
「
拐
伽
経
」
不
食
肉
章
長
行
の
上
記
箇
所
に
相
当
す
る
表
現
を
、
法
顕
訳
「
大
般
泥
垣
経
」
の
巻
三
、
四
法
品
第
八

に
見
出
し
て
、
始
め
て
こ
の
章
の
存
在
意
義
を
知
る
事
が
で
き
た
。
グ
ナ
バ
ド
ラ
訳
以
後
の
「
入
拐
伽
経
」
偶
に
お
け
る
こ
の

『
混
藥
経
』
ヘ
の
言
及
は
一
見
、
当
然
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
グ
ナ
バ
ド
ラ
訳
に
そ
れ
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
の
方
が
、
重
要

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
「
浬
藥
経
」
を
「
拐
伽
経
」
と
読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
に
解
明
さ
れ
る
と
私
は
考
え
る
。

『
枡
伽
経
』
は
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
「
浬
藥
経
」
の
浬
樂
観
を
共
有
し
、
否
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
が
ら
後
者
の
物
語

風
な
表
現
ス
タ
イ
ル
を
離
れ
て
、
す
べ
て
に
お
い
て
、
諭
書
と
も
違
っ
た
経
独
自
の
、
厳
密
な
思
想
表
現
を
意
図
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
一
浬
盤
経
」
の
編
集
者
た
ち
が
新
た
な
構
想
の
も
と
に
『
榴
伽
経
』
を
開
演
し
た
、
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

一
一
『
大
般
泥
恒
経
」
の
仏
陀
が
般
泥
垣
に
臨
む
「
今
」
、
修
行
者
に
不
食
肉
の
制
を
説
く

９



一
樗
伽
経
」
に
よ
れ
ば
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
前
述
の
よ
う
に
、
生
滅
、
有
無
、
断
常
の
特
徴
を
も
っ
て
見
ら
れ
執
せ
ら
れ
る

世
間
が
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
離
れ
て
無
相
で
あ
り
、
見
、
執
す
る
も
の
も
無
相
で
あ
る
と
知
っ
て
執
着
に
由
来
す
る
苦
悩
を
離

れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
離
れ
た
主
体
の
在
り
方
を
意
味
す
る
。
「
大
般
泥
垣
経
」
の
一
貫
し
た
中
心
主
題
は
、
そ
う
い
う
生

滅
、
有
無
、
断
常
を
離
れ
た
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
主
体
で
あ
る
仏
陀
が
寿
命
尽
き
て
な
く
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
大
般
浬
藥
」
と

云
わ
れ
る
こ
と
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
常
と
い
う
文
字
に
従
っ
て
理
解
し
て

い
て
は
、
そ
の
実
相
か
ら
遊
離
す
る
。
大
般
浬
樂
の
実
相
は
無
常
と
常
住
と
を
離
れ
て
、
仏
陀
だ
け
が
知
る
境
界
で
あ
る
が
強

い
て
云
え
ば
「
常
」
で
あ
る
こ
と
を
、
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
、
仏
陀
の
死
を
機
縁
と
し
て
そ
の
真
の
意
味
を
考
え
よ
、
と

（
『
］
国
営
・
・
ヨ
ニ
・
患
、
‐
①
ｇ
）
だ
け
を
訳
し
た
曇
無
識
に
は
、
そ
う
い
う
訳
語
の
区
別
は
必
要
で
な
か
っ
た
。
以
下
、
煩
わ
し

さ
を
避
け
る
た
め
、
直
接
の
引
用
以
外
は
「
浬
藥
」
「
般
浬
桑
」
ま
た
は
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
「
パ
リ
一
一
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
を
用

の
原
型
と
考
え
て
よ
い
）
、

「
大
般
泥
桓
経
』
第
八
品
「
四
法
」
の
第
三
「
能
随
問
答
」
で
仏
陀
は
、
対
告
衆
・
迦
葉
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
は
「
大
迦
葉
の

一
族
の
若
者
」
と
す
る
）
に
、
布
施
の
意
味
に
つ
い
て
根
本
的
な
理
解
を
引
き
出
す
た
め
に
、
師
弟
の
上
下
の
関
係
に
囚
わ
れ
な

い
自
由
な
発
想
で
発
言
す
る
事
を
求
め
る
な
か
で
、
質
問
に
答
え
て
云
う
（
こ
こ
で
の
質
問
者
・
迦
葉
は
、
「
拐
伽
経
‐
｜
で
の
大
慧

い
て
云
え
ば
面

い
う
の
で
あ
る
。

い
『
Ｃ
Ｏ

「
私
は
今
日
か
ら
弟
子
の
修
行
者
た
ち
に
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
こ
と
に
決
め
ま
す
。
肉
以
外
の
食
物
に
つ
い
て

も
、
我
が
子
の
肉
を
食
べ
て
い
る
の
だ
と
い
う
思
い
で
あ
る
べ
き
で
す
。
ど
う
し
て
私
が
弟
子
た
ち
に
肉
を
食
べ
て
よ
い

と
云
え
ま
し
ょ
う
か
。
諸
仏
と
と
も
に
私
は
、
肉
食
す
る
こ
と
が
大
慈
悲
心
を
起
こ
す
道
を
断
つ
こ
と
だ
と
云
い
ま
す
。
」

（
曰
』
輿
二
○
・
ロ
ゴ
の
．
、
①
②
○
塁
‐
患
）
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「
三
種
の
浄
肉
も
、
食
べ
る
事
を
許
し
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
食
べ
て
も
よ
い
と
理
解
し
て
い
た
九
種
、
そ
し
て
禁
ぜ
ら
れ

て
き
た
自
然
死
の
十
種
以
外
の
動
物
の
肉
も
、
禁
じ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
肉
を
食
べ
る
人
が
歩
い
て
い
て
も
、
じ
っ
と

し
て
い
て
も
、
座
っ
て
い
て
も
寝
て
い
て
も
、
他
の
す
べ
て
の
生
物
た
ち
は
、
そ
の
人
に
殺
気
を
嗅
ぎ
取
っ
て
恐
怖
に
陥

る
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
人
が
ヒ
ン
グ
（
に
ん
に
く
臭
の
植
物
）
や
に
ん
に
く
を
食
べ
る
と
、
人
々
の
集
ま
り
や
群
衆
の
な

か
で
誰
そ
れ
が
そ
れ
を
食
べ
た
と
分
か
り
、
不
愉
快
に
な
り
憎
む
の
と
同
じ
で
す
。
肉
食
者
と
分
か
る
と
、
す
べ
て
の
生

物
が
そ
の
臭
い
を
嗅
ぎ
取
り
、
死
の
恐
怖
に
打
ち
の
め
さ
れ
ま
す
。
そ
の
人
が
前
に
進
む
と
、
水
中
、
地
上
、
空
中
に
住

む
生
き
物
た
ち
は
皆
お
び
え
て
、
か
れ
が
我
々
を
死
に
追
い
や
る
の
だ
、
と
気
を
失
い
、
さ
ら
に
は
死
ぬ
で
し
ょ
う
。
こ

う
い
う
理
由
で
、
優
れ
た
菩
薩
が
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
を
教
化
す
る
た
め
に
時
に
応
じ
て
食
べ
る
姿

を
見
せ
て
も
、
本
当
は
食
べ
て
い
な
い
の
で
す
。
」
（
曰
届
ｍ
ｇ
Ｐ
」
マ
ー
ヨ
）

「
私
は
今
ま
で
何
か
の
事
情
が
見
ら
れ
た
時
点
で
条
件
付
き
で
肉
食
を
禁
じ
て
き
ま
し
た
が
、
今
、
個
別
の
事
情
を
離
れ

て
、
私
の
死
を
前
に
し
て
全
面
的
に
肉
食
を
禁
じ
ま
す
。
［
肉
を
食
べ
る
事
は
他
に
危
害
を
加
え
る
事
に
な
る
か
ら
で
す
。
］
」

（
我
説
有
因
縁
者
制
不
食
肉
。
今
日
無
因
縁
者
因
説
大
般
泥
桓
、
亦
復
制
令
不
応
食
肉
。
『
届
、
＄
す
］
田
『
）
＊

＊
原
文
で
「
今
日
」
は
前
の
句
で
「
我
今
日
説
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
文
に
よ
っ
て
後
に
移
し
た
。

一
目
日
日
」
○
口
、
己
」
白
】
鴨
す
田
ロ
リ
ワ
印
》
］
（
勺
患
ず
）
切
穴
煙
す
⑫
召
す
⑫
冒
口
（
○
一
一
ゴ
ロ
》
臼
Ｈ
日
田
日
す
ぃ
一
四
ｍ
ｍ
二
○
』
や
四
【
》
、
ご
臣
【
ず
四
『

卦
凹
め
ず
切
臼
。
｛
の
一
）
＆
ヨ
ゴ
色
ご
ｏ
づ
い
⑫
巨
己
皀
色
ゴ
回
口
］
四
⑫
）
」
四
．
ケ
■
》
］
房
ゲ
の
曰
②
凶
』
ロ
ケ
田
」
己
四
】
曰
（
の
一

曇
無
識
訳
の
相
当
箇
所
が
法
顕
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
の
示
す
本
経
の
仏
陀
の
決
意
の
深
さ
を
十
分
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
曰
く
、

「
我
今
是
の
断
肉
の
制
を
唱
う
。
若
し
広
く
説
か
ぱ
即
ち
尽
く
す
べ
か
ら
ず
。
浬
桑
の
時
到
る
。
是
の
故
に
略
し
て
説

く
」
。
（
『
］
い
》
ｚ
・
・
胃
』
・
笛
①
。
〕
】
‐
屋
）
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仏
陀
の
死
が
大
般
浬
藥
（
優
れ
た
パ
リ
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
と
云
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
住
す
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
住
す
る
仏
陀

の
境
界
・
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
不
死
の
死
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
如
来
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
死
ん
だ
こ
と
が
な
い
、
そ
れ
故
、

そ
れ
は
「
常
住
、
常
恒
、
久
遠
」
と
云
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
死
を
示
す
事
が
諸
仏
の
本
性
（
常
法
、
９
．
閨
＆
）
だ
、
と
さ
れ
る

（
曰
艮
田
】
ず
眉
「
鵠
》
勺
①
Ｐ
画
凹
「
←
）
。
い
わ
ば
、
不
生
の
生
を
生
き
る
仏
陀
が
不
死
の
死
に
臨
ん
で
、
限
り
あ
る
命
の
尊
さ
を
人
々

に
訴
え
る
こ
と
が
、
こ
の
経
典
の
世
間
へ
の
使
命
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
拐
伽
経
」
の
編
集
者
は
、
こ
の
重
要
な
使
命
を

自
ら
の
立
場
と
し
て
踏
ま
え
た
か
ら
こ
そ
、
臨
終
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
の
仏
陀
で
は
な
く
、
南
海
の
ラ
ン
カ
ー
を
訪
れ
た
仏
陀

が
人
々
に
不
食
肉
を
説
く
経
典
と
し
て
、
大
『
パ
リ
一
一
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
経
」
の
名
を
言
葉
に
出
さ
ず
に
、
新
し
く
説
か
れ
た
「
梯

伽
経
」
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
が
下
っ
て
編
集
さ
れ
た
十
巻
本
、
七
巻
本
、
梵
本
の
「
入
枡
伽

経
」
で
は
、
四
巻
本
『
棚
伽
宝
経
」
の
編
集
者
た
ち
が
「
混
藥
経
」
に
抱
い
て
い
た
一
体
感
を
見
失
っ
た
為
に
、
不
食
肉
を
説

く
経
名
に
「
混
藥
経
」
を
含
め
る
こ
と
に
何
の
騰
跨
も
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
○
○
五
年
九
～
’
二
月
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
名
誉
教
授
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
氏
は
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
で
の

セ
ミ
ナ
ー
で
梵
本
『
入
樗
伽
経
」
不
食
肉
章
の
写
本
研
究
の
成
果
を
紹
介
さ
れ
る
中
で
一
○
月
五
日
こ
の
問
題
に
触
れ
、
「
拐

伽
経
」
編
集
者
た
ち
が
仏
陀
が
死
去
し
た
後
に
「
拐
伽
経
』
を
説
い
た
と
す
る
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
「
浬
藥
経
』
の
名
を
挙

げ
な
か
っ
た
の
が
真
相
だ
と
思
う
と
話
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
私
は
、
「
浬
藥
経
』
巻
十
八
、
梵
行
品
八
の
四
の
仏
陀
の
説
明

（
目
凹
畠
・
・
四
コ
ト
ミ
妙
。
）
で
、
不
食
肉
を
十
種
に
限
る
、
い
や
一
切
許
さ
れ
な
い
、
と
弟
子
た
ち
の
間
で
伝
承
が
別
れ
て
い
る

と
す
る
の
が
『
浬
藥
経
」
の
立
場
と
見
て
「
榴
伽
経
』
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
い
た
。
）
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『
携
伽
経
』
四
巻
の
う
ち
、
初
め
二
巻
は
菩
薩
の
た
め
の
「
’
’
’
万
六
千
の
教
え
」
、
い
わ
ゆ
る
八
識
、
五
法
、
三
性
、
二
無

我
を
中
心
に
語
句
の
批
判
的
な
解
明
が
な
さ
れ
る
。
後
半
の
二
巻
は
、
梵
本
、
七
巻
本
の
章
区
分
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
無
常
と
は
何
か
」
、
「
現
証
」
、
「
如
来
は
常
か
無
常
か
」
、
「
五
法
と
三
性
」
、
「
自
内
証
と
比
嶮
」
、
「
刹
那
・
非
刹
那
（
諸
識
と

ア
ー
ラ
ャ
識
・
如
来
蔵
）
」
、
「
化
仏
」
、
「
不
食
肉
」
を
含
み
、
仏
陀
の
境
界
の
解
明
が
中
心
で
あ
る
。
巻
三
の
終
り
、
世
間
論
者

批
判
の
前
に
は
、
「
唯
識
一
一
一
十
頌
」
の
第
二
○
偶
、
第
二
八
偶
に
相
当
す
る
表
現
を
提
示
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
唯
識
教

義
の
紹
介
が
目
的
で
は
な
く
、
仏
陀
の
慧
眼
の
働
き
を
独
自
の
仕
方
で
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、

如
来
の
立
場
が
紹
介
さ
れ
る
「
拐
伽
経
」
の
特
に
巻
三
と
巻
四
と
は
、
「
浬
藥
経
」
と
の
深
い
関
連
を
示
す
。

法
顕
訳
で
『
大
般
泥
恒
経
」
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
過
程
で
、
「
拐
伽
経
」
に
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
用
語
に
出
会
っ
て
驚
く
こ

「
拐
伽
経
」
の
思
想
と
対
比
す
る
た
め
の
「
浬
藥
経
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
曇
無
識
の
四
十
巻
本
『
大
般
浬
藥
経
』
で
は

な
く
、
法
顕
の
六
巻
本
『
大
般
泥
垣
経
」
を
私
が
用
い
た
理
由
は
、
そ
の
六
巻
が
大
乗
の
「
浬
藥
経
』
の
思
想
を
示
す
の
に
十

分
な
完
結
体
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
そ
の
説
明
が
法
顕
訳
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
曇
無
識
訳
と
共
通
す
る
が
、

法
顕
訳
と
同
じ
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
四
十
巻
本
の
相
当
範
囲
の
訳
文
が
、
法
顕
訳
よ
り
遇
か
に
読
み
易
く
後
世
の

中
国
仏
教
者
た
ち
の
引
用
源
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
上
に
引
用
し
た
全
面
的
な
肉
食
の
禁
止
の
箇
所
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
般
浬
桑
の
前
に
残
さ
れ
た
時
間
が
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
全
体
の
説
明
が
却
っ
て
冗
長
に
流
れ
る
傾
向
を
示

し
て
、
六
巻
本
が
終
了
す
る
箇
所
の
後
の
部
分
は
、
無
際
限
に
補
足
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
、
対
比
上
不
適
当
だ
と
考
え
た
こ

し
て
、
六
坐

と
に
あ
る
。

三
『
榴
伽
経
』
が
「
浬
藥
経
」
の
浬
藥
観
を
出
発
点
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
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と
は
、
条
件
に
応
じ
て
な
さ
れ
→

利
が
、
ま
た
偶
を
説
い
て
い
う
、

と
が
少
な
く
な
い
。
「
忍
辱
仙
人
等
」
（
日
長
、
思
・
）
、
「
蚕
虫
網
を
結
び
て
自
ら
纏
う
如
く
」
（
⑫
巴
騨
）
、
「
彼
の
蚕
虫
網
を
綿
し

て
自
ら
縫
い
て
出
処
な
き
が
如
く
」
（
＄
蟹
）
、
「
彼
の
童
子
（
金
剛
力
士
）
者
是
れ
化
作
の
み
」
（
⑭
①
写
）
、
「
国
［
土
］
荒
乱
」

（
ｍ
ｅ
口
》
＄
『
ず
）
、
「
義
に
依
り
て
文
字
に
依
ら
ず
」
（
②
９
口
）
な
ど
。
し
か
し
、
「
パ
リ
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
仏
陀
を
無
常
と
見
て

は
な
ら
な
い
」
「
如
来
は
常
住
だ
」
と
す
る
こ
の
経
の
主
題
と
、
ヨ
切
皆
如
来
常
住
の
性
有
り
諸
結
縛
を
減
し
煩
悩
永
く
尽
き

て
如
来
常
住
の
性
（
如
来
蔵
）
を
顕
現
す
」
（
患
普
）
、
「
清
浄
と
不
浄
と
の
相
を
凡
愚
は
請
い
て
一
一
と
為
す
、
慧
者
は
能
く
諦
了

す
自
性
則
不
一
一
と
」
（
患
Ｓ
）
、
そ
し
て
「
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
力
（
一
剛
提
、
解
脱
を
求
め
て
求
め
な
い
も
の
）
」
、
「
阿
羅
漢
に
似
た

る
一
関
提
は
方
等
を
誹
誇
し
」
「
悪
業
を
行
ず
」
、
。
關
提
に
似
た
る
阿
羅
漢
は
声
聞
を
段
呰
し
広
く
方
等
を
説
い
て
衆
生
に

語
っ
て
、
我
れ
汝
等
と
倶
に
是
れ
菩
薩
、
所
以
者
何
ぞ
、
｜
切
皆
如
来
の
性
有
る
が
故
に
と
云
」
い
、
「
慈
心
を
行
ず
」

（
、
ｇ
・
）
な
ど
、
「
大
般
泥
恒
経
」
の
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
の
両
経
の
理
解
は
、
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。
（
「
拐
伽
経
」
で

「
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
イ
カ
」
は
巻
一
、
五
種
性
の
最
後
、
無
種
性
の
項
目
Ｐ
駐
『
す
。
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
）

「
大
般
泥
垣
経
』
巻
六
後
半
に
は
、
「
有
余
（
未
完
）
」
と
「
無
余
（
言
い
残
し
の
な
い
）
」
の
偶
頌
表
現
を
巡
っ
て
仏
陀
と
仏

陀
の
意
向
を
踏
ま
え
て
発
言
す
る
文
殊
師
利
と
の
間
に
四
回
に
わ
た
る
興
味
深
い
応
酬
が
み
ら
れ
る
。
言
い
残
し
の
あ
る
表
現

と
は
、
条
件
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
、
条
件
が
違
え
ば
全
く
逆
の
表
現
が
可
能
と
さ
れ
る
。
第
三
回
の
応
酬
で
、
文
殊
師

「
父
母
を
敬
い
供
養
を
増
せ
ば
人
は
親
孝
行
の
せ
い
で
死
ん
で
無
間
地
獄
に
堕
ち
る

世
尊
は
、
こ
の
偽
で
、
無
明
が
父
で
愛
欲
が
母
だ
か
ら
、
父
母
の
恩
愛
に
従
う
人
々
は
諸
々
の
悪
業
を
ま
す
ま
す
造
り
続

け
る
こ
と
に
な
り
、
死
ね
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。
」

そ
の
時
、
世
尊
が
再
び
文
殊
師
利
に
申
さ
れ
た
、
「
私
が
次
の
偶
で
言
う
通
り
で
す
、

他
者
に
囚
わ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
苦
し
む
独
自
に
行
く
も
の
は
す
べ
て
楽
し
む
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驍
慢
に
囚
わ
れ
る
も
の
は
み
な
恐
ろ
し
い
自
ら
喜
ぶ
も
の
は
す
べ
て
喜
ば
れ
る
」
（
患
、
。
）
。

こ
れ
は
「
拐
伽
経
』
巻
三
初
め
の
「
内
的
五
無
間
業
」
（
国
Ｐ
Ｓ
の
四
）
に
つ
な
が
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
「
外
的
五

無
間
業
」
（
怠
學
）
に
相
当
す
る
も
の
は
『
大
般
泥
垣
経
」
巻
六
、
問
菩
薩
品
第
十
七
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

迦
葉
菩
薩
が
仏
陀
に
尋
ね
た
、
「
教
団
を
追
放
さ
れ
る
四
つ
の
重
罪
（
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
）
と
死
ん
で
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
五

つ
の
罪
（
五
無
間
業
）
と
い
う
、
タ
ー
ラ
樹
の
頭
の
部
分
を
切
り
落
と
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
罪

を
犯
し
た
も
の
や
、
悟
り
を
求
め
る
こ
と
も
な
く
発
心
を
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
は
、
ど
う
す
れ
ば
悟
り
の
因
を
生
ず
る

仏
陀
は
迦
葉
に
言
わ
れ
た
、
「
こ
の
人
々
が
、
夢
の
中
も
し
く
は
命
が
尽
き
て
地
獄
に
堕
ち
た
時
に
、
あ
あ
、
我
等
は
正

法
を
犯
し
て
自
分
で
こ
の
罪
を
し
で
か
し
て
し
ま
っ
た
、
と
後
悔
の
心
を
生
じ
て
、
心
に
誓
う
と
し
ま
す
、
我
等
が
今
の

こ
の
恐
怖
を
免
れ
て
よ
そ
へ
行
く
こ
と
が
で
き
た
ら
行
く
先
々
で
発
心
し
て
菩
薩
の
悟
り
を
求
め
る
の
だ
、
と
。
こ
う
い

う
人
々
は
、
大
般
泥
垣
経
の
影
響
力
を
受
け
て
、
神
々
や
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
た
時
に
は
必
ず
や
発
心
し
て
悟
り
の
因

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
」
（
自
凹
＄
四
ヶ
）

「
大
般
泥
垣
経
」
巻
六
、
随
喜
品
第
十
八
で
仏
陀
は
、
仏
陀
の
死
を
悲
し
む
な
、
こ
れ
は
実
は
人
々
に
喜
び
を
実
感
し
て
も

ら
う
絶
好
の
機
会
な
の
だ
と
い
う
意
味
の
、
次
の
偶
を
述
べ
る
。

「
君
た
ち
は
私
の
こ
と
を
悲
嘆
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
諸
仏
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
で
す
が

仏
陀
は
淫
薬
す
る
と
云
っ
て
も
仏
陀
の
真
理
を
一
一
一
一
口
い
尽
く
し
て
は
い
な
い
の
で
す

如
来
と
は
常
住
の
在
り
方
で
す
永
遠
の
最
も
安
穏
な
境
界
で
す

本
当
か
と
疑
う
人
は
心
を
傾
け
て
私
が
こ
れ
か
ら
言
う
こ
と
を
聞
き
な
き
い

私
は
す
で
に
飲
食
の
欲
望
を
離
れ
飢
え
や
渇
き
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
ょ
う
か
。
」
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こ
れ
か
ら
私
が
話
す
こ
と
を
聞
い
て
君
た
ち
に
ぜ
ひ
喜
ん
で
い
た
だ
き
た
い

私
は
す
べ
て
の
人
々
に
安
穏
と
喜
び
と
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す

諸
仏
如
来
の
境
界
は
真
に
常
住
の
あ
り
か
た
で
す

今
、
君
た
ち
は
聞
き
終
わ
っ
た
ら
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
尽
く
し
て
く
だ
さ
い

か
ら
す
と
ふ
く
ろ
う
と
は
習
性
が
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
る
の
に

そ
れ
が
一
緒
に
群
れ
遊
び
同
じ
木
に
止
ま
っ
て
じ
ゃ
れ
あ
う
こ
と
に
な
れ
ば

す
べ
て
を
一
人
子
ラ
ー
フ
ラ
と
み
な
す
如
来
の
こ
と

当
然
、
慈
悲
は
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
湿
藥
に
入
り
ま
し
ょ
う

生
気
溢
れ
る
毒
蛇
と
（
毒
蛇
を
捕
食
す
る
）
マ
ン
グ
ー
ス
が
同
じ
木
の
根
に
住
み
着
く
な
ら

如
来
は
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
浬
藥
に
入
り
ま
し
ょ
う

エ
ー
ラ
ン
ダ
（
ヒ
マ
）
樹
が
百
葉
華
と
同
じ
芳
香
を
発
す
る
こ
と
に
な
れ
ば

如
来
は
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
浬
藥
に
入
り
ま
し
ょ
う

カ
ル
カ
樹
の
実
が
タ
マ
ー
ラ
樹
の
実
と
同
じ
味
に
な
る
な
ら
ば

如
来
は
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
の
浬
藥
に
入
り
ま
し
ょ
う

イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
イ
カ
が
誰
も
皆
す
べ
て
の
も
の
の
平
等
を
悟
る
な
ら

如
来
は
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
浬
樂
に
入
り
ま
し
ょ
う

す
べ
て
の
人
々
が
一
度
に
仏
道
を
成
就
す
る
な
ら
ば

如
来
は
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
浬
藥
に
入
り
ま
し
ょ
う

仮
に
も
し
も
蚊
の
尿
だ
け
で
こ
の
大
地
を
水
浸
し
に
し
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百
川
と
な
っ
て
溢
れ
流
れ
て
大
海
を
も
一
杯
に
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば

如
来
は
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
浬
藥
に
入
り
ま
し
ょ
う

君
た
ち
す
べ
て
の
人
々
は
、
深
く
正
法
を
願
う
か
ら
こ
そ

如
来
が
永
遠
に
い
な
く
な
る
と
思
っ
て
憂
え
悲
し
み
愁
嘆
す
る
の
で
す

今
か
ら
は
如
来
の
こ
と
を
常
住
で
は
な
い
な
ど
と
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん

如
来
の
あ
り
か
た
は
と
こ
し
え
で
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

如
来
が
示
す
教
え
も
、
そ
れ
に
従
う
修
行
者
の
集
ま
り
も
な
く
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

こ
の
長
い
偶
で
仏
陀
が
、
仏
陀
の
死
を
悲
し
む
人
々
に
知
っ
て
ほ
し
い
こ
と
は
、
仏
陀
が
慈
悲
を
捨
て
去
っ
て
永
遠
に
浬
藥

に
入
る
こ
と
が
全
く
な
い
理
由
は
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
力
と
い
う
在
り
方
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
す

べ
て
の
人
々
が
一
度
に
仏
道
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
残
念
な
が
ら
あ
り
え
な
い
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
。
「
イ
ッ
チ
ャ
ン

テ
イ
カ
」
は
、
「
浬
盤
経
」
特
有
の
語
と
し
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
そ
の
定
義
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

訳
語
は
ま
っ
た
く
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
偶
の
表
現
に
従
え
ば
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
力
（
欲
す
る
も
の
）
と
は
「
す
べ
て

の
も
の
の
平
等
を
悟
ら
な
い
」
で
自
分
だ
け
の
救
い
を
欲
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
イ

カ
は
大
乗
を
誹
諦
す
る
、
と
か
、
大
乗
を
説
く
こ
の
混
藥
経
の
教
え
を
聞
い
て
も
、
そ
れ
が
心
を
触
発
し
て
菩
提
を
求
め
る
因

と
な
ら
な
い
、
と
か
と
言
わ
れ
る
（
ゴ
Ｐ
⑪
臣
：
）
こ
と
に
繋
が
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
自
分
の
死
、
そ

し
て
人
々
の
死
が
、
仏
陀
の
死
と
同
じ
く
、
生
死
を
離
れ
て
死
で
あ
る
こ
と
、
死
で
あ
っ
て
生
死
を
離
れ
て
い
る
こ
と
、
を
悟

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
も
死
も
、
生
死
を
離
れ
て
生
で
あ
り
死
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
生
死
の
本
当
の
自
性
で
あ
る
こ
と
を

人
々
が
悟
ら
な
い
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
、
人
々
が
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
力
で
あ
る
か
ぎ
り
、
仏
陀
は
死
す
な
わ
ち
般
浬
桑
に
お
い

て
股
浬
繋
に
入
る
こ
と
な
く
大
般
浬
藥
経
を
説
き
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
偶
は
表
明
す
る
。
こ
れ
は
、
「
梯
伽
経
」
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す
る
上
で
参
考
に
な
る
。

「
例
え
ば
嬰
児
に
歯
が
ま
だ
出
て
い
な
い
と
き
に
こ
れ
を
生
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
真
の
解
脱
も
同
じ
で
す
。
そ
の

時
に
至
ら
な
い
も
の
に
は
解
脱
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
な
ま
く
ら
に
だ
ら
だ
ら
と
寝
転
が
っ
た
ま
ま
終
日
自
分
は
仏
陀
に
な

る
の
だ
と
い
う
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
イ
カ
が
成
仏
す
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
い
仏
陀
の
教
え
を
信
じ
、
あ
る
い
は
敬
度

な
在
家
信
者
と
な
っ
て
も
、
解
脱
を
願
っ
て
彼
岸
に
達
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
ご
ろ
寝
す
る
も
の
に

お
い
て
お
や
で
す
。
そ
の
わ
け
は
、
解
脱
は
解
脱
の
自
性
以
外
に
よ
っ
て
は
成
就
し
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
解
脱
は
、

こ
れ
を
成
就
す
る
も
の
が
い
な
い
の
で
す
。
そ
の
解
脱
こ
そ
は
如
来
で
す
。
」
（
ゴ
国
・
田
四
・
）

以
上
の
よ
う
な
対
比
考
察
を
通
し
て
私
は
、
「
拐
伽
経
」
巻
四
の
第
八
七
偶
が
不
食
肉
を
説
く
経
と
し
て
「
浬
藥
経
』
の
名

を
挙
げ
な
い
こ
と
が
、
「
慈
心
不
食
肉
」
以
外
の
内
容
を
も
含
む
「
拐
伽
経
』
の
思
想
の
中
心
的
な
表
現
主
体
を
「
浬
藥
経
」

と
考
え
る
う
え
で
重
要
な
鍵
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

の
初
め
に
大
慧
が
仏
陀
の
洞
察
と
慈
悲
と
混
藥
と
に
つ
い
て
仏
陀
を
讃
え
た
こ
と
と
通
じ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

「
大
般
泥
桓
経
」
四
法
品
第
八
後
半
で
仏
陀
が
如
来
の
出
現
の
希
有
さ
を
説
明
す
る
な
か
で
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
イ
カ
が
生
死

の
本
当
の
自
性
に
適
わ
な
い
仕
方
で
救
い
を
求
め
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
。
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
イ
カ
の
語
義
を
理
解

「
浬
藥
経
」
が
『
拐
伽
経
』
編
集
の
さ
い
の
中
心
的
な
表
現
主
体
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
考
え
を
推
し
進
め
て
行
く
ぱ
あ

い
、
「
湿
藥
経
」
が
「
拐
伽
経
」
に
劣
ら
ず
言
語
表
現
に
お
い
て
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
を
初
め
に
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
き
わ
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
哀
歎
品
第
四
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
無
知
と
欲
望
と
に
災
い

四
『
浬
樂
経
』
の
「
無
常
」
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同
じ
趣
旨
の
こ
と
は
、
問
菩
薩
品
第
十
七
後
半
の
「
シ
ン
ダ
ヴ
ァ
ス
」
の
職
え
に
も
見
ら
れ
る
。
シ
ン
ド
河
（
イ
ン
ダ
ス
）

流
域
の
人
々
の
自
慢
の
産
物
、
塩
、
水
、
馬
、
剣
の
す
べ
て
が
「
シ
ン
ダ
ヴ
ァ
ス
」
（
シ
ン
ド
河
産
）
の
名
で
呼
ば
れ
、
流
域
一

帯
を
支
配
す
る
大
王
は
「
シ
ン
ダ
ヴ
ァ
ス
」
の
一
語
で
そ
れ
ら
の
四
つ
の
ど
れ
か
を
求
め
、
家
来
た
ち
は
状
況
に
応
じ
て
大
王

の
要
求
に
応
え
る
。
食
事
の
さ
い
に
は
塩
を
、
食
事
が
終
わ
れ
ば
水
の
入
っ
た
容
器
を
、
大
王
が
広
大
な
林
園
に
行
き
た
く
て

「
シ
ン
ダ
ヴ
ァ
ス
」
と
言
え
ば
、
馬
を
、
敵
軍
と
の
戦
闘
に
向
か
う
時
に
は
同
じ
言
葉
で
利
剣
を
用
意
す
る
。
同
様
に
大
乗
の

教
え
に
も
四
種
の
例
が
あ
る
、
と
し
て
「
無
常
」
を
そ
の
一
例
と
す
る
が
、
そ
の
「
四
種
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
経
典

の
説
明
が
、
二
つ
の
漢
訳
で
も
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
私
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
如

来
の
浬
藥
は
無
常
と
云
っ
て
も
、
普
通
の
無
常
で
は
な
い
、
そ
こ
に
は
大
乗
独
自
の
理
解
を
す
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

如
来
が
身
は
病
患
の
集
ま
り
で
あ
り
憎
宝
も
や
が
て
は
滅
び
る
、
と
苦
を
説
く
ぱ
あ
い
、
や
は
り
修
行
者
に
は
大
乗
独
自
の
苦

箔
う
（
目
』
い
、
の
四
四
）
○

さ
れ
て
自
己
で
な
い
も
の
を
自
己
、
常
住
で
な
い
も
の
を
常
住
、
安
楽
で
な
い
も
の
を
安
楽
、
清
浄
で
な
い
も
の
を
清
浄
と
誤

っ
て
捉
え
る
。
こ
の
誤
り
を
離
れ
る
た
め
に
修
行
者
は
、
常
住
で
は
な
い
（
無
常
）
、
安
楽
で
は
な
い
（
苦
）
、
自
己
で
は
な
い

（
空
ま
た
は
無
我
）
、
清
浄
で
は
な
い
（
不
浄
）
こ
と
を
現
実
の
実
相
と
し
て
修
す
る
。
し
か
し
今
、
仏
陀
の
死
を
無
常
、
苦
、

空
ま
た
は
無
我
、
不
浄
と
見
る
こ
と
は
真
に
仏
陀
の
死
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
仏
陀
こ
そ
は
真
の
自
己
で
あ
り
、

そ
の
目
覚
め
た
存
在
す
な
わ
ち
法
身
は
常
住
で
あ
り
、
そ
の
浬
藥
は
安
楽
で
あ
り
、
そ
の
指
し
示
す
す
べ
て
は
清
浄
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
自
己
、
常
住
、
安
楽
、
清
浄
は
世
間
を
超
出
し
た
如
来
の
在
り
方
で
あ
っ
て
、
言
葉
通
り
の
世
間
的
な
性
質
の
も

の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
如
来
の
ぱ
あ
い
に
限
ら
れ
る
の
で
な
く
世
間
そ
の
も
の
に
お
い
て
世
間
の
実
相
と
し
て
現
前

す
る
、
世
間
を
離
れ
た
在
り
方
、
と
し
て
知
る
べ
き
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己
は
無
我
・
空
と
、
常
住
は
無
常

と
、
安
楽
は
苦
と
、
清
浄
は
不
浄
と
「
平
等
だ
と
知
ら
な
い
」
か
ら
そ
の
修
行
は
正
し
い
修
行
と
な
っ
て
い
な
い
の
だ
、
と
言
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の
理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
来
が
無
我
を
説
く
と
き
も
同
じ
で
あ
る
。
無
我
こ
そ
は
本
当
の
我
・
自
己
な
の
だ
。
空
・

無
相
・
解
脱
を
説
け
ば
、
当
然
大
乗
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
解
脱
は
常
住
で
変
化
を
離
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

「
無
常
」
の
語
は
、
大
乗
で
は
苦
、
無
我
・
空
、
解
脱
と
別
で
は
な
く
、
ま
た
空
・
解
脱
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
常
は
常
、

楽
、
我
、
浄
で
あ
る
如
来
で
あ
り
、
ま
た
人
々
に
本
来
備
わ
る
如
来
の
本
性
（
如
来
蔵
）
で
も
あ
る
（
『
届
忠
寺
）
。
こ
れ
が

『
浬
藥
経
」
の
「
無
常
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
榴
伽
経
」
の
主
な
表
現
主
体
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
「
浬
盤
経
」

は
、
大
乗
独
自
の
解
脱
と
し
て
の
「
無
常
」
を
そ
の
代
表
的
特
徴
と
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
「
拐
伽
経
』
の

「
無
常
」
は
、
明
ら
か
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。

原
文
（
大
正
大
蔵
経
巻
二
、
一
二
、
一
四
、
一
六
）

｜
世
間
雛
生
滅
猶
如
虚
空
華
智
不
得
有
無
而
興
大
悲
心
（
目
の
》
岳
○
輿
二
一
）
一
切
法
如
幻
遠
離
於
心
識
智
不
得
有
無

而
興
大
悲
心
（
虎
○
骨
屈
）
遠
離
於
断
常
世
間
恒
如
夢
智
不
得
有
無
而
興
大
悲
心
（
函
）
知
人
法
無
我
煩
悩
及
爾
炎
常

清
浄
無
相
而
興
大
悲
心
（
匠
）
｜
切
無
浬
藥
無
有
浬
藥
仏
無
有
仏
浬
藥
遠
離
覚
所
覚
若
有
若
無
有
是
一
一
悉
倶
雛
（
霞
）

牟
尼
寂
静
是
則
遠
離
生
是
名
為
不
取
今
世
後
世
浄
（
患
）

爾
時
大
慧
菩
薩
摩
訶
薩
復
白
仏
言
世
尊
般
浬
藥
者
説
何
等
法
謂
為
浬
藥
仏
告
大
慧
一
切
自
性
習
気
蔵
意
識
見
習
転

変
名
為
浬
藥
諸
仏
及
我
浬
藥
自
性
空
事
境
界
復
次
大
慧
浬
藥
者
聖
智
自
覚
境
界
離
断
常
妄
想
性
非
性

云
何
非
常
謂
自
相
共
相
妄
想
断
故
非
常
云
何
非
断
謂
一
切
聖
去
来
現
在
得
自
覚
故
非
断
大
慧
浬
藥
不
壊
不
死

若
浬
盤
死
者
復
応
受
生
相
続
若
壊
者
応
堕
有
為
相
是
故
浬
藥
離
壊
離
死
是
故
修
行
者
之
所
帰
依

復
次
大
慧
浬
藥
非
捨
非
得
非
断
非
常
非
一
義
非
種
々
義
是
名
浬
盤
（
国
の
ト
Ｂ
す
）

云
何
不
食
肉
云
何
制
断
肉
食
肉
諸
種
類
何
因
故
食
肉
（
ロ
ロ
一
四
ヶ
》
房
邑
）
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悪
邪
論
法
諸
外
道
輩
邪
見
断
常
転
倒
計
著
尚
有
遮
法
不
聴
食
肉
況
復
如
来
世
間
救
護
正
法
成
就
而
食
肉
耶
（
弓
］
①
凸
畠
・
）

復
次
大
慧
凡
諸
殺
者
為
財
利
故
殺
生
屠
販
彼
諸
愚
癌
食
肉
衆
生
以
銭
為
網
而
捕
諸
肉
彼
殺
生
者
若
以
財
物
若
以
鈎
網

取
彼
空
行
水
陸
衆
生
種
々
殺
害
屠
販
求
利
大
慧
亦
無
不
教
不
求
不
想
而
有
魚
肉
以
是
義
故
不
応
食
肉
大
慧
我
有
時

説
遮
五
種
肉
或
制
十
種
今
於
此
経
一
切
種
一
切
時
開
除
方
便
一
切
悉
断
大
慧
如
来
応
供
等
正
覚
尚
無
所
食
況
食
魚
肉

亦
不
教
人
以
大
悲
前
行
故
視
一
切
衆
生
猶
如
一
子
是
故
不
聴
令
食
子
肉
（
『
局
凹
吟
騨
）

縛
象
与
大
雲
央
掘
利
魔
羅
及
此
拐
伽
経
我
悉
制
断
肉
（
『
局
、
］
』
ず
》
二
房
「
）

爾
時
文
殊
師
利
復
白
仏
一
一
一
一
口
世
尊
若
得
食
肉
者
象
亀
経
大
雲
経
指
鑿
経
拐
伽
経
等
諸
経
何
故
悉
断
（
『
］
』
と
麗
座
）

善
男
子
如
是
経
典
凡
有
三
名
一
名
大
雲
二
名
大
股
浬
藥
三
名
無
想
大
雲
密
蔵
菩
薩
所
間
故
名
大
雲
如
来
常
住
無
有

畢
寛
入
浬
藥
者
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
故
得
名
為
大
般
混
藥
受
持
読
調
如
是
経
典
断
一
切
想
故
名
無
想
（
国
⑭
』
８
℃
：
）

文
殊
師
利
白
仏
言
世
尊
因
如
来
蔵
故
諸
仏
不
食
肉
耶
仏
言
如
是
一
切
衆
生
無
始
生
死
生
生
流
転
無
非
父
母
兄
弟
姉

妹
猶
如
伎
児
変
易
無
常
自
肉
他
肉
則
是
一
肉
是
故
諸
仏
悉
不
食
肉
（
同
ふ
ち
。
）

二
善
男
子
我
従
今
日
制
諸
弟
子
不
聴
食
肉
設
得
余
食
常
当
応
作
食
子
肉
想
云
何
弟
子
而
聴
食
肉
諸
仏
所
説
其
食
肉

者
断
大
慈
種
（
日
展
ｚ
ｐ
召
の
・
患
、
。
）

不
聴
食
三
種
浄
肉
及
離
九
種
受
十
種
肉
乃
至
自
死
一
不
得
食
所
以
者
何
其
食
肉
者
若
行
住
坐
臥
一
切
衆
生
見
皆
怖
畏
間

其
殺
気
如
人
食
興
藁
及
蒜
若
入
衆
会
悉
皆
憎
悪
其
食
肉
者
亦
復
如
是
一
切
衆
生
聞
其
殺
気
恐
怖
畏
死
水
陸
空
行
有
命

之
類
見
皆
馳
走
是
故
菩
薩
未
曾
食
肉
為
化
衆
生
随
時
現
食
其
実
不
食
（
日
侵
⑭
９
画
）

我
説
有
因
縁
者
制
不
食
肉
今
日
無
因
縁
者
因
説
大
般
泥
垣
亦
復
制
令
不
応
食
肉
（
自
伝
⑭
ｇ
す
）

我
今
唱
是
断
肉
之
制
若
広
説
者
即
不
可
尽
浬
盤
時
到
是
故
略
説
（
目
四
畠
。
“
『
←
・
務
⑦
。
）

三
爾
時
文
殊
師
利
復
説
偶
一
一
一
一
口
恭
敬
於
父
母
増
加
其
供
養
縁
斯
孝
道
故
死
堕
無
択
獄
世
尊
此
偶
無
明
恩
愛
以
為
父
母
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衆
生
随
順
令
其
増
長
造
諸
悪
業
死
即
当
堕
無
択
地
獄
耐
時
世
尊
復
告
文
殊
師
利
如
我
所
説
偶

一
切
因
他
勢
力
苦
一
切
已
力
自
在
楽
一
切
驍
慢
勢
暴
害
一
切
賢
善
人
所
愛
（
弓
届
三
・
弓
①
・
忠
、
。
）

迦
葉
菩
薩
白
仏
一
一
一
一
口
世
尊
犯
四
重
禁
及
無
問
罪
如
裁
多
羅
樹
及
不
楽
菩
提
未
発
心
者
云
何
能
令
発
菩
提
因
仏
告
迦
葉

是
諸
衆
生
若
於
夢
中
若
命
終
時
堕
泥
型
中
而
生
悔
心
哀
哉
我
等
穀
犯
正
法
自
招
此
罪
而
生
誓
心
於
此
得
免
生
余
処
者
在

在
処
処
要
当
発
心
為
菩
薩
道
是
摩
訶
桁
般
泥
垣
経
威
神
力
故
是
等
衆
生
生
天
人
中
必
得
発
心
為
菩
提
因
是
故
我
説
犯

四
重
禁
及
無
間
業
皆
得
発
心
為
菩
提
因
（
自
国
》
患
い
す
）

汝
等
莫
悲
歎
諸
仏
法
応
爾
錐
日
為
泥
恒
亦
未
究
寛
尽
如
来
常
住
法
永
処
最
安
穏
諸
有
狐
疑
者
諦
聴
我
今
説
我
已
離

食
想
身
無
飢
渇
患
我
今
当
為
汝
説
其
随
喜
法
令
一
切
衆
生
得
安
穏
快
楽
諸
仏
如
来
性
真
実
常
住
法
今
汝
等
聞
已
当
勤

方
便
修
如
烏
及
臭
鳥
其
性
甚
相
違
能
令
同
群
遊
止
宿
相
娯
楽
如
来
視
一
切
猶
若
羅
猴
羅
応
当
捨
慈
悲
永
入
於
泥
垣

能
令
盛
毒
蛇
兎
羅
同
其
穴
如
来
捨
慈
悲
永
入
於
泥
垣
能
令
伊
蘭
樹
同
百
葉
華
香
如
来
捨
慈
悲
永
入
於
泥
恒
能
令
迦
留

果
味
同
耽
摩
羅
如
来
捨
慈
悲
永
入
於
泥
恒
能
令
一
関
提
悉
成
平
等
覚
如
来
捨
慈
悲
永
入
於
泥
恒
若
一
切
衆
生
一
時
成

仏
道
如
来
捨
慈
悲
永
入
於
泥
恒
仮
使
蚊
岫
水
浸
壊
此
大
地
百
川
皆
流
溢
大
海
悉
盈
満
如
来
捨
慈
悲
永
入
於
泥
垣
汝

等
諸
衆
生
深
楽
正
法
故
謂
如
来
永
滅
憂
悲
而
愁
歎
従
今
於
如
来
莫
念
非
常
想
当
知
如
来
性
長
存
不
変
易
法
僧
亦
復
然

仏
道
如
来
捨
慈
悲
永
入
於

等
諸
衆
生
深
楽
正
法
故
謂

皆
非
摩
滅
法
（
目
国
》
＄
ｇ
・
）

警
如
嬰
児
其
歯
未
出
不
能
令
生
真
解
脱
者
亦
復
如
是
非
時
得
者
無
有
是
処
如
一
關
提
僻
怠
獺
惰
戸
臥
終
日
言
当
成
仏

若
成
仏
者
無
有
是
処
仮
使
信
法
諸
優
婆
塞
欲
求
解
脱
度
彼
岸
者
亦
無
是
処
況
彼
Ｐ
臥
所
以
者
何
性
非
他
成
故
是
故

解
脱
無
能
為
者
其
解
脱
者
即
是
如
来
（
ゴ
⑭
》
召
⑬
。
）
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