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仏
教
は
「
仏
陀
が
説
い
た
教
え
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
仏
陀
に
成
る
た
め
の
教
え
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
宗
教
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
今
で
こ
そ
「
仏
教
」
と
い
う
呼
称
が
一
般
的
と
な
っ
た
が
、
か
つ
て
は

「
仏
道
（
仏
陀
に
成
る
た
め
に
歩
む
道
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
実
は
、
仏
教
が
本
来
的
に

そ
な
え
て
い
る
性
格
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
と
も
に

「
世
界
三
大
宗
教
」
と
並
び
称
さ
れ
る
仏
教
が
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
大
き

く
異
な
る
点
も
こ
こ
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
宗
教

の
提
示
す
る
〈
究
極
的
価
値
〉
で
あ
る
神
は
唯
一
絶
対
の
創
造
者
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
人

間
と
は
隔
絶
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
、
〈
究
極
的
価
値
〉
で
あ
る
仏
陀
と
成

る
道
は
、
理
念
的
に
は
万
人
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
無
上
の
覚
り
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゃ
く
そ
ん

得
て
仏
陀
（
覚
者
）
と
成
っ
た
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
㌶
ξ
9
ヨ
⊆
巳
（
釈
尊
）
が
、
万
人
を
仏

陀
と
成
す
べ
く
自
ら
教
え
を
説
き
始
め
た
こ
と
で
、
「
そ
れ
に
従
っ
て
歩
む
者
が
仏
陀
と

成
る
、
仏
陀
の
説
い
た
教
え
」
で
あ
る
仏
教
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

 
釈
尊
の
説
法
（
〈
教
え
〉
と
し
て
の
仏
教
）
の
一
大
特
徴
は
、
教
義
の
固
定
化
を
避
け

 
 
 
 
 
 
え
ん
ぎ

る
点
に
あ
る
。
縁
起
箕
葺
畠
9
。
。
㊤
ヨ
⊆
昔
匿
9
と
い
う
根
本
的
真
理
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
2
、
釈

尊
の
説
法
は
千
変
万
化
の
様
相
を
呈
す
る
。
時
に
は
、
内
容
に
前
後
の
矛
盾
を
孕
ん
で
い

る
こ
と
も
決
し
て
稀
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
医
師
が
患
者
を
治
療
す
る
ケ
ー
ス

に
準
え
る
と
理
解
し
や
す
く
な
る
。
例
え
ば
医
師
は
、
栄
養
失
調
の
患
者
に
は
栄
養
を
摂

取
さ
せ
て
治
療
す
る
一
方
で
、
健
康
を
害
す
る
ほ
ど
の
肥
満
患
者
に
は
、
過
剰
な
栄
養
の

摂
取
を
控
え
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
患
者
の
様
態
・
病
状
が
様
々
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ

わ
れ
、
い
ま
だ
仏
陀
と
成
っ
て
い
な
い
者
（
凡
夫
）
の
苦
悩
や
煩
悩
も
様
々
で
あ
る
。
医

師
が
患
者
た
ち
の
多
様
な
病
状
に
あ
わ
せ
て
個
別
に
治
療
を
施
す
よ
う
に
、
釈
尊
は
凡
夫

の
多
様
な
苦
悩
・
煩
悩
を
対
治
す
る
た
め
に
、
教
義
を
固
定
化
す
る
こ
と
な
く
、
時
に
は

矛
盾
が
起
き
る
こ
と
も
厭
う
こ
と
な
く
、
入
滅
に
至
る
ま
で
ひ
た
す
ら
教
え
を
説
き
続
け

た
。
い
わ
ば
〈
教
え
〉
と
し
て
の
仏
教
は
、
医
師
が
患
者
に
施
す
治
療
で
あ
り
、
薬
で
あ

り
、
処
方
箋
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
〈
教
え
〉
を
「
応
身
施
薬
」
や
「
応
病
与
薬
」

と
讐
え
て
呼
ぶ
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
。
人
が
変
わ
れ
ば
、
土
地

が
変
わ
れ
ば
、
そ
し
て
時
代
が
変
わ
れ
ば
、
当
然
の
よ
う
に
病
気
も
治
療
法
も
異
な
っ
て

く
る
。
人
々
の
苦
を
除
き
楽
を
も
た
ら
す
処
方
箋
、
す
な
わ
ち
〈
教
え
〉
と
し
て
の
仏
教

は
、
苦
悩
す
る
人
た
ち
の
個
人
差
や
、
時
代
・
地
域
の
別
に
応
じ
な
が
ら
、
常
に
進
化
し

続
け
る
と
と
も
に
、
常
に
更
新
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
〈
教
え
〉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
教
義
を
固
定
化
す
る
こ
と
は
、

仏
教
の
生
命
線
そ
の
も
の
を
脅
か
す
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
足
を
骨
折
し
た
患
者
に
胃
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腸
薬
を
飲
ま
せ
た
り
、
歯
痛
で
悩
む
患
者
に
点
眼
液
を
処
方
し
た
り
し
て
も
効
果
は
な
い
。

ま
た
、
適
切
な
薬
剤
を
処
方
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
効
き
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
し
、

ま
た
、
同
じ
人
で
あ
っ
て
も
病
気
の
進
行
具
合
や
治
り
具
合
に
応
じ
て
、
処
方
す
る
量
は

自
ず
と
異
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
処
方
さ
れ
る
薬
剤
に
は
使
用
期
限
が
あ
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
れ
ほ
ど
効
果
の
あ
る
薬
や
処
方
箋
で
あ
れ
、

時
と
処
を
問
わ
ず
万
人
に
、
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
適
用
で
き
る
も
の
は
存
在
し
な

い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
時
と
処
を
問
わ
ず
万
人
に
、
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
通
用
す

る
〈
教
え
〉
は
、
仏
教
と
い
う
宗
教
に
は
当
初
よ
り
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
根
本
的
真

理
で
あ
る
縁
起
は
、
医
師
で
い
え
ば
セ
ン
ス
や
開
花
さ
せ
た
才
能
等
、
数
値
化
・
定
量
化

で
き
な
い
個
人
的
素
養
に
相
当
す
る
。
医
師
が
そ
の
素
養
に
基
づ
い
た
上
で
、
個
々
別
々

の
ケ
ー
ス
に
応
じ
、
患
者
の
病
状
に
即
し
て
最
善
の
治
療
法
を
選
択
し
、
そ
の
上
で
治
療

を
施
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、
〈
教
え
〉
を
説
く
者
（
説
法
者
）
は
、
根
本
的
真
理
で
あ
る

縁
起
に
基
づ
い
た
上
で
、
個
々
別
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
、
〈
教
え
〉
を
聞
く
者
（
聞
法
者
）

の
能
力
や
状
態
に
即
し
て
〈
教
え
〉
自
体
を
進
化
さ
せ
、
更
新
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
人
・

時
・
処
に
適
応
さ
せ
た
最
善
の
〈
教
え
〉
を
説
く
こ
と
を
通
じ
、
聞
法
者
の
苦
悩
を
取
り

 
 
あ
ん
じ
ん

除
き
安
心
を
与
え
、
仏
道
を
〈
歩
ま
〉
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
い
と
き
、

仏
教
と
い
う
宗
教
は
そ
の
存
在
理
由
・
存
在
価
値
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
失
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

 
大
乗
仏
教
の
興
起
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
そ
の
担
い
手
が
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
で

あ
っ
た
の
か
を
含
め
、
い
ま
だ
定
説
を
見
て
い
な
い
。
た
だ
、
大
乗
仏
教
の
教
典
で
あ
る

「
大
乗
経
典
」
の
膨
大
な
分
量
3
、
お
よ
び
、
制
作
さ
れ
続
け
た
期
間
の
長
さ
、
と
、
経
典

の
内
容
や
分
量
が
あ
る
時
期
に
固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
ほ
と
ん
ど
進
化
や
更
新
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
伝
統
的
仏
教
（
非
大
乗
仏
教
）
の
あ
り
か
た
と
を
比
較
す
る
と
き
、
大
乗

仏
教
の
興
隆
と
存
続
の
背
景
に
、
「
新
た
な
経
典
（
1
1
仏
陀
の
新
た
な
〈
教
え
〉
）
の
制
作

を
通
じ
た
、
仏
教
が
本
来
有
し
て
い
た
価
値
の
復
興
」
と
い
う
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
、

決
し
て
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
こ
こ
で
、
「
大
乗
と
小
乗
の
対
比
」
に
進
む
前
に
、
「
大
乗
経
典
は
果
た
し
て
仏
陀
の
〈
教

え
〉
」
と
呼
べ
る
の
か
ど
う
か
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
仏
陀
の
〈
教

え
〉
」
を
、
「
紀
元
前
五
-
四
世
紀
頃
に
中
イ
ン
ド
に
活
躍
し
、
同
時
代
の
人
々
か
ら
”
仏

陀
で
あ
る
”
と
認
知
さ
れ
て
い
た
人
物
の
直
説
」
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
大
乗

経
典
は
仏
陀
の
〈
教
え
〉
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
定
義
に
拠
る
限
り
、
非
大
乗

仏
教
の
経
典
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
に
仏
陀
の
〈
教
え
〉
を
辿
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

能
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
大
乗
の
も
の
で
あ
れ
非
大

乗
の
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
経
典
が
仏
陀
の
〈
教
え
〉
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
き
た
の
か

と
い
え
ば
、
一
つ
に
は
経
典
が
、
仏
教
の
根
本
的
真
理
で
あ
る
縁
起
に
支
え
ら
れ
た
処
方

箋
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
一
つ
に
は
、
そ
れ
ら
経
典
の
〈
教
え
〉
に
基
づ
い
て
、
人
々

の
成
仏
に
向
け
た
〈
歩
み
〉
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
経

典
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
あ
り
方
（
根
本
的
真
理
に
根
ざ
し
た
上
で
の
、
人
・
時
・
処
に
あ

わ
せ
た
処
方
箋
で
あ
る
点
）
に
お
い
て
も
、
効
果
（
〈
歩
み
〉
が
実
現
さ
れ
る
点
）
に
お

い
て
も
、
「
仏
陀
釈
尊
の
直
説
」
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」

と
し
て
人
々
に
信
奉
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
仏
教
の
経
典
に
お
い
て
「
何
で
あ

れ
善
く
説
か
れ
た
も
の
（
1
1
勝
れ
た
処
方
箋
）
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
陀
の
〈
教
え
〉
で

あ
る
。
5
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
長
き
に
亘
る
仏
教
史
の
中
で
、
仏
教
徒
た
ち
が
「
仏

陀
の
〈
教
え
〉
」
の
基
準
を
ど
こ
に
求
め
て
い
た
の
か
を
端
的
に
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。

 
さ
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
〈
教
え
〉
と
し
て
の
仏
教
は
、
人
・
時
・
処
の
別
に
応

じ
な
が
ら
、
常
に
進
化
し
続
け
る
と
と
も
に
、
常
に
更
新
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仏
陀
の
〈
教
え
〉
を
固
定
化
す
る
こ
と
は
、
患
者
の
別
を
問
わ
ず
同
じ
薬
を
、
そ
れ
も
使

用
期
限
の
切
れ
た
薬
を
処
方
す
る
行
為
に
等
し
い
。
固
定
化
さ
れ
、
ド
グ
マ
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
〈
教
え
〉
は
、
使
え
な
く
な
っ
た
薬
を
廃
棄
す
る
よ
う
に
、
捨
て
去
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
新
た
な
経
典
の
制
作
を
通
じ
て
仏
教
が
本
来
持
っ

て
い
た
価
値
を
取
り
戻
そ
う
と
決
意
し
た
者
た
ち
は
、
固
定
化
さ
れ
た
〈
教
え
〉
と
の
決

別
を
宣
言
し
、
そ
れ
ら
を
「
捨
て
ら
れ
た
〈
教
え
〉
（
ヒ
ー
ナ
ヤ
ー
ナ
】
旨
p
愚
鍵
）
」
と
呼

ん
だ
。
こ
の
ヒ
ー
ナ
ヤ
ー
ナ
の
漢
訳
語
が
「
小
乗
」
で
あ
る
。

 
固
定
化
さ
れ
た
〈
教
え
〉
を
信
奉
し
続
け
る
小
乗
仏
教
徒
た
ち
が
、
い
つ
し
か
自
ら
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
ら
か
ん

成
仏
を
断
念
し
、
手
前
に
「
阿
羅
漢
鎚
冨
こ
と
い
う
位
を
設
け
て
そ
こ
を
最
終
ゴ
ー
ル
と

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
〈
教
え
〉
を
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
の
当
然
の

帰
結
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
人
・
時
・
処
の
別
を
問
う
こ
と
な
く
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ

た
〈
教
え
〉
は
、
仏
陀
と
成
る
た
め
の
く
歩
み
〉
へ
と
導
く
処
方
箋
の
役
割
を
果
た
し
得

ず
、
も
は
や
「
そ
れ
に
従
っ
て
歩
む
者
が
仏
陀
と
成
る
、
仏
陀
の
説
い
た
教
え
」
と
は
呼

べ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
小
乗
仏
教
」
と
い
う
呼
称
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は
、
単
に
「
大
乗
仏
教
側
か
ら
の
一
方
的
な
蔑
称
」
と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
を
名
乗
り
な

が
ら
成
仏
を
目
指
さ
な
い
・
目
指
せ
な
い
と
い
う
、
小
乗
仏
教
側
が
抱
え
る
内
的
矛
盾
に

も
起
因
す
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

 
一
方
、
仏
教
本
来
の
価
値
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
者
た
ち
は
、
人
・
時
・
処
の
別
に
応

じ
た
「
仏
陀
の
新
た
な
〈
教
え
〉
」
を
処
方
し
始
め
る
と
と
も
に
、
〈
歩
み
〉
の
到
達
点
を
、

阿
羅
漢
止
ま
り
か
ら
成
仏
へ
と
再
設
定
し
直
し
た
。
自
ら
を
、
成
道
以
前
の
釈
尊
の
呼
び

 
 
 
 
 
 
ぼ
さ
つ

名
で
あ
っ
た
「
菩
薩
げ
。
爵
冨
↓
酔
く
四
（
成
仏
に
向
け
て
歩
む
者
）
」
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
、
「
自
ら
の
く
歩
み
V
の
到
達
点
は
、
仏
教
本
来
の
成
仏
な
の
だ
」
と
い
う
意

識
の
表
れ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
再
興
し
た
仏
教
を
、
効
き
目
の
あ
る
見
事
な

処
方
箋
・
治
療
薬
を
出
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
「
見
事
な
〈
教
え
〉
（
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ

白
㊤
冨
愚
筆
）
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
の
漢
訳
語
が
「
大
乗
」
で
あ
り
、
そ
の

〈
教
え
〉
を
記
し
た
も
の
が
、
本
稿
の
主
題
と
な
る
大
乗
経
典
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の

意
識
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
は
釈
尊
に
よ
る
創
始
以
来
須
く
、
「
効
き
目
の
あ
る
見
事
な
処

方
箋
・
治
療
薬
を
出
せ
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
大
乗
仏
教
を
宣
揚
す
る
菩
薩
た
ち
に
は
、
新
た
な
仏
教
の
か
た
ち
を
創
出
し
よ
う
と
い

う
意
識
は
当
初
よ
り
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
ら
は
自
ら
を
、
仏
教
の
本
源
で
あ
る
釈

尊
の
正
統
な
宗
教
的
直
系
、
正
系
、
嫡
子
で
あ
る
と
自
覚
し
た
上
で
、
釈
尊
を
規
範
と
し
、

そ
の
営
み
を
模
倣
し
な
が
ら
で
き
る
だ
け
忠
実
に
後
追
い
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
成

道
以
前
の
釈
尊
の
呼
称
で
あ
る
「
菩
薩
」
を
自
ら
に
与
え
た
こ
と
は
、
単
に
目
的
地
の
再

設
定
に
止
ま
ら
ず
、
自
分
は
釈
尊
の
正
嫡
で
あ
り
模
倣
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
基
づ
く

も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
仏
教
を
本
来
の
姿
に
立
ち
返
ら
せ
よ
う
と
す
る
菩
薩
た
ち
は
、
新
た
な
仏
陀
の
〈
教

え
〉
を
大
乗
経
典
と
し
て
著
す
こ
と
で
成
仏
に
向
か
い
自
ら
〈
歩
み
〉
を
進
め
る
だ
け
で

な
く
、
大
乗
経
典
の
説
法
を
通
じ
て
他
者
を
も
成
仏
へ
の
く
歩
み
〉
へ
と
誘
っ
て
い
く
。

菩
薩
の
そ
の
よ
う
な
行
い
（
菩
薩
行
）
は
、
か
つ
て
仏
陀
釈
尊
の
行
っ
て
き
た
営
み
で
あ

る
救
済
業
と
比
べ
る
と
き
、
そ
の
は
た
ら
き
の
上
で
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の

よ
う
に
大
乗
仏
教
と
は
、
仏
教
の
価
値
の
復
興
で
あ
る
と
同
時
に
、
救
済
者
と
し
て
の
仏

陀
そ
の
も
の
を
、
経
典
の
こ
と
ば
、
お
よ
び
そ
れ
を
説
く
菩
薩
に
付
託
し
て
復
活
さ
せ
る

運
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
き
、
大
乗
仏
教
の
主
た
る
担
い
手
は
、
仏
教
へ
の
深

い
理
解
と
広
範
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
エ
キ
ス
パ
ー
ト
、
す
な
わ
ち
出
家
者
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
く
、
大
乗
仏
教
を
「
仏
塔
に
集
う
在
家
者
を
中
心
と
し
た
運
動
」
6
と
見
な
す

こ
と
は
、
現
時
点
で
は
大
変
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
以
上
、
大
乗
と
小
乗
の
対
比
を
見
て
き
た
。
そ
の
際
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
大
乗
の
自
覚
を
持
っ
た
者
た
ち
は
、
ド
グ
マ
化
し
た
小
乗
の
〈
教
え
〉
と

は
決
別
し
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
小
乗
を
奉
じ
る
人
々
と
の
決
別
を
意
味
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
に
基
づ
く
様
々
な

対
立
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
信
奉
す
る
〈
教
え
〉
が
異
な
る
者
た
ち

同
士
の
共
存
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
思
い
込
み
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
の
僧
団

（
サ
ン
ガ
。
・
曽
日
α
q
冨
）
に
お
い
て
は
、
僧
団
の
共
同
行
事
に
参
加
す
る
限
り
、
各
構
成
員
が

ど
の
よ
う
な
「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」
を
信
奉
し
よ
う
と
も
問
題
と
は
さ
れ
ず
、
ま
た
、
離

反
や
分
裂
（
破
僧
。
。
9
ぢ
σ
q
男
芸
。
畠
）
の
理
由
と
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
，
。
た
し
か
に
、

時
代
の
推
移
と
と
も
に
大
乗
独
自
の
僧
院
が
で
き
て
い
っ
た
こ
と
は
、
五
世
紀
に
中
国
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
っ
け
ん

ら
イ
ン
ド
へ
求
法
の
旅
を
行
っ
た
法
顕
の
記
録
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
8
。
し
か

し
同
じ
そ
の
記
録
は
、
大
乗
と
小
乗
が
共
存
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
も
同
時
に
伝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
じ
ょ
う

え
て
い
る
。
事
情
は
、
八
世
紀
の
求
法
僧
義
浄
の
記
録
に
お
い
て
も
大
き
く
変
わ
る
と
こ

ろ
は
な
い
9
。
他
方
、
大
乗
仏
教
の
教
団
と
し
て
の
存
在
を
証
明
す
る
考
古
学
的
資
料
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
紀
元
五
・
六
世
紀
程
度
以
降
の
も
の
し
か
確
か
め
ら
れ
な
い
と
い
う
m
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
大
乗
と
小
乗
と
は
く
教
え
V
こ
そ
異
な
れ
、
お
互
い
の
信
奉
者
・

担
い
手
た
ち
は
長
期
間
に
亘
っ
て
共
存
、
も
し
く
は
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
両
者
の
重
な
り
合
い
す
ら
想
定
し
て
も
構
わ
な
い
か
も
知

れ
な
い
。

 
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
多
く
の
大
乗
経
典
が
小
乗
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る
こ
と

に
も
説
明
が
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
お
そ
ら
く
小
乗
仏
教
徒
は
大
乗
仏
教
徒

に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
と
全
く
別
の
存
在
な
ど
で
は
な
く
、
「
大
乗
経
典
を
制
作
す
る
以

前
の
自
分
た
ち
の
姿
」
、
あ
る
い
は
、
「
制
作
し
た
大
乗
経
典
を
ド
グ
マ
化
す
れ
ば
、
自
分

た
ち
も
そ
こ
に
戻
っ
て
し
ま
う
姿
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
教
え
〉
を
固
定

化
し
て
い
た
か
つ
て
の
自
分
た
ち
に
対
す
る
猛
省
、
そ
し
て
、
後
戻
り
し
な
い
よ
う
に
と

の
堅
い
自
戒
の
念
が
背
景
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
れ
ほ
ど
の
強
い
非
難
を
表
明
し

て
い
る
こ
と
も
十
分
頷
け
る
。
小
乗
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
断
固
拒
否
す
る
大
乗
仏
教
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徒
は
、
効
き
目
の
あ
る
勝
れ
た
治
療
薬
を
処
方
す
る
た
め
、
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
な

が
ら
、
常
に
〈
教
え
〉
を
進
化
さ
せ
更
新
し
、
大
乗
経
典
を
制
作
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、
現
存
す
る
巨
大
叢
書
と
し
て
の
大
乗
経
典
群
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
分
量
の
多
さ
に
も
制
作
期
間
の
長
さ
に
も
納
得
が
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
以
下
、
代
表
的
な
大
乗
経
典
に
つ
い
て
、
そ
の
姿
を
実
際
に
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

二
．
個
別
経
典
の
紹
介

ニ
ー
一
．
『
般
若
経
（
等
蔓
隷
§
勘
ミ
ミ
§
）
』
“
大
乗
仏
教
の
歩
み
の
体
現
者

 
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

 
『
般
若
経
』
と
は
特
定
の
一
経
典
の
名
称
で
は
な
く
、
タ
イ
ト
ル
の
一
部
あ
る
い
は
全

部
と
し
て
『
（
マ
早
雪
）
。
フ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
冒
聾
三
嘆
舐
謡
冨
茜
目
鼠
』
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
ん
じ
ょ
う

冠
す
る
、
膨
大
な
経
典
群
に
対
す
る
総
称
で
あ
る
。
玄
 
三
蔵
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た

だ
い
は
ん
に
ゃ
は
 
ら
み
っ
た
き
ょ
う

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
面
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
量
は
六
百
巻
に
及
ん
で
い
る
。
『
般
若
経
』
と

並
ん
で
有
名
な
『
法
華
経
』
n
が
七
巻
、
一
大
叢
書
で
あ
る
『
宝
理
経
』
E
で
も
百
二
十
巻

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
般
若
経
』
が
誇
る
六
百
巻
と
い
う
分
量
が
い
か
に
突
出

し
た
も
の
で
あ
る
か
分
か
る
だ
ろ
う
。

 
『
般
若
経
』
が
誇
る
の
は
そ
の
分
量
の
み
で
は
な
い
。
『
般
若
経
』
に
属
す
る
最
初
期
の

経
典
は
、
現
存
す
る
最
古
の
大
乗
経
典
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
大
乗
」

と
い
う
語
の
使
用
も
、
菩
薩
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
も
、
全
て
『
般
若
経
』
が
端
緒
と
な
っ

て
広
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
大
乗
仏
教
の
幕
開
け
を
飾
る
最
初
期
『
般
若
経
』
の
一
番
の
功
績
は
、
効
き
目
の
あ
る

処
方
箋
を
再
び
出
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
本
来
の
姿
で
あ
る
「
仏
陀
に
成
る

た
め
の
く
教
え
〉
」
と
し
て
甦
ら
せ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
人
・
時
・
処
の
別

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
う
し
ょ
う
せ
つ

に
応
じ
る
た
め
に
、
『
般
若
経
』
の
制
作
者
た
ち
が
処
方
し
た
薬
は
「
空
性
説
」
で
あ
っ

た
。
「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」
で
あ
る
経
典
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
れ
、

仏
教
の
根
本
的
真
理
で
あ
る
縁
起
に
基
づ
い
た
上
で
、
そ
の
真
理
が
〈
教
え
〉
と
い
う
こ

と
ば
の
次
元
に
現
出
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
空
性
説
と
は
、

『
般
若
経
』
の
制
作
者
た
ち
に
よ
る
縁
起
（
釈
尊
の
真
意
）
の
一
解
釈
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

 
「
空
（
シ
ュ
ー
ニ
ャ
協
5
1
越
9
）
」
と
は
、
事
物
や
概
念
な
ど
一
切
に
は
内
在
す
る
実
体
的

な
存
在
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
一
切
の
存
在
を
否
定
し
た
も
の
で
は

決
し
て
な
い
。
一
切
は
「
空
」
な
る
も
の
と
し
て
、
固
定
化
し
た
い
、
実
体
視
し
た
い
と

い
う
わ
れ
わ
れ
の
執
着
を
離
れ
た
清
浄
な
あ
り
方
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
存
在
の
あ
り
か
た
を
「
空
性
（
シ
ュ
ー
ニ
ャ
タ
ー
砿
当
鉦
9
邑
」
、
そ
し
て
こ
の
空
性
の

理
解
に
基
づ
く
＜
教
え
〉
を
「
空
性
説
」
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
智
に
よ
っ
て
の
み

観
察
さ
れ
る
、
一
切
存
在
の
真
実
の
あ
り
方
が
「
空
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
と
ば
の
次

元
（
1
1
〈
教
え
〉
）
に
投
影
し
た
も
の
が
「
空
性
説
」
な
の
で
あ
る
。

 
空
性
説
を
基
調
と
す
る
『
般
若
経
』
は
、
ど
ん
な
対
象
で
あ
れ
そ
れ
を
固
定
化
し
実
体

視
す
る
こ
と
を
厳
に
戒
め
る
。
こ
れ
は
小
乗
仏
教
が
、
「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」
が
仏
教
の
根

本
的
真
理
に
基
づ
い
た
上
で
の
個
々
別
々
の
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
固
定
化
し

て
し
ま
い
、
真
理
を
解
釈
し
て
適
切
な
処
方
箋
を
出
し
な
が
ら
自
ら
も
成
仏
へ
向
け
て

〈
歩
む
〉
と
い
う
本
務
を
放
棄
し
、
そ
の
固
定
化
さ
れ
た
〈
教
え
〉
の
解
釈
（
ア
ビ
ダ
ル
マ

魯
ぼ
α
冨
§
9
）
に
汲
々
と
し
て
い
た
こ
と
へ
の
強
烈
な
批
判
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
『
般

若
経
』
は
、
単
に
小
乗
仏
教
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
性
格
へ
の
批
判
者
に
留
ま
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
仏
教
は
「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」
で
あ
る
と
同
時

に
「
仏
陀
に
成
る
た
め
の
く
歩
み
〉
」
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
教
え
〉
の
提
示
だ
け

で
は
、
阿
羅
漢
止
ま
り
で
あ
っ
た
小
乗
の
実
践
道
を
本
当
に
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
『
般
若
経
』
は
、
新
た
な
〈
教
え
〉
で
あ
る
空
性
説
を
宣
揚
す
る
と
同
時
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ろ
つ
ば
 
ら
み
つ

菩
薩
の
実
践
徳
目
で
あ
り
成
仏
へ
と
向
か
う
〈
歩
み
〉
を
、
「
六
波
羅
蜜
（
m
曾
-
冨
轟
ヨ
鼠
）
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
せ
 
は

と
し
て
纏
め
上
げ
た
。
菩
薩
の
成
仏
に
向
け
た
〈
歩
み
〉
で
あ
る
「
六
波
羅
蜜
（
布
施
波

ら
み
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
か
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ん
に
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ょ
う
じ
ん

羅
蜜
鼠
§
も
倒
§
巨
岩
、
持
戒
波
羅
蜜
旨
㌣
8
雷
巨
鼠
、
忍
辱
波
羅
蜜
厨
ぎ
阜
冨
§
巨
鼠
、
精
進

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
じ
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
え

波
羅
蜜
嵩
曼
9
も
曾
P
巨
鼠
、
禅
定
波
羅
蜜
α
冨
ぎ
甲
寿
言
ヨ
富
、
智
慧
波
羅
蜜
妻
室
甲
冨
轟
巨
邑
」

は
、
智
慧
の
完
成
・
智
慧
に
よ
る
到
彼
岸
で
あ
る
「
般
若
波
羅
蜜
（
1
1
智
慧
波
羅
蜜
）
」

に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
「
般
若
波
羅
蜜
」
を
究
極
目
標
と
す
る
。
空
性
説
を
主
題
と
す

る
『
般
若
経
』
が
、
空
性
で
は
な
く
般
若
波
羅
蜜
を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
は
、

『
般
若
経
』
制
作
者
の
意
図
を
推
し
量
る
上
で
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。

 
菩
薩
た
ち
は
も
の
ご
と
の
空
性
を
深
く
洞
察
し
て
自
己
中
心
的
な
執
着
を
離
れ
、
ひ
た

す
ら
に
六
波
羅
蜜
を
修
習
し
て
智
慧
（
仏
智
）
を
完
成
さ
せ
よ
と
『
般
若
経
』
は
教
え

る
。
そ
の
よ
う
な
処
方
箋
で
あ
る
『
般
若
経
』
が
当
初
よ
り
最
も
危
惧
し
て
い
た
こ
と
は
、

〈
教
え
〉
で
あ
る
『
般
若
経
』
自
体
や
〈
歩
み
〉
で
あ
る
六
波
羅
蜜
が
固
定
化
さ
れ
実
体

視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
空
性
」
で
あ
れ
「
六
波
羅
蜜
」
で
あ
れ
、
そ
れ
が
こ
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と
ば
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
は
単
な
る
言
語
表
現
（
b
§
℃
農
β
δ
冨
く
嵩
く
9
冨
円
9
）

に
過
ぎ
ず
、
も
の
ご
と
の
真
実
の
あ
り
方
（
空
性
、
真
諦
℃
§
ヨ
翼
訂
、
諸
法
実
相
§
守
p
。
・
饗

冨
百
巷
9
日
）
で
も
菩
薩
の
実
践
道
で
も
な
い
。
も
し
そ
の
言
語
表
現
に
拘
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
れ
ば
、
小
乗
仏
教
が
辿
っ
た
の
と
同
様
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
た
め
『
般
若
経
』
は
言
語
表
現
を
も
っ
て
〈
教
え
〉
や
く
歩
み
〉
を
説
き
な
が
ら
、
同

時
に
そ
れ
を
否
定
し
て
い
く
と
い
う
独
特
の
説
相
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
『
般
若

経
』
の
大
き
な
思
想
的
特
色
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
「
否
定
」
は
、
せ
っ
か
く
再
生
し
た
仏

教
が
後
戻
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
・
警
鐘
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
『
般
若
経
』
の
こ
う
し
た
配
慮
・
警
鐘
は
、
別
の
面
に
も
強
く
顕
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
般
若
経
』
が
一
つ
の
経
典
（
1
1
一
つ
の
処
方
箋
）
に
固
定
化
す
る
こ
と
な
く
、
次
々
と

新
た
な
処
方
箋
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
い
〈
教
え
〉
を
必
要
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
っ
せ
ん
じ
ゅ
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

す
る
来
た
ち
の
た
め
に
拡
大
・
増
広
さ
れ
て
い
っ
た
 
『
般
若
経
』
 
（
『
八
千
頒
般
若
経

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ま
ん
こ
せ
ん
じ
ゅ
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

（
掛
言
向
塾
蕩
ミ
翁
ミ
ミ
．
識
§
勘
ミ
ミ
ミ
）
B
』
『
二
万
五
千
頒
般
若
経
（
き
譜
ミ
§
旨
譜
き
蕩
識
諭

ミ
＆
識
智
勘
ミ
ミ
ミ
）
幽
な
ど
）
が
あ
る
一
方
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
さ
を
求
め
る
者
た
ち
の
た
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ん
こ
う

に
は
、
逆
に
『
般
若
経
』
は
綱
要
化
さ
れ
た
り
韻
文
化
さ
れ
た
り
し
て
い
っ
た
（
『
金
剛

は
ん
に
ゃ
き
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
と
く
ぞ
う
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う

般
若
経
 
（
§
．
ミ
8
ぎ
ミ
諭
、
ミ
．
心
気
繊
ミ
ミ
ミ
）
幽
『
宝
徳
蔵
般
若
経
 
（
ミ
＆
隷
會
融
斜
ミ
、
や

ミ
ミ
薦
ミ
＆
捨
筆
ミ
鵡
ミ
§
）
聡
』
な
ど
）
。
ま
た
、
仏
陀
の
〈
教
え
〉
の
持
つ
不
思
議
な
功
徳

に
与
か
り
た
い
と
願
う
者
た
ち
の
た
め
に
は
、
『
般
若
経
』
自
体
が
呪
文
化
・
マ
ン
ト
ラ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

化
し
て
い
き
、
そ
の
結
果
『
般
若
心
経
（
℃
§
．
識
§
鋤
ミ
§
扇
鳶
量
。
）
B
』
が
生
み
出
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ん
に
ゃ
り
し
ゅ
き
ょ
う

て
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
は
密
教
化
の
要
請
に
も
応
え
て
『
般
若
理
趣
経
 
（
等
＆
識
や

嵐
ミ
ミ
ミ
出
ミ
謀
ミ
§
§
6
鼠
戸
瓢
諭
）
p
』
が
誕
生
し
、
男
女
の
性
愛
の
清
浄
さ
を
高
ら
か
に
謳

い
上
げ
る
に
至
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
な
多
様
な
発
展
過
程
の
中
で
、
『
般
若
経
』
に
属
す
る
一
々
の
経
典
が
一
貫

し
て
、
タ
イ
ト
ル
の
一
部
あ
る
い
は
全
部
を
共
有
し
て
い
る
点
は
殊
更
に
重
要
で
あ
る
。

「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」
は
全
て
「
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
一
方
、
そ
の
内
容
は
、
根
本
的
真
理

で
あ
る
縁
起
に
基
づ
き
つ
つ
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
て
千
差
万
別
で
あ
っ
た
。
『
般
若

経
』
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
全
て
が
『
般
若
経
』
と
呼
ば
れ
る
一
方
で
そ
の
内
容
は
、
縁
起

の
新
た
な
解
釈
で
あ
る
「
空
性
説
」
に
基
づ
き
な
が
ら
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
て
種
々

の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
『
般
若
経
』
は
仏
教
そ
の
も
の
の
縮
図
と
も
い
え

る
。

 
『
般
若
経
』
は
、
仏
教
の
根
本
的
真
理
で
あ
る
縁
起
に
基
づ
き
な
が
ら
そ
れ
を
「
空
性
」

と
い
う
か
た
ち
で
新
た
に
処
方
し
直
し
て
い
る
点
で
も
、
人
・
時
・
処
の
別
に
合
わ
せ
た

処
方
箋
と
な
る
べ
く
、
タ
イ
ト
ル
を
共
有
し
た
ま
ま
拡
大
化
・
縮
小
化
・
呪
文
化
・
密
教

化
等
を
通
し
て
進
化
・
更
新
を
続
け
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
も
、
ま
こ
と
に
大
乗
経
典
の

代
表
例
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
大
乗
仏
教
の
最
初
期
か
ら
存
在
し
、
そ
の
後
様
々
に
展

開
し
な
が
ら
密
教
化
す
る
ま
で
制
作
し
続
け
ら
れ
た
『
般
若
経
』
の
歩
み
は
、
そ
の
ま
ま

大
乗
仏
教
の
歩
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ー
二
．
『
維
摩
経
（
ミ
ミ
喬
ミ
捧
ミ
㍉
ミ
、
§
亀
）
』
開
二
乗
批
判
系

 
 
 
 
 
ゆ
い
ま

 
在
家
者
の
維
摩
（
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
≦
ヨ
巴
9
露
ヨ
）
居
士
を
主
人
公
と
す
る
初
期
大

乗
経
典
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
聖
徳
太
子
撰
と
伝
え
ら
れ
る
三
経
義
疏
（
『
法
華
義
疏
』
、

『
勝
髪
経
義
疏
』
、
『
維
摩
経
義
疏
』
）
の
一
つ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
古
来
注
目
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
ま
で
は
主
に
漢
訳
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
あ
る
い
は
他
の
文
献
に
引
用
さ
れ
た
箇
所

を
頼
り
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
チ
ベ
ッ
ト
の
僧
院
（
ポ
タ
ラ
宮
）
で
梵

本
が
発
見
さ
れ
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
2
。
、
俄
然
脚
光
を
浴
び
て
い
る
経
典
で
も
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ょ
う
も
ん

 
成
仏
を
目
指
さ
な
い
小
乗
仏
教
徒
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
釈
尊
の
直
弟
子
（
声
聞
吟
似
く
鋳
P

”
仏
陀
の
〈
教
え
〉
を
聞
い
た
者
”
の
意
）
た
ち
を
、
空
性
の
深
い
理
解
を
得
て
い
る

維
摩
居
士
が
完
膚
無
き
ま
で
に
や
り
込
め
て
い
き
な
が
ら
、
経
説
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ろ
く

し
か
も
、
維
摩
に
論
破
さ
れ
る
の
は
声
聞
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
弥
勒
（
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ

ζ
9
貯
。
覧
）
を
は
じ
め
と
す
る
菩
薩
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
菩
薩
で

あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
者
の
空
性
に
対
す
る
理
解
が
こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
り
、
こ
と
ば

自
体
に
拘
り
、
成
仏
へ
と
向
か
う
〈
歩
み
〉
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
維
摩
の
追

求
の
手
が
緩
ま
る
こ
と
は
な
い
。

 
ゆ
い
ま
ぎ
ょ
う

 
『
維
論
証
』
は
、
こ
と
ば
に
拘
り
が
ち
な
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、
空
性
を
体
現
す
る
真

の
菩
薩
・
菩
薩
行
と
は
何
か
を
、
逆
説
的
な
表
現
を
多
用
し
な
が
ら
教
え
よ
う
と
す
る
。

『
般
若
経
』
は
手
を
変
え
品
を
変
え
し
な
が
ら
、
「
否
定
」
を
も
っ
て
空
性
と
六
波
羅
蜜
を

こ
と
ば
の
次
元
で
表
明
し
た
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
『
般
若
面
』
が
注
意
を
傾
け
よ
う
と
、

執
着
心
を
捨
て
さ
れ
な
い
凡
夫
は
こ
と
ば
を
固
定
化
し
概
念
を
実
体
視
し
て
し
ま
う
。
そ

の
意
味
で
『
維
摩
経
』
は
、
わ
れ
わ
れ
が
『
般
若
経
』
の
く
教
え
〉
を
理
解
し
、
き
ち
ん

と
〈
歩
み
〉
を
進
め
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
た
め
の
試
金
石
に
な
っ
て
い
る
と
も
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い
え
る
。

 
こ
の
よ
う
に
『
維
摩
経
』
は
初
期
『
般
若
経
』
を
受
け
る
か
た
ち
で
登
場
し
、
『
般
若

経
』
の
提
示
し
た
〈
教
え
〉
と
く
歩
み
〉
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
伝
統
的
権

威
を
一
部
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
、
ひ
た
す
ら
に
大
乗
仏
教
を
宣
揚
し
た
。
『
維
摩
経
』
に

し
て
み
れ
ば
、
せ
っ
か
く
初
期
『
般
若
経
』
の
登
場
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
「
仏
教
再
生

の
火
」
を
消
す
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
大

乗
擁
護
の
意
識
が
強
い
分
、
大
乗
か
ら
漏
れ
る
〔
と
『
維
摩
経
』
が
見
な
し
た
〕
声
聞
や

ど
っ
か
く

独
覚
嘆
㊤
曙
①
冨
σ
＆
自
9
（
利
他
行
を
行
わ
な
い
聖
者
）
の
二
乗
に
属
す
る
者
た
ち
を
、
「
機

根
が
破
壊
さ
れ
た
者
た
ち
」
「
大
乗
の
器
で
は
な
い
者
た
ち
」
「
も
は
や
成
仏
で
き
な
い
者

た
ち
」
と
断
じ
て
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
仏
教
の
「
万
人
成
仏
」
の
大
原
則
に

抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
課
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

ニ
ー
三
．
『
法
華
経
（
象
亀
§
畠
§
起
§
魯
、
騨
亀
）
』
闘
一
乗
系

 
釈
尊
は
自
ら
獲
得
し
た
覚
り
の
境
地
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
こ
と
ば
の
次
元
に
投

影
し
〈
教
え
〉
と
し
て
現
し
出
し
た
。
釈
尊
の
説
く
＜
教
え
〉
は
相
手
の
状
態
に
応
じ
た

勝
れ
た
処
方
箋
で
あ
り
、
効
果
的
に
病
状
（
苦
悩
）
を
治
癒
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
釈
尊
は
、
最
初
か
ら
捨
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
劣
っ
た
〈
教
え
〉
（
小

乗
）
に
よ
っ
て
衆
生
を
導
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
大
乗
・

小
乗
の
区
別
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
釈
尊
の
〈
教
え
〉
は
徹
頭
徹
尾
「
勝
れ
た
処
方
箋
（
1
1

大
乗
）
の
み
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
小
乗
と
は
あ
く
ま
で
、
〈
教
え
〉
を
固
定
化
し
、

〈
教
え
〉
の
文
言
に
固
着
し
、
結
果
的
に
〈
教
え
〉
を
消
費
期
限
切
れ
の
廃
棄
せ
ざ
る
を

得
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
仏
弟
子
側
の
過
失
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
一
部
の
経
典
は
そ
の
過
失
を
自
戒
の
念
を
込
め
て
激
し
く
責
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、

「
小
乗
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
〈
教
え
〉
を
捨
て
去
る
に
止
ま
ら
ず
、
い
か
に
「
小
乗
」

を
奉
じ
る
者
た
ち
が
自
ら
成
仏
を
断
念
し
阿
羅
漢
を
最
終
目
標
に
し
て
い
た
と
は
い
え
、

彼
ら
か
ら
成
仏
の
可
能
性
ま
で
を
も
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
や
は
り
行
き
過
ぎ
で

あ
っ
た
。
仏
教
が
須
く
「
大
乗
」
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
「
今
は
小
乗
を
奉
じ
る
人
」
向

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 
け

き
の
処
方
箋
も
出
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
道
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
法
華

き
ょ
う

無
下
は
、
か
つ
て
釈
尊
が
覚
り
体
験
を
〈
教
え
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
次
元
に
投
影
し
よ

う
か
否
か
を
迷
っ
た
「
梵
天
勧
請
」
と
同
様
の
遣
り
取
り
を
、
今
度
は
釈
尊
と
仏
弟
子
の

し
ゃ
り
ほ
っ

舎
利
弗
（
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
協
理
陰
巳
）
と
の
間
で
再
現
さ
せ
る
。
『
法
華
経
』
最
初
の
ク

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
べ
ん
ぼ
ん

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
呼
べ
る
［
方
便
品
（
§
ミ
。
ぎ
ミ
座
骨
亀
も
ミ
㌣
ミ
ミ
）
」
冒
頭
部
で
の
出
来

事
で
あ
る
。

 
「
梵
天
勧
請
」
で
は
、
釈
尊
が
い
か
に
覚
り
の
体
験
を
こ
と
ば
に
現
し
出
し
た
と
し
て

も
、
衆
生
は
こ
と
ば
自
体
に
固
着
し
て
し
ま
い
、
そ
の
真
意
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
彼

ら
自
身
の
〈
歩
み
〉
が
か
え
っ
て
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
釈
尊
の
迷

い
と
、
そ
の
困
難
を
超
え
て
も
こ
と
ば
に
現
し
出
そ
う
と
い
う
釈
尊
の
決
意
が
語
ら
れ
て

い
た
。
『
法
華
経
』
「
方
便
品
」
は
、
「
梵
天
勧
請
」
を
経
て
仏
陀
の
〈
教
え
〉
が
こ
の
世
に

誕
生
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
釈
尊
の
恐
れ
た
と
お
り
に
一
部
の
仏
弟
子
た
ち
は
く
教
え
〉

の
文
言
に
固
執
し
、
〈
教
え
〉
を
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
に
し
、
自
ら
成
仏
の
道
を

断
念
し
た
「
小
乗
」
が
登
場
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
批
判
す
る
大
乗
経
典
が
制
作
さ
れ
た
と

い
う
仏
教
の
歴
史
を
全
て
受
け
止
め
た
上
で
、
「
梵
天
勧
請
」
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
用

い
な
が
ら
、
釈
尊
が
〈
教
え
〉
を
説
い
た
の
は
全
て
の
衆
生
を
覚
ら
せ
る
た
め
で
あ
り
、

「
小
乗
」
に
よ
っ
て
人
を
導
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
「
釈
尊
出
世
の
本
懐
」
を
開
示
し
て

い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
弟
子
た
ち
は
、
本
来
は
大
乗
で
あ
っ
た
釈
尊
の
〈
教
え
〉
を
、

自
分
た
ち
が
勝
手
に
小
乗
へ
と
黒
め
、
そ
の
結
果
、
自
ら
成
仏
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ

て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
付
き
、
再
び
成
仏
へ
と
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
喜
び
に
包
ま
れ

て
い
く
。

 
『
法
華
経
』
に
お
け
る
「
方
便
（
ウ
パ
ー
や
壱
碧
薗
）
」
と
は
、
真
実
を
離
れ
た
二
義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
っ
 
し

的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
『
法
華
経
』
を
説
く
法
師
 
（
ダ
ル
マ
バ
ー
ナ

カ
調
子
§
げ
冨
据
冨
）
に
与
え
ら
れ
た
、
釈
尊
の
真
意
を
こ
と
ば
（
〈
教
え
〉
、
処
方
箋
）

と
し
て
現
し
出
す
能
力
の
こ
と
を
い
う
麗
。
歴
史
上
の
一
個
人
で
あ
る
釈
尊
が
か
つ
て
、

歴
史
上
の
あ
る
一
点
に
お
い
て
真
理
を
こ
と
ば
と
し
て
現
し
出
し
た
よ
う
に
、
『
法
華
経
』

の
法
師
は
、
歴
史
上
の
一
個
人
と
し
て
、
歴
史
上
の
あ
る
一
点
に
真
理
を
こ
と
ば
と
し
て

現
し
出
し
て
い
く
。
こ
の
、
「
歴
史
上
の
一
個
人
が
、
歴
史
上
の
あ
る
一
点
に
お
い
て
、

真
理
を
こ
と
ば
と
し
て
現
し
出
す
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
釈
尊
と
『
法
華
経
』
の
法
師

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
っ
 
し
ほ
ん

と
は
何
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
『
法
華
経
』
「
法
師
品
（
b
隷
§
§
亀
寒
鋤
ミ
ぎ
-

ミ
ミ
ミ
ミ
）
」
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
滅
後
に
真
理
を
こ
と
ば
と
し
て
現
し
出
す
法
師
を

「
如
来
で
あ
る
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る
真
理
は
人
・
歴
史
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
る
と
同
時
に
、
真
理
を
こ
と
ば
と
し
て
語
る
人
と
真
理
そ
の
も
の
と
の
重
な
り
は
、
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創
唱
宗
教
で
あ
る
仏
教
に
と
っ
て
本
質
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
釈
尊
を
模
倣

し
な
が
ら
仏
滅
後
に
如
来
の
仕
事
を
代
行
す
る
法
師
が
あ
る
限
り
、
釈
尊
は
こ
と
ば
と
な
っ

て
説
法
の
場
に
蘇
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
法
華
経
』
を
説
く
法
師
が
あ
る
限
り

如
来
の
寿
命
は
無
限
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
、
旧
方
便
品
」
と
■
法
師
品
」
の
記

 
 
 
 
 
 
 
 
に
ょ
ら
い
じ
ゅ
り
ょ
う
ほ
ん

述
を
受
け
た
上
で
「
如
来
雨
量
品
（
§
評
甜
ミ
骨
ミ
竜
、
§
智
亀
感
ミ
言
・
ミ
）
」
が
描
き
出
さ

れ
る
理
由
が
あ
る
。

 
『
法
華
経
』
の
原
題
「
サ
ッ
ダ
ル
マ
・
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
」
は
「
白
蓮
華
の
よ
う
な
正
し

い
〈
教
え
〉
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
「
正
し
い
〈
教
え
〉
」
と
訳
さ
れ
た
「
サ
ッ
ダ
ル
マ

。・

b
α
冨
§
E
は
、
伝
統
的
に
「
仏
教
」
「
仏
陀
の
〈
教
え
〉
」
の
総
体
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
『
法
華
経
』
に
お
け
る
「
サ
ッ
ダ
ル
マ
」
も
、
処
方
箋
の
一
つ
と
し

て
の
『
法
華
経
』
の
文
言
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
総
体
を
表
す
も
の
で
あ
る
と

仮
定
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
『
法
華
経
』
の
経
題
を
「
仏

陀
の
〈
教
え
〉
と
は
白
蓮
華
の
よ
う
に
清
ら
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
い
出
さ
せ
る
経

典
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
事
実
、
『
法
華
経
』
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
そ

れ
が
特
定
の
〈
教
え
〉
を
指
す
よ
り
も
む
し
ろ
、
仏
教
に
お
け
る
〈
教
え
〉
が
何
た
る
か

を
説
く
、
い
わ
ば
ズ
教
え
〉
の
上
位
概
念
」
と
し
て
機
能
で
き
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
も
し
こ
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
『
法
華
経
』
が
『
法
華
経
』
自
身
に
言
及
す

る
の
は
論
理
矛
盾
だ
」
と
か
、
「
『
法
華
経
』
に
は
教
義
ら
し
い
も
の
が
な
く
、
ひ
た
す

ら
『
法
華
経
』
自
身
を
讃
歎
す
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
の
批
判
も
、
『
法
華
経
』
の
持
つ
こ

の
特
質
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
法
華
経
』
が

古
来
「
諸
経
の
王
」
と
言
わ
れ
、
時
代
・
地
域
の
差
を
超
え
て
様
々
な
人
の
心
を
潤
し

続
け
て
き
た
一
因
は
、
そ
こ
に
仏
教
の
本
来
の
あ
り
方
、
仏
教
の
本
道
が
提
示
さ
れ
た

「〈

ｳ
え
〉
の
上
位
概
念
」
と
し
て
も
機
能
で
き
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
i
四
．
『
華
厳
経
（
鳶
ミ
§
ミ
ミ
亀
ミ
器
ぎ
）
』
『
大
集
経
（
ミ
暮
嵐
器
ミ
嵜
骨
勘
§
旨
ミ
亀
）
』

 
 
 
 
『
宝
積
経
（
ミ
§
ミ
ミ
ミ
§
§
）
』
“
叢
書
系

 
 
 
 
 
 
 
 
け
ご
ん
き
ょ
う
 
 
 
 
 
だ
い
じ
っ
き
ょ
う
 
 
 
 
 
ほ
う
し
ゃ
く
き
ょ
う

 
こ
こ
に
挙
げ
た
『
華
厳
経
謹
、
『
蒐
集
経
』
、
『
宝
積
経
』
の
三
点
は
、
テ
ー
マ

を
共
有
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
相
互
に
積
極
的
な
思
想
的
連
関
が
見
出
せ
る
わ
け

で
も
な
い
。
成
立
状
況
も
推
定
さ
れ
る
成
立
地
も
各
々
別
々
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
三
経

典
が
こ
こ
に
一
括
り
に
さ
れ
る
理
由
は
た
だ
一
つ
、
そ
れ
ら
が
全
て
「
叢
書
」
で
あ
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
『
華
厳
経
』
八
十
巻
、
『
大
仁
経
』
六
十
巻
、
『
宝
積
経
』
百
二
十
巻

と
、
分
量
だ
け
を
見
れ
ば
す
で
に
挙
げ
た
『
般
若
経
』
六
百
巻
に
は
遠
く
及
ば
な
い
が
、

本
来
単
行
の
諸
経
典
を
一
つ
に
纏
め
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
さ
し
ず
め
、
小
さ

な
専
門
病
院
を
集
め
、
各
診
療
科
を
備
え
た
大
き
な
「
総
合
病
院
」
へ
と
統
合
し
て
い
こ

う
と
す
る
に
似
て
い
る
。
『
華
厳
経
』
『
大
集
経
』
『
宝
積
経
』
の
編
纂
歴
た
ち
は
、
仏
陀

の
〈
教
え
〉
で
あ
る
経
典
が
、
根
本
的
真
理
に
基
づ
い
た
上
で
の
処
方
箋
・
治
療
薬
・
医

療
行
為
で
あ
る
こ
と
よ
く
理
解
し
、
種
々
の
悩
み
を
抱
え
た
数
多
く
の
人
々
を
救
う
た
め
、

本
来
単
独
で
流
行
し
て
い
た
諸
経
典
を
叢
書
の
か
た
ち
に
編
み
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
編
纂
者
た
ち
の
仏
教
に
対
す
る
深
い
理
解
と
、
衆
生
済
度
に
情
熱

を
注
ぐ
慈
悲
の
念
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
各
叢
書
に
つ
い
て
概

観
し
て
お
く
。

 
ニ
ー
四
1
一
．
『
華
厳
経
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
び
 
る
し
ゃ
 
な

 
『
華
厳
経
』
の
教
主
は
、
蓮
華
蔵
世
界
に
住
む
毘
盧
遮
那
（
ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ

く
緯
。
8
§
）
と
い
う
仏
陀
で
あ
る
％
。
こ
の
毘
盧
遮
那
仏
は
、
釈
尊
の
覚
り
・
釈
尊
の
真

意
と
し
て
の
一
縁
起
」
を
人
格
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
彼
は
こ
と
ば
の
次
元

に
現
れ
出
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
主
で
あ
り
な
が
ら
彼
は
一
言
も
発
す
る
こ
と

は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
、
彼
の
力
を
受
け
た
菩
薩
た
ち
が
種
々
の
説
法
を
な
す
と
い
う

構
成
を
取
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
『
華
厳
経
』
は
、
こ
と
ば
と
し
て
の
仏
陀
の
〈
教
え
〉
が
、

「
こ
と
ば
の
次
元
に
は
現
れ
出
な
い
釈
尊
の
覚
り
・
釈
尊
の
真
意
と
し
て
の
縁
起
」
に
基

づ
く
、
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
た
処
方
箋
で
あ
り
、
そ
の
処
方
箋
は
現
実
に
は
菩
薩

を
通
し
て
人
々
に
施
さ
れ
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
理
念
を
、
多
数
の
単
行
経
典
を
叢
書

へ
と
ま
と
め
な
が
ら
戯
曲
的
に
表
明
し
た
経
典
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
華
厳
経
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゅ
う
じ
ぼ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ょ
ら
い
し
ゅ
つ
げ
ん
ぼ
ん

を
構
成
す
る
諸
経
（
諸
品
）
の
う
ち
、
「
十
地
品
（
b
謀
S
ミ
ミ
ぎ
）
』
「
如
来
出
現
品

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ゆ
う
ほ
っ
か
い
ぼ
ん

（
ぎ
、
書
α
q
ミ
。
も
ミ
ぎ
愚
諒
ミ
§
母
譜
詮
）
お
」
「
入
法
界
品
（
Q
§
魯
蝿
扇
ぎ
）
2
9
」
の
三
品
に
つ
い

て
簡
略
に
説
明
を
加
え
る
。

 
「
十
地
品
（
戦
地
経
）
」
は
大
乗
の
菩
薩
の
〈
歩
み
〉
の
過
程
を
、
第
一
地
の
歓
喜
地
か

ら
第
十
地
の
法
雲
地
ま
で
の
十
地
に
分
か
っ
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
菩
薩
は
こ
れ
ら
十

六
を
順
に
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
上
の
覚
り
を
得
て
仏
陀
と
成
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
六
地
の
現
前
地
に
お
い
て
は
「
三
界
唯
心
（
現
象
世
界
は
わ
れ
わ
れ
の
心
が
作
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り
、
現
し
出
し
た
も
の
）
」
が
説
か
れ
て
お
り
、
後
に
唯
識
思
想
罰
を
生
み
出
す
先
駆
と
な
っ

た
。

 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
お
う
に
ょ
ら
い
し
ょ
う
き
ぼ
ん

 
「
如
来
出
現
品
（
山
王
如
来
性
事
序
）
謹
で
は
、
「
如
来
の
慈
悲
が
智
慧
と
な
っ
て
一

切
衆
生
の
身
中
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
無
明
に
覆
わ
れ
て
い
る
凡
夫
は
そ
れ
に
気
づ
い

て
お
ら
ず
、
如
来
の
智
慧
が
役
に
立
っ
て
い
な
い
。
」
＝
切
衆
生
は
如
来
の
種
性
に
生
ま

れ
て
い
る
。
」
と
説
か
れ
、
後
述
す
る
『
如
来
蔵
経
』
の
成
立
へ
と
連
な
っ
て
い
く
こ
と

と
な
る
。
唯
識
思
想
と
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
詑
は
中
期
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る
二
大
思
想

で
あ
る
。
そ
の
双
方
の
主
要
な
源
泉
を
「
処
方
箋
」
あ
る
い
は
「
診
療
科
」
と
し
て
備
え

て
い
た
こ
と
は
、
「
総
合
病
院
」
と
し
て
の
『
華
厳
経
』
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

 
「
入
法
界
品
」
は
善
財
（
ス
ダ
ナ
Q
Q
＆
9
§
）
と
い
う
童
子
の
求
道
の
〈
歩
み
〉
を
、
五

十
五
人
の
善
き
指
導
者
（
善
知
識
吋
巴
鴇
起
巨
巳
）
を
訪
ね
る
旅
と
し
て
描
き
出
し
た
、

『
華
厳
経
』
の
最
後
尾
を
飾
る
大
経
で
あ
る
認
。
善
知
識
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
や
階
層
の

人
々
が
含
ま
れ
て
お
り
、
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
自
ら
の
処
方
箋
を
善
財
童
子

に
施
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
善
知
識
は
ま
だ
成
仏
し
て
い
な
い
菩
薩
で
あ
り
、
各
々

の
立
場
の
ま
ま
で
自
ら
成
仏
へ
と
く
歩
み
〉
な
が
ら
、
善
財
童
子
を
も
成
仏
へ
と
く
歩

ま
〉
せ
る
。
万
人
が
菩
薩
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
万
人
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
（
大
乗
）

仏
教
の
大
原
則
は
、
こ
の
「
入
法
界
品
」
に
お
い
て
も
十
全
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

 
ニ
ー
四
-
二
．
『
大
引
経
』

 
『
大
立
経
』
は
、
『
華
厳
経
』
や
『
宝
平
調
』
と
は
異
な
り
、
叢
書
と
し
て
の
形
態
を
取
っ

て
い
る
の
は
漢
訳
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
叢
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
は

イ
ン
ド
以
外
の
地
（
例
え
ば
中
央
ア
ジ
ア
な
ど
の
西
域
）
で
は
な
い
か
と
の
説
も
あ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
〈
教
え
〉
だ
け
で
は
な
く
「
総
合
病
院
を
作
ろ
う
」

と
い
う
慈
悲
の
念
と
情
熱
も
、
イ
ン
ド
の
地
を
離
れ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
〈
教
え
〉
と
く
歩
み
〉
を
兼
ね
備
え
た
仏
教
本
来
の
姿
は
、
処
の
別
を
問
わ
ず
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
『
大
為
券
』
に
含
ま
れ
る
諸
経
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
深
い
も
の
は
残
念
な
が

ら
少
な
い
。
た
だ
、
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
の
代
表
的
論
書
で
あ
る
『
宝
性
論
謹
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
だ
 
ら
 
に
 
じ
ざ
い
お
う
ぼ
さ
っ
ぼ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
に
ょ
ぼ
ん

『
大
呂
経
』
か
ら
■
陀
羅
尼
自
在
王
菩
薩
品
第
二
（
b
ぎ
ミ
愚
ぐ
ミ
ミ
ミ
琶
笥
、
ミ
）
あ
」
「
宝
女
品

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
い
え
 
ぽ
さ
っ
ぼ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
く
う
ぞ
う

第
三
（
肉
ミ
§
§
蕊
§
ミ
ミ
）
・
6
」
「
海
慧
菩
薩
品
第
五
（
斎
ミ
§
ミ
嘗
ミ
甘
零
き
鋤
）
置
「
虚
空
蔵

ぼ
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
け
い
ぼ
さ
つ
ぼ
ん

品
第
八
（
Q
轟
§
轟
匙
趣
．
§
ミ
写
象
§
）
』
「
領
髪
菩
薩
品
第
十
一
（
肉
ミ
§
鼠
§
ミ
甘
零
寒
鋤
）
3
9
」

む
じ
ん
に
ぽ
さ
っ
ぼ
ん

「
無
尽
意
菩
薩
品
第
十
二
（
」
育
ミ
匙
ミ
ミ
噛
ミ
、
潜
函
）
・
。
」
が
引
用
あ
る
い
は
参
照
さ
れ
て
お
り
、

『
華
厳
経
』
「
如
来
性
起
品
」
の
よ
う
な
直
接
的
影
響
で
は
な
い
も
の
の
、
同
思
想
の
形

成
に
関
す
る
側
面
か
ら
の
寄
与
が
あ
っ
た
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
や
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
つ
ぞ
う
ぶ
ん

本
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
圏
に
与
え
た
影
響
と
い
う
点
で
は
、
 
「
月
蔵
分

（
9
謡
辱
薦
ミ
面
起
ミ
覧
8
ミ
）
謹
に
説
か
れ
る
末
法
思
想
が
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

 
ニ
ー
四
-
三
．
『
宝
積
経
』

 
『
宝
積
経
』
は
、
本
来
単
独
で
存
在
し
て
い
た
四
十
九
の
別
行
経
典
を
集
成
し
、
四
十

 
え

藤
蔓
よ
り
な
る
一
大
叢
書
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
大
鐘
経
』
の
場
合
と
は
異
な
り
、

編
入
さ
れ
た
経
典
に
は
有
名
な
も
の
も
多
い
。
『
宝
積
経
』
に
お
け
る
名
称
・
区
分
に
従

い
な
が
ら
い
く
つ
か
列
挙
し
て
み
よ
う
。

 
法
蔵
（
ダ
ル
マ
ー
カ
ラ
】
）
冨
§
翼
舘
9
）
菩
薩
の
誓
願
と
修
行
、
そ
し
て
彼
が
成
覚
し
て

阿
弥
陀
（
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
〉
巨
萄
罷
。
・
”
ア
ミ
タ
ー
バ
〉
目
騨
蓼
匿
）
仏
犯
と
な
り
、
西
方
の
極

楽
（
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
。
Q
＝
聾
倒
く
昌
）
世
界
に
お
い
て
誓
願
を
実
現
し
て
い
る
様
子
を
描

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ
ら
い
え

い
た
、
浄
土
信
仰
の
根
本
経
典
の
一
つ
で
あ
る
「
無
量
寿
如
来
会
（
蜜
ぎ
ミ
ミ
ミ
笥
ぎ
）
謹

（
第
五
会
）
。
阿
弥
陀
仏
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
東
方
の
妙
喜
（
ア
ビ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
ゆ
く

う
テ
ィ
〉
窪
冨
も
世
界
に
住
ま
う
阿
閃
 
（
ア
ク
シ
ョ
ー
ブ
ヤ
≧
【
倦
十
二
）
仏
の
誓
願
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
 
ど
う
に
ょ
ら
い
 
え

浄
土
の
様
子
を
描
い
た
「
不
動
如
来
会
（
三
吟
＆
ミ
恩
讐
き
窺
）
謹
（
第
六
会
）
。
護
国
（
ラ
ー

シ
ュ
ト
ラ
パ
ー
ラ
因
倒
畳
巷
三
里
尊
者
を
急
告
衆
と
し
て
、
十
二
種
の
菩
薩
行
を
説
き
小
乗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
く
ぼ
さ
つ
え

を
痛
切
に
批
判
す
る
「
護
国
菩
薩
会
（
肉
魯
へ
寒
ミ
§
ミ
貫
8
§
）
謹
（
第
十
八
会
）
。
自
ら
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
く
が

修
行
に
逼
進
ず
る
出
家
菩
薩
の
絶
対
優
位
を
説
き
、
在
家
の
人
々
に
出
家
を
促
す
「
郁
伽

ち
ょ
う
じ
ゃ
え

長
者
会
（
蒔
・
§
ミ
嘗
零
細
翫
）
謹
（
第
十
九
会
）
。
『
宝
積
経
』
の
中
核
を
な
す
経
典
で
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ゅ
う
が
ん

「
空
性
の
正
し
い
理
解
」
と
は
何
た
る
か
を
説
い
て
、
大
乗
の
二
大
学
派
で
あ
る
中
観
派
・

ゆ
 
が
ぎ
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
み
よ
う
ぼ
さ
つ
え

喩
伽
行
派
の
双
方
で
重
視
さ
れ
た
「
普
明
菩
薩
会
（
奪
§
§
ミ
貯
ミ
ミ
）
』
（
第
四
十
三

会
）
。
東
方
の
仏
国
土
よ
り
来
至
し
た
無
尽
意
（
ア
ク
シ
ャ
ヤ
マ
テ
ィ
〉
厨
9
着
目
註
）

 
 
 
 
 
 
 
む
じ
ん
に
ぼ
さ
つ
え

菩
薩
が
登
場
す
る
「
無
尽
意
菩
薩
会
（
』
首
ミ
亀
ミ
ミ
ミ
、
論
旨
）
」
（
第
四
十
六
会
）
。
勝
髪
（
シ
ュ
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リ
ー
マ
ー
ラ
ー
聖
日
似
芭
夫
人
と
い
う
在
家
の
女
性
を
主
人
公
に
し
た
、
如
来
蔵
・
仏
性
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ょ
う
ま
ん
ぶ
に
ん
え

想
を
代
表
す
る
経
典
の
一
つ
「
勝
髪
夫
人
会
（
摯
N
ミ
田
鋤
N
鋤
譜
ぐ
翻
帖
ミ
鴨
切
匙
ミ
鋤
§
笥
母
亀
）
謹
（
第
四

十
八
会
）
。

 
こ
れ
ら
の
中
で
第
四
十
六
会
の
「
無
尽
意
菩
薩
会
」
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
「
無
尽

意
菩
薩
品
第
十
二
」
と
し
て
『
大
型
経
』
に
も
編
入
さ
れ
て
い
た
。
「
無
尽
意
菩
薩
会

（
無
尽
意
菩
薩
品
）
」
の
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
無
尽
意
菩
薩
は
、
諸
法
の
無
尽
、
す
な

わ
ち
、
仏
陀
の
〈
教
え
〉
は
無
数
に
あ
る
こ
と
よ
り
命
名
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
本

経
が
二
大
叢
書
の
ど
ち
ら
に
も
編
入
さ
れ
た
理
由
な
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
嶋
、

法
門
の
無
数
さ
を
名
に
戴
く
菩
薩
の
経
典
と
、
数
多
の
法
門
を
集
成
し
た
両
叢
書
と
の
符

合
は
玄
妙
と
い
う
ほ
か
な
い
。

ニ
ー
五
．
『
解
深
密
経
（
ぎ
ミ
ミ
 
馬
芭
、
§
ミ
§
高
旨
§
）
』
”
唯
識
系

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
い
し
き

 
中
期
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る
思
想
が
唯
識
（
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
マ
ー
ト
ラ
タ
ー

＜
冒
酒
酔
武
烈
冨
邑
と
、
野
宮
で
解
説
す
る
如
来
蔵
・
仏
性
で
あ
り
、
前
者
の
唯
識
思
想
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
じ
ん
み
っ
き
ょ
う

根
底
を
な
す
数
少
な
い
経
典
が
、
こ
の
『
解
深
聖
経
・
。
』
で
あ
る
。

 
空
性
説
で
あ
れ
唯
識
説
で
あ
れ
如
来
蔵
・
仏
性
説
で
あ
れ
、
そ
れ
が
仏
教
に
お
け
る
教

説
・
〈
教
え
〉
で
あ
る
以
上
、
釈
尊
の
覚
り
・
釈
尊
の
真
意
で
あ
る
縁
起
を
解
釈
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
何
ら
異
な
る
点
は
な
い
。
た
だ
し
中
期
大
乗
仏
教
に
と
っ
て
は
、

根
本
的
真
理
で
あ
る
縁
起
に
加
え
、
す
で
に
初
期
大
乗
に
お
い
て
行
わ
れ
た
縁
起
解
釈
、

す
な
わ
ち
空
性
説
を
も
、
再
解
釈
す
べ
き
対
象
と
し
て
い
る
点
に
相
違
・
発
展
が
見
ら
れ

る
。 

唯
識
説
は
、
主
観
（
心
作
用
）
と
客
観
（
外
界
の
対
象
）
の
存
在
ど
ち
ら
も
認
め
る

こ
と
な
く
、
両
者
と
も
に
識
（
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
く
こ
謡
§
）
が
顕
現
し
た
も
の
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
、
空
性
説
に
再
解
釈
を
施
し
た
。
識
に
は
通
常
の
六
識
（
眼

。
爵
招
。
・
・
耳
吟
。
欝
・
鼻
σ
q
茸
曾
『
舌
喜
岳
・
身
重
饗
・
意
日
魯
§
。
・
）
に
加
え
、
自
我
意
識
た

る
マ
ナ
識
（
マ
ノ
ー
ナ
ー
マ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
吐
き
。
冨
日
9
＜
こ
富
§
）
と
、
さ
ら
に
そ

の
奥
に
あ
る
ア
ー
ラ
や
識
（
ア
ー
ラ
ヤ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
箪
鎚
碧
己
諮
§
）
の
合
計
八
識

を
立
て
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
と
は
貯
蔵
庫
を
意
味
し
て
お
り
、
過
去
の
業
と
現
在
の
業
の
余
力

は
こ
の
ア
ー
ラ
や
識
に
貯
え
ら
れ
、
条
件
（
縁
）
が
整
え
ば
発
動
し
、
主
観
・
客
観
を
含

む
世
界
を
顕
現
さ
せ
る
と
す
る
。
釈
尊
の
覚
り
・
釈
尊
の
真
意
で
あ
る
縁
起
は
こ
の
唯
識

説
に
他
な
ら
な
い
と
し
、
釈
尊
の
〈
教
え
〉
に
「
密
」
め
か
れ
て
い
た
「
深
」
い
真
意

（
サ
ン
デ
イ
。
・
9
ぢ
自
一
）
を
「
解
」
き
明
か
す
（
ニ
ル
モ
ー
チ
ャ
ナ
巳
§
0
8
§
）
「
経
」
典
（
ス
ー

ト
ラ
。
。
口
冨
）
で
あ
る
と
の
自
認
か
ら
、
自
ら
を
『
解
深
密
経
象
ミ
§
馬
監
ミ
ミ
§
§
早
旨
§
』
と

名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
大
乗
経
典
を
「
第
一
時
」
、
空
性
を
説
く
初
期
大
乗

経
典
を
「
第
二
時
」
と
し
た
上
で
、
ど
ち
ら
も
未
了
義
ロ
畠
彗
9
（
釈
尊
の
真
意
を
十
分

こ
と
ば
に
現
し
出
し
て
い
な
い
も
の
）
で
あ
る
と
し
、
「
第
三
時
」
の
『
解
深
密
経
』
こ

そ
了
義
量
匿
（
釈
尊
の
真
意
を
解
明
し
た
も
の
）
で
あ
る
と
い
う
「
三
時
教
判
」
を
展

開
し
た
。

 
唯
識
に
限
ら
ず
仏
教
の
思
想
は
全
て
、
釈
尊
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
探
り
、

そ
れ
を
こ
と
ば
の
次
元
に
〈
教
え
〉
と
し
て
現
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
。

い
わ
ば
仏
教
思
想
史
と
は
、
釈
尊
の
真
意
を
巡
る
「
解
釈
」
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
「
小
さ
な
解
釈
」
は
論
書
で
も
可
能
だ
が
、
真
意
（
縁
起
）
の
根
幹
に

関
わ
る
よ
う
な
「
大
き
な
解
釈
」
を
展
開
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
仏
陀
の
こ
と
ば
・
仏
陀

の
〈
教
え
〉
、
す
な
わ
ち
「
経
典
」
が
必
要
に
な
る
。
縁
起
の
一
解
釈
で
あ
る
唯
識
説
を
、

釈
尊
の
こ
と
ば
と
し
て
解
き
明
か
す
『
解
深
密
経
』
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
好
例

で
あ
る
。
事
実
、
『
解
深
密
経
』
が
一
旦
成
立
す
る
や
、
そ
れ
以
降
、
唯
識
思
想
は
主
に

論
書
を
通
し
て
深
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ニ
ー
六
．
『
如
来
蔵
経
（
寄
ミ
粛
亀
薦
ミ
寒
奮
勘
ミ
）
』
『
浬
繋
経
（
」
§
隷
§
ミ
ミ
ミ
§
§
勘
㌣
喬
）
』

 
 
 
 
等
開
如
来
蔵
・
仏
性
系

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ょ
ら
い
ぞ
う

 
先
の
『
解
深
密
経
』
の
項
下
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
如
来
蔵
（
タ
タ
ー
ガ
タ
ガ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぶ
っ
し
ょ
う

バ
§
団
α
q
孚
。
雷
α
q
9
誉
匿
）
・
仏
性
（
ブ
ッ
ダ
ダ
ー
ト
ゥ
げ
巳
爵
9
。
爵
餌
9
）
思
想
も
唯
識
思
想
と
同

様
、
釈
尊
の
覚
り
・
釈
尊
の
真
意
と
し
て
の
縁
起
の
一
解
釈
で
あ
る
と
同
時
に
、
空
性
説

に
新
た
な
解
釈
を
施
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
切
衆
生
に
如
来
の
智
慧
が
具
わ
っ
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ょ
ら
い
ぞ
う
き
ょ
う

と
説
く
『
華
厳
経
』
「
如
来
性
妙
品
」
を
直
接
受
け
て
、
『
如
来
蔵
経
』
が
＝
切
衆
生
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
く

如
来
を
内
に
秘
め
て
い
る
（
蔵
し
て
い
る
）
。
だ
が
、
そ
れ
が
蔵
れ
て
い
る
問
は
如
来
の
働

き
を
な
し
え
な
い
。
だ
か
ら
、
仏
道
を
〈
歩
む
〉
こ
と
に
よ
っ
て
蔵
れ
て
い
る
如
来
を
完

全
な
如
来
に
し
て
い
こ
う
。
」
と
宣
言
し
た
こ
と
に
よ
り
、
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
が
誕
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ぞ
う
ふ
げ
ん
ぎ
ょ
う

し
た
。
そ
の
後
こ
の
思
想
は
、
主
に
『
不
増
不
減
経
（
」
ミ
§
ミ
§
ミ
ミ
譜
§
旨
§
亀
）
』
や

し
ょ
う
ま
ん
ぎ
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
う
し
ょ
う
ろ
ん

『
勝
髪
経
（
㍗
ぎ
首
謀
譜
爵
§
隷
§
鋤
§
動
ミ
ミ
）
5
3
』
を
通
し
て
『
宝
性
論
（
肉
ミ
嵩
鵡
ミ
ミ
託
寒
禽
早
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ミ
§
ミ
§
ミ
ミ
ミ
。
ミ
、
鼠
碧
ミ
）
』
と
い
う
論
書
に
向
か
っ
て
整
然
と
理
論
化
さ
れ
て
い
く
流

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

れ
と
、
如
来
蔵
を
仏
性
と
い
う
語
で
読
み
代
え
た
『
浬
予
習
』
を
基
軸
と
す
る
一
連
の
経

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
う
く
つ
ま
 
ら
き
ょ
う

 
 
 
だ
い
う
ん
き
ょ
う

典
群
（
『
大
雲
経
（
さ
ミ
壽
窓
蕩
ミ
ミ
）
弱
』
『
浬
葉
経
』
『
央
掘
魔
羅
経
（
」
粛
ミ
§
ミ
劇
蕩
勘
ミ
）
5
6
』

だ
い
ほ
っ
く
き
ょ
う

『
大
法
鼓
経
（
さ
ミ
寒
Q
爵
ミ
ミ
）
』
よ
り
な
る
浬
禦
経
系
経
典
群
）
が
制
作
さ
れ
、
こ
の

思
想
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
か
し
て
い
く
流
れ
の
二
つ
を
生
み
出
し
て
い
く
。

 
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
と
い
う
〈
教
え
〉
に
お
い
て
は
、
〈
歩
み
〉
の
結
果
と
し
て
得
ら

れ
る
如
来
は
、
現
在
〈
歩
み
〉
の
途
中
に
あ
る
衆
生
に
よ
っ
て
す
で
に
抱
え
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
他
の
思
想
と
の
違
い
を
、
黄
金
を
求
め
る
過
程
に
讐
え
て
説
明
し
よ
う
。

如
来
蔵
・
仏
性
以
外
の
思
想
に
お
い
て
は
、
求
め
る
べ
き
黄
金
は
現
在
の
自
分
の
居
場
所

を
離
れ
た
ど
こ
か
遠
く
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
黄
金
の
在
処
を
記
し
た
地
図
と
い
う
〈
教

え
〉
に
従
い
、
黄
金
に
向
け
て
の
く
歩
み
〉
を
進
め
、
い
っ
か
黄
金
に
辿
り
着
く
の
で
あ

る
。
一
方
、
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
に
お
い
て
は
、
黄
金
は
す
で
に
自
分
の
手
の
内
に
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
黄
金
は
ま
だ
精
錬
さ
れ
て
い
な
い
鉱
石
に
止
ま
っ
て
お
り
、
黄
金
と
し
て

の
価
値
を
発
揮
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
そ
こ
で
仏
陀
の
〈
教
え
〉
に
従
い
な
が
ら
鉱
石

を
精
錬
す
る
と
い
う
く
歩
み
〉
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
い
つ
し
か
完
全
な
黄

金
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
に
お
い
て
は
、
黄
金
に
辿

り
着
く
ま
で
の
「
本
当
に
黄
金
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
「
本
当
に
こ
の
地
図
は
正
し
い
の

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
不
安
感
や
、
「
自
分
に
は
鉱
石
が
あ
る
が
あ
い
つ
に
は
な
い
。
だ
か

ら
あ
い
つ
は
成
仏
で
き
な
い
の
だ
」
と
他
人
を
侮
る
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
な
く
な
り
、

衆
生
は
安
心
し
て
仏
道
を
〈
歩
む
〉
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
如
来
蔵
・
仏
性
思
想

が
ど
の
よ
う
な
人
向
け
の
処
方
箋
か
が
よ
く
分
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
『
如
来
蔵
経
』
は
「
諸
々
の
如
来
が
世
に
出
る
も
出
ざ
る
も
、
一
切
衆
生
は
如
来
を
内

に
蔵
し
て
い
る
。
』
と
説
い
た
。
こ
の
「
諸
々
の
如
来
が
世
に
出
る
も
出
ざ
る
も
」
と
い

う
表
現
は
、
仏
教
の
伝
統
で
は
縁
起
を
説
明
す
る
際
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ

こ
か
ら
、
「
自
分
は
縁
起
の
解
釈
を
行
っ
た
の
だ
」
と
い
う
『
如
来
蔵
経
』
の
意
識
が
確

認
で
き
る
。
ま
た
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
は
、
煩
悩
の
空
と
、
究
極
的
価
値
で
あ
る
如
来
と

そ
の
功
徳
の
不
空
と
い
う
か
た
ち
で
空
性
説
を
再
解
釈
し
た
。
た
だ
し
、
如
来
蔵
・
仏
性

思
想
と
空
性
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
宝
性
論
』
の
系
統
と
浬
葉
叢
系
経
典
群
の
間

で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
『
宝
性
論
』
の
系
統
に
お
い
て
は
、
空
性
説
は
否
定
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
煩
悩
の
空
と
如
来
の
不
空
こ
そ
が
空
性
説
の
正
し
い
理
解
・
解
釈
で
あ
る

と
す
る
一
方
、
浬
藥
経
系
経
典
群
に
属
す
る
『
大
法
鼓
経
』
で
は
、
空
性
説
は
未
了
義
で

あ
る
と
し
、
空
性
説
と
の
対
決
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
上
で
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
を
強
く
宣

揚
し
て
い
る
。

 
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
は
こ
れ
ま
で
、
主
に
『
急
性
論
』
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
、
『
宝
性

論
』
の
枠
内
で
研
究
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
『
宝
寺
論
』
が
ど
れ
ほ
ど
優

れ
た
論
書
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
表
さ
れ
た
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
「
『
宝
性
論
』

の
採
用
し
た
教
説
、
学
説
」
で
あ
り
、
決
し
て
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
の
総
体
そ
の
も
の
で

は
な
い
。
特
に
、
唯
識
の
場
合
と
は
異
な
り
、
如
来
町
・
仏
性
は
論
書
で
は
な
く
、
様
々

な
経
典
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
、
発
展
し
、
そ
し
て
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
思
想
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
の
全
体
像
を
正
し
く
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

『
宝
性
論
』
と
い
う
極
め
て
優
秀
な
第
二
次
資
料
を
用
い
る
と
同
時
に
、
第
一
次
資
料
で

あ
る
経
典
を
通
し
た
直
接
的
研
究
が
是
非
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
論
書
と
比
べ
る
と
き
、

経
典
は
必
ず
し
も
論
理
立
っ
た
構
成
を
持
た
ず
、
ま
た
、
冗
長
な
繰
り
返
し
や
わ
れ
わ
れ

の
常
識
と
は
か
け
離
れ
た
舞
台
設
定
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
研
究
者
の
選
択
眼
は
、
ど
う
し

て
も
理
屈
や
論
理
の
世
界
の
中
で
扱
い
や
す
い
論
書
の
方
へ
向
き
が
ち
で
あ
っ
た
し
、
現

在
で
も
そ
の
傾
向
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
如
来
蔵
・

仏
性
思
想
の
場
合
、
『
宝
島
論
』
と
い
う
秀
で
た
論
書
の
存
在
と
、
『
蔓
性
論
』
の
提
示
す
る

如
来
蔵
・
仏
性
思
想
理
解
を
踏
襲
す
る
後
代
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
伝
承
と
が
相
侯
っ
て
5
9
、

経
典
そ
の
も
の
を
通
し
て
こ
の
思
想
を
探
ろ
う
と
す
る
動
き
が
余
り
活
発
で
は
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
と
空
性
説
が
ど
の
よ
う
な

関
わ
り
合
い
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
『
宝
性
論
』
や
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
の
提
示
す
る
見
解
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
示
し
た
よ
う

に
、
第
一
次
資
料
で
あ
る
経
典
を
通
し
て
見
る
と
き
、
両
思
想
の
関
係
は
決
し
て
一
様
で

は
な
か
っ
た
。
〈
教
え
〉
は
処
方
箋
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
に
戻
れ
ば
、
如
来
蔵
・
仏
性

を
説
く
諸
経
典
が
、
「
最
終
目
標
を
す
で
に
自
ら
抱
え
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
信
念
の
も

と
に
仏
道
を
〈
歩
む
〉
人
向
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
〈
歩
み
〉
の
中
で
空
性
説
と

ど
う
関
わ
る
か
は
、
各
人
別
様
で
あ
っ
て
当
然
構
わ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

如
来
蔵
・
仏
性
は
、
経
典
を
通
し
た
直
接
的
研
究
が
不
可
欠
な
思
想
の
、
典
型
例
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。
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ニ
一
六
．
『
金
光
明
経
（
偽
ミ
亀
ミ
§
§
幸
島
竃
§
§
§
勘
母
§
ミ
ミ
ミ
喬
）
』

 
 
 
 
『
榜
伽
経
（
ト
§
諭
て
ミ
ミ
§
勘
§
）
』
闘
コ
ン
パ
ク
ト
な
電
子
辞
書
系

 
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
た
処
方
箋
と
し
て
次
々
と
編
み
出
さ
れ
て
く
る
大
乗
経
典
は

拡
大
・
拡
散
の
］
途
を
辿
り
、
や
や
も
す
れ
ば
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
の
方

策
の
一
つ
が
、
先
に
見
た
『
華
厳
経
』
『
大
詰
経
』
『
宝
魚
心
』
の
よ
う
な
叢
書
へ
と
纏
め

上
げ
、
「
総
合
病
院
」
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
病
院
が
余
り
に
巨

大
だ
と
、
ど
の
診
療
科
を
受
診
し
た
ら
よ
い
か
分
か
り
に
く
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、

も
っ
と
簡
便
で
近
づ
き
や
す
く
、
な
お
か
つ
網
羅
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

叢
書
を
総
合
病
院
、
あ
る
い
は
百
科
事
典
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
は
さ
し
ず
め
、
ど
ん

な
病
気
に
も
対
応
で
き
る
「
ス
ー
パ
ー
医
師
、
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
・
。
よ
う
な
名
医
」
、
あ

る
い
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
電
子
辞
書
と
呼
ん
で
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
経
典
の
代

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ん
こ
う
み
ょ
う
き
ょ
う
 
 
 
 
 
 
り
ょ
う
が
き
ょ
う

表
が
、
こ
こ
に
挙
げ
る
『
金
光
明
経
認
と
『
馬
長
経
6
2
』
で
あ
る
。

 
『
金
光
明
経
』
は
多
段
階
に
渡
る
増
広
拡
大
の
過
程
を
通
じ
て
、
様
々
な
教
説
を
取
り

込
ん
で
い
っ
た
。
例
え
ば
空
性
説
に
つ
い
て
は
、
「
空
に
つ
い
て
は
他
で
も
た
く
さ
ん
説

か
れ
て
い
る
か
ら
、
『
金
光
明
経
』
で
は
略
説
す
る
に
と
ど
め
る
。
6
3
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
げ

て
ま
で
い
る
。
教
説
を
次
々
と
取
り
込
ん
で
い
っ
た
た
め
、
如
来
常
住
、
善
心
、
如
来
蔵
、

 
 
 
 
 
 
ほ
ん
じ
ょ
う
た
ん

呪
文
、
仏
塔
、
本
生
諦
な
ど
、
『
金
光
明
経
』
の
内
容
に
は
統
一
性
が
な
く
、
時
に
は
前

後
に
矛
盾
を
来
し
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
実
際
、
あ
る
箇
所
で
は
仏
塔
崇
拝
の
功

徳
を
否
定
し
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
他
の
箇
所
で
は
仏
塔
崇
拝
を
勧
め
て
い
る
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。

 
『
金
光
明
経
』
が
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
は
、
仏
教
の
〈
教
え
〉
だ
け
で
は
な
い
。
王

権
を
持
つ
者
の
心
構
え
や
日
常
的
な
沐
浴
儀
礼
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
そ
れ
以
前
の
「
仏

教
」
の
枠
内
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
様
々
な
観
念
や
儀
礼
ま
で
も
、
『
金
光
明
経
』
は
取

り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
教
説
の
統
一
の
な
さ
も
手
伝
っ
て
、
こ
れ
ま
で

「『

煬
�
ｾ
経
』
に
は
内
容
の
統
一
性
が
な
く
、
様
々
な
教
義
や
儀
礼
の
雑
多
な
寄
せ
集
め

に
す
ぎ
な
い
」
と
酷
評
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
「
『
金
光
明
経
』
に
見
ら
れ
る
”
非
仏
教

的
要
素
”
は
、
仏
教
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
と
同
化
さ
れ
て
い
く
兆
し
だ
」
と
批
判
的
に
捉

え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

 
し
か
し
仏
教
に
比
べ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
価
値
観
へ
の
傾
斜
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
グ
プ

タ
期
以
降
に
お
い
て
も
、
仏
教
が
何
と
か
イ
ン
ド
の
宗
教
界
に
踏
み
留
ま
っ
て
、
釈
尊
に

由
来
す
る
三
宝
の
伝
統
を
継
承
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
『
金
光
明
経
』
（
の
編

纂
出
た
ち
）
に
と
っ
て
必
須
か
つ
急
務
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
が
仏
教
の

も
の
で
あ
れ
非
仏
教
の
も
の
で
あ
れ
、
有
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
限
り
の
様
々
な
教
義

や
儀
礼
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
「
全
て
は
こ
こ
『
金
光
明
経
』
と
い
う
病
院
に
揃
っ
て
い

ま
す
。
だ
か
ら
、
う
ち
に
ご
来
院
く
だ
さ
い
。
名
医
が
お
り
ま
す
よ
。
」
と
主
張
し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
て
ん
の
う
ほ
ん

る
の
で
あ
る
。
実
に
『
金
光
明
経
』
は
「
四
天
王
品
（
9
ミ
ミ
§
§
愚
亀
旭
ミ
㌣
ミ
ミ
）
」
の

中
で
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々
や
聖
者
が
、
世
間
的
な
も
の

で
あ
れ
出
世
間
的
な
も
の
で
あ
れ
、
何
を
説
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
全
て
こ
の
『
金

光
明
経
』
の
中
で
仏
陀
に
よ
っ
て
す
で
に
説
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
ち
ら
の
方
が
素
晴

ら
し
い
。
餌
」
と
。

 
三
宝
の
伝
統
を
存
続
さ
せ
た
い
と
い
う
熱
意
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
に
教
義

や
儀
礼
（
ー
ー
処
方
箋
）
を
収
集
し
経
典
を
増
広
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
努
力
た
る
や
、
感
服

に
値
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
酷
評
さ
れ
た
り
批
判
さ
れ
た
り
す
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
、
患
者
に
来
院
し
て
も
ら
え
な
い
病
院
の
経
営
は
破
綻
す

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
侵
入
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
様
々
な
僧
院
が
破
壊
さ
れ
た
と
き
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
僧
院
は
再
建
さ
れ
た
の
に
、
な
ぜ
仏
教
は
そ
の
ま
ま
イ
ン
ド
か
ら
消
え

去
る
道
を
辿
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
今
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 
一
方
、
『
金
光
明
経
』
と
は
別
の
目
的
で
種
々
の
教
義
を
収
集
し
て
い
っ
た
の
が
『
楊

伽
経
』
で
あ
る
。
『
榜
伽
経
』
の
教
義
は
、
空
、
仏
身
、
浬
禦
、
過
去
仏
、
そ
し
て
『
金

光
明
経
』
と
同
じ
く
非
仏
教
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
自
性
清
浄
の
ア
ー
ラ
や
識
を

説
き
、
そ
れ
を
如
来
蔵
と
同
一
視
す
る
な
ど
、
単
な
る
収
集
で
は
な
く
独
自
の
発
展
も
行
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
『
樗
早
書
』
が
様
々
な
教
義
を
集
め
発
展
さ
せ
た
理
由
の
第
一
は
、

「
〈
教
え
〉
は
処
方
箋
で
あ
っ
て
、
覚
り
に
至
る
手
段
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
れ
ほ
ど

の
く
教
え
〉
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
拘
っ
て
い
て
は
覚
り
は
得
ら
れ
な
い
。
〈
教

え
〉
を
頼
り
に
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
状
態
に
応
じ
て
取
捨
し
つ
つ
く
歩
み
〉
を
進
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
」
と
教
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ど
れ
ほ
ど
効
果
の
あ
る
薬
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
を
服
用
し
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
。
ま
た
、
服
用
し
回
復
し
た
後
は
も
は

や
薬
は
不
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
『
榜
伽
経
』
は
多
く
の
教
義
を
集
め
た
上
で
、
菩

薩
は
そ
れ
ら
の
〈
教
え
〉
の
一
々
に
拘
ら
ず
、
役
目
を
終
え
た
〈
教
え
〉
を
捨
て
な
が
ら
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成
仏
へ
と
く
歩
み
〉
を
進
め
る
実
践
者
（
ヨ
ー
ギ
ン
巻
α
q
巳
た
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
『
樗
伽
経
』
そ
れ
自
身
す
ら
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
『
金
光
明
経
』
で
あ
れ
『
樗
伽
経
』
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
の
「
名
医
」
も
仏

教
に
お
け
る
〈
教
え
〉
が
処
方
箋
で
あ
る
こ
と
を
十
分
承
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
一
方

は
三
宝
の
伝
統
を
絶
や
さ
な
い
た
め
、
も
う
一
方
は
菩
薩
を
実
践
者
た
ら
し
め
る
た
め
、

ひ
た
す
ら
に
く
教
え
〉
を
収
集
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
両
経
典
は
、
教
説
の
論
理
整
合
性
に
ば
か
り
目
を
向
け
て
い
る
と
、
時
と
し
て
経

典
の
制
作
意
図
そ
の
も
の
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
も
わ
れ
わ
れ
に
教
え

て
く
れ
る
。
経
典
と
向
き
合
お
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
事
例
を
し
っ
か
り
と
心
に
留
め
お

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
．
結
び

 
以
上
、
代
表
的
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
経
典
を
取
り
上
げ
、
紙
面
の
許
す
範
囲
で
解

説
を
試
み
た
。
で
き
る
だ
け
網
羅
的
で
あ
る
こ
と
を
心
が
け
た
が
、
そ
れ
で
も
遺
漏
は
少

な
く
な
い
。
そ
も
そ
も
本
稿
自
体
が
、
広
大
な
大
乗
経
典
の
世
界
の
一
端
を
、
し
か
も
筆

者
の
目
を
通
し
て
垣
間
見
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
今
度
は
読
者
自
ら
が
「
処
方
箋
」
と
出

会
う
番
で
あ
る
。
幸
い
、
大
乗
経
典
に
関
し
て
は
和
訳
も
拡
充
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
、

是
非
一
度
手
に
と
っ
て
直
接
触
れ
合
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
解
説
が
そ

の
道
案
内
と
し
て
少
し
で
も
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
こ
れ
に
勝
る
喜
び

は
な
い
。

 
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。
「
こ
れ
が
仏
教
に
お
け
る
真
理
だ
、
真
実
だ
」
と
喧
伝

す
る
、
仏
教
系
の
様
々
な
新
興
宗
教
や
教
祖
は
い
つ
の
時
代
に
も
後
を
絶
た
な
い
。
確
か

に
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
仏
教
に
お
け
る
〈
教
え
〉
は
、
釈
尊
の
真
意
に
基
づ
い
た
上

で
の
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
た
個
別
の
処
方
箋
で
あ
り
、
常
に
進
化
し
続
け
る
と
と
も

に
更
新
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
代
に
お
い

て
も
釈
尊
の
真
意
を
具
現
化
し
た
種
々
の
〈
教
え
〉
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の
は
、
仏
教

に
お
け
る
必
然
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
点
だ
け
は
是
非
と
も
忘
れ
な
い
で
い
た
だ

き
た
い
。
ま
ず
、
大
乗
仏
教
の
主
た
る
担
い
手
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
新
た
に
処
方

箋
を
出
す
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
仏
教
へ
の
深
い
理
解
と
広
範
な
知
識
を
持
つ
真
の
エ
キ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ

ス
パ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
第
二
点
は
、
〈
教
え
〉
の
次
元
で
「
こ
れ
だ
け

が
真
理
だ
、
真
実
だ
」
と
は
、
そ
れ
が
「
仏
教
（
仏
陀
の
〈
教
え
〉
）
」
を
標
榜
す
る
限
り

は
絶
対
に
言
い
切
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
〈
教
え
〉
は
人
・
時
・
処
の
別
に
応
じ
た
個
別

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
こ
と
ば
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
こ
の
こ
と
ば
だ
け
が
万
人
に
、
時
、
処
を
問
わ
ず

通
じ
る
真
理
だ
」
と
断
じ
る
こ
と
は
、
仏
教
の
根
源
的
あ
り
方
を
自
ら
破
壊
す
る
行
為
で

あ
り
、
決
し
て
「
仏
教
」
の
枠
内
に
組
み
入
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
銘
肝

を
願
い
つ
つ
、
こ
の
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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本
稿
は
、
朝
倉
書
店
よ
り
刊
行
予
定
の
『
仏
教
の
事
典
』
に
寄
稿
し
た
文
章
を
も
と

に
、
本
文
の
加
筆
と
、
事
典
で
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
付
注
を
施
し
た
上
で
、
学
術
雑
誌

向
け
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
来
が
事
典
用
の
文
章
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

記
述
さ
れ
た
文
章
の
総
体
そ
の
も
の
が
数
多
の
先
行
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ

の
た
め
、
読
み
や
す
さ
や
提
示
範
囲
等
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ
の
］
々
を
全
て
記
す
ご

と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
本
文
末
尾
に
掲
げ
た
参
考
文
献
一
覧
を
も
っ
て
、
先

行
研
究
の
代
表
例
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

2
 
こ
こ
で
言
う
「
縁
起
」
は
、
こ
と
ば
と
し
て
表
さ
れ
た
「
縁
起
の
〈
教
え
〉
」
で
は

な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
釈
尊
の
覚
り
そ
の
も
の
・
釈
尊
の
真
意
を
指
す
。
釈
尊
に
よ
っ
て

覚
ら
れ
た
真
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も
、
釈
尊
の
〈
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〉
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ら
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原
語
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舘
§
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