
『涅
槃
経
』
か
ら
『教
行
信
証
』
へ

——

仏
性
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
——

古 

田 

和 

弘

一

教
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
と
っ
て
示
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
ら
教
説
の
種
々
相
の
中
に
「仏
性
」
と
い
う
一
つ
の
課
題
が
あ
っ
て' 

大 

乗
仏
教
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
思
想
を
表
現
し
て
い
る
。
仏
性
は
、
仏
陀
の
境
界
を
説
示
す
る
と
い
う
よ
り
も' 

ま
た
衆
生
の
迷 

蒙
の
様
を
顕
示
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
仏
陀
と
衆
生
と
の
同
一
基
盤
を
道
理
と
し
て
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
教
説
な
の
で
あ
る
。
 

そ
の
仏
性
の
こ
と
を
蕩
々
と
、
そ
し
て
重
厚
に
説
く
の
が
『
涅
槃
経
』
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
に
力
説
さ
れ
て
い
る
仏
性
義
を
め
ぐ
っ 

て
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
が
績
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
殊
に
、
こ
の
経
の
漢
訳
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
論
議
は
厳 

し
く
そ
し
て
豊
か
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
思
索
の
広
が
り
や
深
ま
り
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
『
涅
槃
経
』
は
わ
れ
わ
れ
に
何
を 

語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
思
い
を
廻
ら
せ
て
、

『
涅
槃
経
』
に
端
を
発
し
た
仏
性
研
究
の
行
方
を
眺 

望
す
る
と
、
か
な
た
に
『
教
行
信
証
』
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
と

『
教
行
信
証
』
と
の
か
か
わ
り
が
密
接
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、

『
教
行
信
証
』
の
中
に 

『
涅
槃
経
』
の
経
文
が
縦
横
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た' 

『
涅
槃
経
』
全
巻
を
通
じ
て
の
根
本
教
説
で
あ
る
仏



性
に
関
す
る
引
文
が
殊
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

『
教
行
信
証
』
の
研
究
者
の
間
で
、
時
と
し
て
『
涅
槃
経
』
が
取
り
上 

げ
ら
れ
、
殊
に
仏
性
に
話
題
が
集
中
す
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
の
も
ま
こ
と
に
所
以
な
し
と
は
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
所
以
な
し
と
は 

し
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
一
顧
を
要
す
る
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

引
文
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば' 

そ
も
そ
も
経
文
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
要 

す
る
に
、
そ
れ
は
、
経
典
の
文
脈
の
中
か
ら
或
る
意
趣
に
随
っ
て
或
る
部
分
を
選
び
抜
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
を
捨
て
て
特
定
の
経 

文
を
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
ば
れ
た
経
文
は' 

そ
れ
自
体
が
要
求
す
る
唯
一
の
読
み
取
り
方
が
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
 

も
と
の
文
勢
に
か
か
わ
ら
ず' 

別
の
文
脈
の
中
に
そ
れ
を
塡
め
込
む
こ
と
に
な
る
。
引
用
と
い
う
こ
と
は
、
 

こ
の
よ
う
な
二
種
の
行
為
を 

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
或
る
情
況
下
に
お
い
て
経
旨
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
も
な
れ
ば
、
教
説
を
混
乱 

に
陥
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
敢
え
て
な
さ
れ
る
に
は
、
経
文
に
対
す
る
厳
し
い
緊
張
が
あ
っ
た
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
引
文
に
接
す
る
と
き
に
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
緊
迫
感
を
要
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
尤
も
、
引
用 

に
も
種
々
あ
っ
て' 

緊
張
を
以
て
見
る
べ
き
例
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

『
教
行
信
証
』
の
場
合
は
ど
う
な
の
で
あ 

ろ
う
か
。

『
教
行
信
証
』
に
は
、
何
故
に
こ
の
経
か
ら
の
引
文
が
多
い
の
か
、
ま
た
何
故
に
あ
の
大
部
な
経
の
中
か
ら
そ
れ
ら
の
経
文
が
特
定
せ 

ら
れ
た
の
か
、

『
教
行
信
証
』
と

『
涅
槃
経
』
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ど
も
が
大
き
な
関
心
を
喚
ば
ず
に
は
措
か
な 

い
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
は
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
不
用
意
に
判
断
を
求
め
る
こ
と
は
憶
測
を
楽 

し
む
だ
け
に
と
ど
ま
る
。
ま
ず
以
て
そ
の
よ
う
な
問
い
が
問
い
と
し
て
成
り
立
ち
得
る
の
か
ど
う
か
の
検
討
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
い
ま
問
題
と
す
べ
き
は
、
現
に
引
文
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
 

『
涅
槃
経
』
の
一
部
が
『
教
行
信
証
』
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
、
と
云
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

『
涅 

槃
経
』
の
一
部
が
『
教
行
信
証
』
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
り
方
を
ど
う
見
届
け
る



か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
今
更
で
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
確
か
め
は
疎
か
に
は
で
き
ま
い
。
引
文
そ
の
も
の
の
内
容
上
の
吟
味 

や
、
そ
れ
に
基
づ
く
各
人
の
領
解
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
は
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』
の
一
部
と
見
る
こ
と
と
、
 

『
教
行
信
証
』
の
一
部
と
見
る
こ
と
と
は' 

そ
れ
程
容
易
に
重
な
り
合
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
教
行
信
証
』
は

『
涅
槃 

経
』
を
引
証
と
す
る' 

と
い
う
よ
う
な
云
い
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。

そ
の
謂
れ
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、

果
し
て 

「引 

証
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
済
む
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

次
に
、
仏
性
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

『
教
行
信
証
』
は
果
し
て
「仏
性
」
を
問
題
に
し
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
涅 

槃
経
』
は
確
か
に
仏
性
を
根
本
の
教
説
と
し
て
い
る
が
、

『
教
行
信
証
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
涅
槃
経
』
か
ら
の
引
文
と
さ
れ
る
部 

分
に
は
多
く
「仏
性
」
の
語
を
含
む
が
、

「信
巻
」
と
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
「師
子
吼
品
」
の
文
な
ど
に
よ
っ
て
、

「信
心
仏
性
」
と
い 

う
こ
と
が
云
わ
れ
、
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
に
見
ら
れ
る
仏
性
論
で
あ
る
と
し
て
、
頻
に
論
究
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
信
心 

仏
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
、

『
涅
槃
経
』
の

「
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
に
寄
せ
て
「真
実
信
心
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
筈 

で
あ
っ
て
、
仏
性
そ
の
こ
と
が
主
題
な
の
で
は
な
い
。
経

に

「仏
性
者
名
大
信
心
」
と
云
い
、

「大
信
心
者
即
是
仏
性
」
と
説
か
れ
て
は 

い
て
も' 

そ
れ
は
、
衆
生
の
信
心
に
お
い
て
仏
性
が
衆
生
に
普
遍
化
し
現
実
化
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま 

真
実
信
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
結
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
信
心
と
い
う
言
葉
の
中
味
は
『
教
行
信
証
』
の
場
合
と
異
な 

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
に
い
う
大
信
心
は
、
こ

の
『
大
般
涅
槃
経
』
を
信
受
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
は
、

一
心
に
こ
の
経
を
受
持
し
、
読
誦
し
、
書
写
し
、
解
説
し
、
供
養
し
、
恭
敬
し
、
尊
重
し
、
讃
歎
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ 

を
仏
教
内
で
通
常
に
用
い
ら
れ
る
信
心
の
語
に
選
ん
で
大
信
心
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
、
大
信
心
は 

四
無
量
心
な
ど
の
諸
項
目
と
の
連
関
の
も
と
に
仏
性
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
信
心
に
の
み
特
に
注
意
を
払
う
の
は 

『
涅
槃
経
』

の
文
脈
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
涅
槃
経
』
の
仏
性
説
が
『
教
行
信
証
』
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
ま



ず
、

『
涅
槃
経
』
と

『
教
行
信
証
』
と
で
は
、
仏
性
に
つ
い
て
の
そ
の
趣
旨
が
根
本
的
に
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
知
ら
ね 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』
と

『
教
行
信
証
』
と
の
間
の
越
え
難
い
間
隙
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の 

で
あ
る
。
そ
の
間
隙
の
中
に
こ
そ
、
大
乗
の
真
実
が
託
さ
れ
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

『
涅
槃
経
』
は
経
題
に
「涅
槃
」
を
冠
し
て
は
い
て
も
、
釈
尊
の
入
滅
の
情
景
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
滅
不 

滅
に
か
か
わ
ら
な
い
仏
陀
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
の
仏
陀
た
る
所
以
、
仏
陀
の
仏
陀
た
る
所
以
を
問
い
、
 

仏
陀
の
本
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
陀
の
仏
陀
た
る
そ
の
根
拠
を
無
上
大
般
涅
槃
と
い
う
境
界
に
見
届
け 

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
経
が
、
釈
尊
の
入
滅
の
場
面
を
契
機
と
し
て
説
き
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
お
る
。
仏
伝
中
の
諸 

事
項
に
つ
い
て
の
大
乗
的
な
意
義
は
、
諸
経
典
に
お
い
て
種
々
に
探
究
さ
れ
、
関
説
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
釈
尊
の
入
滅
を
正 

面
か
ら
取
り
上
げ
て
、
そ
の
真
意
義
を
究
明
す
る
こ
と
は
『
涅
槃
経
』
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
は
、
い
わ 

ば
仏
伝
の
終
局
を
以
て
仏
陀
観
の
発
端
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た' 

仏
陀
を
入
滅
無
常
の
仏
身
に
お
い
て
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
源
に
お
い
て
瞻
仰
せ
ん
と
す
る
宗
教
的
自
覚
は
、
す
で
に
法 

身
説
と
し
て' 

『
般
若
経
』

『
維
摩
経
』

『
法
華
経
』
な
ど
、
初
期
の
大
乗
経
典
に
高
揚
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
 

仏
陀
と
は
何
か' 

と
い
う
課
題
は
、
い
わ
ば
夙
に
決
着
の
つ
い
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
『
涅
槃
経
』
は
更
め
て
取
り
上
げ 

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
を' 

仏
伝
の
中
で
最
も
具
体
的
な' 

そ
し
て
厳
粛
な
入
滅
と
い
う
事
実
に
即
し
て
取
り
上
げ
た
の
で 

あ
っ
た
。
仏
陀
と
は
何
か
と
い
う
課
題
は' 

大
乗
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
説
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
超
越
的
に
理
想
化
に
向
か
い' 

抽
象
度 

を
高
め
る
方
向
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
仏
身
観
の
趨
勢
を
『
涅
槃
経
』
は
具
体
的
な
釈
尊
の
死
と
い
う
な
ま



な
ま
し
さ
に
引
き
戻
し
た
の
で
あ
っ
た
。
諸
行
無
常
の
原
理
に
随
っ
て
ま
さ
に
滅
し
去
ろ
う
と
さ
れ
る
仏
陀
釈
尊
の
生
身
に
立
ち
返
っ
て
、
 

仏
陀
の
原
理
を
再
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
超
越
性
を
単
に
超
越
的
な
こ
と
と
し
て
と
ど
め
る
の
で
は
な
く'

そ 

れ
を
具
体
性
の
中
で
確
か
な
事
実
と
し
て
捉
え
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は' 

さ
ま
ざ
ま
な
思 

い
を
抱
い
て
無
常
入
滅
の
釈
尊
を
見
詰
め
る
衆
生
に
対
し
て' 

同
じ
く
無
常
に
支
配
さ
れ
る
自
ら
の
根
元
を
見
る
べ
き
こ
と
を
暗
示
す
る 

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
『
涅
槃
経
』
は
、
釈
尊
の
入
涅
槃
を
見
詰
め
な
が
ら' 

仏
陀
は
そ
の
ま
ま
大
涅
槃
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
教
説 

を
開
示
す
る
に
到
っ
た
。
ま
た
大
涅
槃
は
そ
の
ま
ま
仏
陀
な
の
で
あ
る
、
と
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
大
涅
槃
が
仏
陀
で
あ
る
と
い
う 

見
定
め
の
そ
の
視
線
が
更
め
て
臨
滅
の
釈
尊
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
如
来
釈
尊
の
「あ
り
方
」
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が 

「如
来
性
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
た
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
如
来
性
が
仏
性
説
の
端
緒
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

『
涅
槃
経
』
は
、

「純
陀
品
」
以
下
、
「哀
歎
品
」
「長
寿
品
」

「金
剛
身
品
」
と
次
第
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
す
べ
き
教
説
を
派
生 

的
に
展
開
さ
せ
な
が
ら
、
通
じ
て
釈
尊
入
滅
の
事
実
を
凝
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
説
相
は
重
層
的
で' 

時
と
し
て
論
理
が
前
後
に 

錯
綜
す
る
か
の
観
を
与
え
な
が
ら
、
繰
り
返
し
巻
き
返
し
釈
尊
の
臨
終
を
見
詰
め
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず' 

「仏
身
」
の
問
題
が 

提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
菩
提
樹
下
に
お
け
る
釈
尊
の
成
道
の
直
前
の
牧
牛
人
の
女
に
よ
る
施
食
と
、
娑
羅
樹
間
に
お
け
る
釈
尊
の
入 

滅
の
直
前
の
純
陀
に
よ
る
施
食
と
、
こ
の
二
種
の
供
養
の
果
報
が
同
一
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
二
種
施
食
の
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
未 

だ
成
道
に
到
ら
ぬ
雑
食
身
・
煩
悩
身
・
後
辺
身
・
無
常
身
と
、
大
涅
槃
の
実
証
と
し
て
の
釈
尊
の
無
煩
悩
身
・
金
剛
身
・
法

身

・
常

身

・
 

無
辺
身
と
が
、
同
等
の
仏
身
で
あ
っ
て
、
俱
に
仏
身
と
し
て
同
等
で
あ
る
以
上
は
両
者
に
対
す
る
供
養
の
意
義
も
同
質
で
あ
っ
て
差
別
は 

な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
煩
悩
身
と
無
煩
悩
身' 

無
常
身
と
常
身
な
ど' 

相
反
す
る
相
を
同
質
と
見
る
か
見
な
い
か
は' 

仏
性
、
 

つ
ま
り
仏
陀
の
本
来
性
を
見
る
か
見
な
い
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て' 

仏
身
は' 

成
道
の
以
前
と
以
後
、
 

入
滅
の
以
前
と
以 

後
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
か
か
わ
ら
な
い
常
住
の
法
で
あ
り
、
不
変
異
の
法
で
あ
り
、
無
為
の
法
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
成
道
を
示
し
、
入 

滅
を
示
す
の
は
、
大
涅
槃
の
顕
わ
れ
方
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
経
に
は
法
身
の
方
便
示
現
と
説
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
普
遍
常
在



の
真
仏
、
そ
れ
は
大
涅
槃
で
あ
り
、
法
身
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
時
間
と
い
う
制
約
を
も
っ
た
着
想
と
結
接
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
そ 

れ

は

「長
寿
」
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
長
寿
の
業
と
は
一
切
衆
生
を
護
念
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り 

大
悲
の
当
体
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
法
身
と
般
若
と
解
脱
と
の
大
涅
槃
の
三
徳
を
語
り
、
大
涅
槃
の
常
楽
我
浄
を
力
説
す
れ
ば
よ
い
こ 

と
で
あ
っ
て' 

そ
の
大
涅
槃
界
に
衆
生
は
条
件
的
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
を
促
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
護
念
す
る
側
と 

さ
れ
る
側
と
の
関
係
で
説
き
示
す
の
は' 

と
り
も
な
お
さ
ず
大
涅
槃
が
衆
生
の
眼
に
映
る
釈
尊
と
い
う
大
悲
の
人
格
の
上
に
把
捉
さ
れ
る 

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
如
来
は
寿
命
長
遠
で
あ
る
と
か
、
寿
命
無
量
で
あ
る
と
か
説
か
れ
る
が
、
そ 

れ
ら
も' 

あ
く
ま
で
も
時
間
内
の
釈
尊
に
密
着
し
な
が
ら
、 

釈
尊
の
本
来
性' 

普
遍
性
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し' 

そ
う
は
云
い
な
が
ら' 

『
涅
槃
経
』
は' 

ま
た
し
て
も
眼
を
寿
命
極
短
に
し
て
入
滅
に
臨
ま
ん
と
さ
れ
る
生
身
の
釈
尊
に
移
し
直
す
の
で 

あ
る
。
そ
し
て' 

法
身
に
対
す
る
「変
化
身
」
と
し
て
の
釈
尊
像
を
構
築
す
る
に
到
る
。
し
か
も
ま
た
も
や
、
 

変
化
身
た
る
釈
尊
に
よ
り 

な
が
ら
、
変
化
の
主
体
、
そ
の
根
拠
を
問
い
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
本
源
は
ま
た
更
め
て
如
来
身
と
い
う
云
い
方
で
把
え
返
さ
れ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
如
来
身
は
、
常
住
身
で
あ
り
、
不
可
壊
身
で
あ
り
、
金
剛
身
で
あ
っ
て
、
雑
食
身
で
は
な
く
し
て
法
身
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
金
剛
不
壊
の
如
来
身
は
如
何
に
し
て
成
就
す
る
の
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
護
持
正
法
に
よ
る
と
い
う
。
正
法
を
毀
謗
せ 

ず
、
護
持
す
る
こ
と
が
、
如
来
の
金
剛
身
の
成
就
の
因
由
で
あ
る
と
す
る
経
説
は' 

仏
性
説
の
展
開
か
ら
見
て
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き 

所
説
で
あ
る
。
護
持
正
法
に
よ
る
金
剛
身
の
成
就
は
、
経
中
に
は
、
 

本
生
譚
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も' 

そ
の
説
話
は
、
大
涅 

槃
の
地
上
へ
の
顕
現
態
が
正
法
で
あ
っ
て' 

こ
の
正
法
を
身
命
を
賭
し
て
護
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
の
身
を
金
剛
不
壊
の
身
と
し
て 

領
受
で
き
る
こ
と
を
逆
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
如
来
の
身
を
雑
食
身
と
し
て
見
る
見
方
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
翻
し 

て
金
剛
不
可
壊
の
身
と
し
て
見
極
め
る
こ
と
が' 

実
は
正
法
を
護
持
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
意
味
を
寓
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ 

に
対
し
て
、
正
法
を
毀
謗
す
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
は
言
外
に
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
涅
槃
経
』
は
、
執
拗
な
ま
で
に
釈
尊
入
滅
の
事
実
を
見
据
え
な
が
ら
、
仏
身
を
語
り
、
仏
寿
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
論



議
の
積
み
重
ね
は
、
生
身
の
釈
尊
か
ら
眼
を
逸
ら
せ
て
、
法
身
と
か
、
無
為
身
と
か
、
或
い
は
仏
の
境
界
た
る
大
涅
槃
と
か
に
浮
遊
す
る 

こ
と
を
極
力
戒
め
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
無
常
と
常
住
、
有
為
と
無
為
、
生
身
と
法
身
、
短
寿
と
長
寿
と
い
う
如
き
、
互
い
に
背
反
し
て 

容
易
に
は
統
一
し
難
い
緊
張
の
関
係
を
保
持
す
る
中
か
ら
、

「如
来
性
」
を
洞
察
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
来
性
と
い 

う
こ
と
は
、
如
来
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 

い
わ
ば
釈
尊
の
本
来
性
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
大
涅
槃
の
現
実
性
で
あ
る
。
こ
こ 

に
如
来
の
身
か
ら
如
来
の
性
へ
、
仏
の
身
か
ら
仏
の
性
へ
の
翻
り
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
は
さ
ま
ざ
ま
に
視
点
を
設
定
し
な 

が
ら
こ
の
如
来
性
の
意
味
を
探
究
し
て
い
る
。
四
十
巻
か
ら
な
る
北
本
経
に
お
い
て
、
古
層
を
な
す
と
見
ら
れ
る
前
十
巻
の
う
ち
の
六
巻 

余

を

「如
来
性
品
」
と
名
づ
け
る
章
が
占
め
る
所
以
で
あ
る
。
如
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
多
角
的
な
検
証
は
、
「如
来
常
住
無
有
変
易
」 

と
い
う
こ
と
に
収
束
さ
れ
る
。

「如
来
は
常
住
に
し
て
変
易
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
説
は
、
云
い
方
と
し
て
は
、
上
来
縷
述
し
た
通
り 

の
仏
身
常
住
と
い
う
こ
と
と
同
軌
で
あ
る
が' 

し
か
し
、
そ
れ
が
如
来
性
と
し
て
説
か
れ
る
と
き
に
は' 

如
来
は
性
と
し
て
常
住
で
あ
り
、
 

本
来
的
に
変
易
す
る
こ
と
は
な
い
、
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら' 

何
人
に
も
無
常
と
し
か
見
ら
れ
な
い
釈
尊
の
入
滅
の
真
意
義
を
尋
ね
て 

常
住
と
い
う
見
解
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
何
人
が
如
何
に
見
よ
う
と
も
如
来
は
あ
り
方
と
し
て
常
住
で
あ
り' 

常
住
な
る
も
の
を
如
来
と
い
う
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
仏
身
常
住
と
云
い
、
仏
寿
無
量
と
云
い
、
金
剛
不
壊
の
身
と
云
っ
て 

き
た
の
は
、
仏
陀
釈
尊
に
拠
っ
て
大
涅
槃
の
境
界
を
見
届
け
る
方
向
の
経
旨
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
如
来
性
と
し
て
の
常
住
説
は
、
 

本
来
は
時
間
に
も
空
間
に
も
か
か
わ
ら
な
い
大
涅
槃
を
如
来
と
し
て
時
空
の
中
で
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
仏
陀
を 

常
住
と
見
定
め
て
ゆ
く
と
い
う
よ
り
も' 

如
来
の
常
住
性
は
す
で
に
如
来
の
本
来
性
に
内
具
し
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
常 

住
説
に
一
展
開
の
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
涅
槃
が
常
楽
我
浄
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
衆
生
の
視
野
の
中
で
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
如
来 

性
と
説
か
れ' 

そ
の
如
来
の
あ
り
方
は
常
住
と
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
進
ん
で
、
そ
れ
が
衆
生
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
て
説
か 

れ
る
と
き
に
は' 

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
如
来
の
性
は
釈
尊
の
成
道
の
と
き
に
初
め
て
生
じ
た
の
で
は
な



か
っ
た
。
成
道
し
て
仏
陀
と
な
り' 

如
来
と
し
て
衆
生
教
化
に
踏
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
本
具
の
仏
性
、
そ
し
て
如
来
性
を 

顕
現
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
如
来
の
教
化
は
、
衆
生
の
本
来
性
の
覚
醒
、
仏
性
の
開
顕
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
 

遍
在
し
、
ま
た
顕
現
す
べ
き
本
来
性
を
仏
性
と
い
う
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば' 

そ
の
本
来
的
な
あ
り
方
は
衆
生
に
つ
い
て
も
道
理
と
し
て
示 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
道
理
が
「
一
切
衆
生
に
悉
く
仏
性
あ
り
」
と
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
涅
槃
経
』
が
、
常
住
な
る
如 

来
の
性
を
説
き
示
す
に
当
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
臨
滅
の
釈
尊
か
ら
眼
を
逸
ら
せ
な
か
っ
た
の
は
、
釈
尊
と
衆
生
と
い
う
関
係
の
中
で
の
衆 

生
の
現
実
を
問
題
に
し
続
け
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
釈
尊
と
衆
生
と
の
関
係
に
立
ち
つ
つ
、
釈
尊
の
本
質
を
求
め
、
衆
生
の
本
質 

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

「大
涅
槃
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「如
来
性
」
と
云
い
表
わ
さ
れ
た
と
い 

う
こ
と
の
中
に
、
す
で
に
衆
生
の
本
来
性
の
開
顕
と
い
う
こ
と
が
含
め
ら
れ
て
い
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
衆
生
の
仏
性
は
、
 

如
来
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ' 

ま
た
不
可
思
議
な
境
界
た
る
大
涅
槃
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
如
来
性
と
い
う
こ 

と
は' 

悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と' 

『
涅
槃
経
』
の
仏
性
説
は
、
如
来
常 

住
説
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「如
来
常
住
無
有
変
易
」
と
い
う
こ
と
と
「
一
切 

衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

一
方
は
如
来
の
こ
と
、
他
方
は
衆
生
の
こ
と
と
い
う
よ
う
に
個
別
に
成
り 

立
つ
教
説
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

『
教
行
信
証
』
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
仏
性
に
つ
い
て
は
、

『
涅
槃
経
』
と
の
か
か
わ
り
は
専
ら
そ
の
た
め
と
云
っ
て 

よ
い
程
に
随
所
に
こ
の
語
を
含
ん
だ
経
文
が
用
い
ら
れ
、
重
要
な
論
旨
を
形
成
し
て
い
る
。
如
来
常
住
に
関
し
て
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り 

で
云
え
ば' 

「信
巻
」
に

「迦
葉
品
」
の' 

「真
仏
土
巻
」
に

「徳
王
品
」
の' 

「如
来
常
住
無
有
変
易
」
の
文
を
含
ん
だ
経
文
が
用
い 

ら
れ
、
ま
た
間
接
に
常
住
説
に
か
か
わ
る
と
見
ら
れ
る
句
を
含
む
経
文
が
何
か
所
か
に
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
も
、
如
来
常
住 

と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
は
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
四
十
ハ
願
中
の
「寿
命
無
量
の
願
」
に
徴
す
る
ま
で
も
な
く
、
主
題
に
な 

ら
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
と
き
仏
性
説
の
方
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
通
り
、



『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
、
如
来
常
住
と
悉
有
仏
性
と
は
表
裏
一
体
を
な
す
説
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
如
来
常
住 

説
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
も

し

『
涅
槃
経
』
に
云
う
意
味
で
の
如
来
常
住
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
仏
性
説
と
い
う
こ
と
な 

ら
ば
、

『
教
行
信
証
』
の
仏
性
説
は
こ
の
点
で
も
『
涅
槃
経
』
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
仏
性
の
意
味
は
、
 

信
心
仏
性
と
い
う
こ
と
で
、
本
願
力
廻
向
の
信
心
と
し
て
の
仏
性
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
に
い
う
法
性
の
衆
生
世
間
に
お
け
る
現
実
態
と 

し
て
の
仏
性
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
他
力
の
仏
性
と
自
力
の
仏
性
と
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が. 

い
わ
ゆ
る
他
力
と
い
う
こ
と
は
『
涅
槃
経
』
が
差
し
当
っ
て
負
う
べ
き
課
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
力
と
い
う
こ
と
も
云
え
な 

い
の
で
あ
る
。

「仏
性
」
を
考
え
る
場
合
、
救
済
の
可
能
性
、
成
仏
の
可
能
性
と
し
て
の
仏
性
が
話
題
に
な
り
や
す
い
。
勿
論
、
仏
性
説 

は
成
仏
の
可
否
を
決
す
る
問
題
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
の
可
能
態
と
し
て
の
仏
性
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
る
と
、

『
涅
槃
経
』
の
基
調 

で
あ
る
衆
生
の
あ
り
方
と
し
て
の
仏
性
、
 

如
来
の
あ
り
方
と
し
て
の
如
来
性
が
表
わ
し
て
い
る
静
か
な
、
そ
し
て
不
可
思
議
な
事
実
を
見 

失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
仏
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
菩
提
心
を
発
す
と
い
う
こ
と
と
は
、
そ
れ
程
安
易
に
結
び
つ
く
こ
と
で
は 

な
い
の
で
あ
る
。

三

『
涅
槃
経
』
が
、
悉
有
仏
性
と
説
く
に
当
っ
て
、

「唯
除
一
闡
提
」
と
い
う
こ
と
を
併
せ
説
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
 

「
一
切
衆
生
に
悉
く
仏
性
あ
り
。
唯
だ
一
闡
提
を
ば
除
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
闡
提
は' 

ほ
か
に
『
楞
伽
経
』
な
ど
二
、
三
の 

経
典
に
散
説
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
を
最
も
大
き
く
問
題
に
し
て
い
る
の
は
『
涅
槃
経
』
で
あ
る
。

一
切
衆
生
と
云
い
な
が
ら
、
こ
れ 

か
ら
除
か
れ
る
一
類
の
も
の
の
存
在
が
言
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
闡
提
な
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
、
『
涅
槃
経
』 

は
こ
の
語
を
頻
繁
に
用
い
る
け
れ
ど
も' 

そ
の
定
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
一
關
提
と
い
う
思
想
の
興
起
の
経
緯
も
明
ら
か 

で
は
な
い
。

『
涅
槃
経
』
の
成
立
時
期
に
お
け
る
社
会
情
勢
、
教
団
内
の
実
態
、
思
想
的
対
立
の
様
相
な
ど
の
反
映
も
考
え
て
お
か
な
く



て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
極
欲
と
か
、
多
貪
と
か
、
無
慚
愧
と
か' 

五
逆
と
か
、
種
々
の
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
云
え
ば
、
 

断
善
根
と
か
、
信
不
具
足
と
か
、
誹
謗
正
法
と
か
い
う
の
が
、
こ
の
経
の
強
調
す
る
意
味
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
断
善
根
は
菩
提 

の
因
を
断
除
し
た
者
を
云
い' 

信
不
具
足
は
仏
法
に
対
す
る
信
順
の
心
の
欠
如
し
た
者
を
云
い
、
誹
謗
正
法
は
仏
法
を
謗
る
者
を
云
う
が
、
 

ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
に
し
て
も' 

『
涅
槃
経
』
の
教
説
に
照
し
て
、
仏
教
徒
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
か
、
こ
の
経
の
所 

説
に
違
背
す
る
と
か
、
ま
た
害
を
及
ぼ
す
と
か
の
者
を
指
し
て
一
闡
提
と
称
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
語
に
託
さ
れ
た
意
味
は
話
題
に
応 

じ
て
区
々
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
、
如
何
と
も
度
し
難
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
の
こ
の
よ
う
な
一
闡
提
説
を
め
ぐ
っ
て
、
極
め
て
主
体
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仏
法 

中
に
お
い
て
、
如
何
と
も
度
し
難
い
存
在
と
は
、
他
な
ら
ぬ
自
分
自
身
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
私
こ
そ
が
そ
の
一
闡
提
な
の
で
あ 

る
と
す
る
自
覚
で
あ
る
。
自
ら
内
に
省
み
る
と
、
仏
性
な
し
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
然
る
べ
き
存
在
で
あ
る
の
に' 

や
が
て
闡
提
成
仏 

と
い
う
経
説
に
よ
っ
て
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
激
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
涅
槃
経
』
の
味
わ
い
方
に
よ
っ
て 

は
極
く
素
朴
に
懐
か
れ
る
感
慨
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、

『
教
行
信
証
』
の
、
例
え

ば

「信
巻
」
の
悲
歎
述
懐
の
御
自
釈
と
、
こ 

れ
に
続
く
『
涅
槃
経
』
の

「現
病
品
」
の
〃
引
文
”
な
ど
に
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
『
教 

行
信
証
』
に
拠
っ
て
『
涅
槃
経
』
を
読
む
典
型
的
な
例
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
唯
除
一
闡
提
」
と
い
う
経
文 

が
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
主
体
的
に
読
み
取
ら
れ
る
と
な
る
と
、

「悉
有
仏
性
」
に
こ
の
経
文
の
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

「唯
除 

一
闡
提
」
の
方
に
そ
れ
は
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
の
可
否
は
俄
に
は
断
じ
難
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も
そ
れ
は
『
涅
槃
経
』 

の
文
脈
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
 

唯
除
一
闡
提
」
と
い
う
こ
と
は' 

文
字
通
り
に
そ
れ
を
取
れ
ば' 

「
一
切
の
衆
生
に
悉
く
仏
性
は
あ
る
が
、
 

た
だ
一
闡
提
だ
け
は
除
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
一
切
の
衆
生
に
は
例
外
な
し
に
仏
性
は
あ
る
が
、
信
不
具
足
と
か
、
誹
謗 

正
法
と
か
、
断
善
根
と
か
い
う
べ
き
背
教
の
徒
だ
け
は
別
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
背
教
の
徒
と
云
っ
て
も
さ



ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
外
道
・
異
教
徒
を
指
し
て
云
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
小
乗
偏
執
の
徒
を
云
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
更 

に
は
大
乗
に
執
す
る
者
を
云
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』
が
護
持
正
法
を
強
調
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
護 

法
の
精
神
は
極
め
て
戦
闘
的
で
す
ら
あ
る
。
護
法
の
た
め
な
ら
ば
刀
杖
を
執
っ
て
悪
比
丘
と
闘
う
こ
と
す
ら
持
戒
と
名
づ
け
る
と
断
定
す 

る
の
で
苟
る
。

「梵
行
品
」
に
、

一
闡
提
を
殺
す
も
、
罪
報
あ
る
こ
と
な
し
、
と
云
わ
れ
る
程
の
一
闡
提
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
も
、
も 

と
よ
り
背
教
の
徒
か
ら
正
法
を
護
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
説
得
に
応
ず
る
こ
と
も
な
く
、
否
定
的
立
場
を
執
持
す
る
も
の
ほ
、
仏
法 

中
に
お
い
て
済
度
の
対
象
と
な
る
衆
生
と
同
質
と
は
到
底
認
め
難
い
と
い
う
程
の
意
味
を
ま
ず
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
自
ら
己
身 

に
一
闡
提
の
実
態
を
見
る
と
い
う
の
は
、

一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
文
勢
か
ら
云
え
ば
、

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
唯
除
一
闡
提
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
た
だ
一
闡
提
で
さ
え
な
け
れ
ば
、

一
切
の
衆 

生
に
悉
く
仏
性
は
あ
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
云
え
ば
、
五
逆
罪
を
犯
す
程
の
者
、
仏
法
を
謗
っ
て
平
然
と 

す
る
者
、
 

自
ら
不
信
な
り
と
云
い
切
れ
る
者' 

善
根
を
断
ず
る
挙
動
に
敢
え
て
出
る
者
、
 

そ
の
よ
う
な
者
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば' 

そ 

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
う
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
何
人
に
も
仏
性
は
具
わ
っ
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
各
人
の
成
仏
の
根
拠
と
な 

る' 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
唯
除
一
闡
提
」
と
い
う
こ
と
は
、

一
闡
提
な
る
も
の
の
存
在
を
指
摘
し
、
 

そ
の
自
覚
を
迫
る
教
説
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
糾
弾
し
、
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
経
説
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
涅
槃
経
』
の 

趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
主
題
は
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 

一
闡
提
は
そ
の
主
題
を
徹
底
せ
し
め
る
た
め
の
従
た
る
役 

割
を
負
う
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
が
、
正
法
を
護
持
し
、
信
を
具
足
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
直
接
的
に
は
、

「如
来
常
住
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で 

あ
り' 

「悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
経
説
に
対
す
る
消
極
的
態
度
、
否
定
的
姿
勢
、
敵
対
的
立
場
を
ー 

闡
提
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
涅
槃
経
』
に
お
け
る
一
闡
提
説
の
基
調
な
の
で
あ
る
。

一
闡
提
は
、
外
教
と
の
接
触
に
よ
る 

危
機
感
の
所
産
と
い
う
べ
き
面
を
も
っ
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
問
題
は
、
如
来
常
住
説
お
よ
び
悉
有
仏
性
説
を
め
ぐ
る
仏
教
内



の
実
態
で
あ
る
。
如
来
常
住
に
し
て
も
、
悉
有
仏
性
に
し
て
も
、
こ
れ
は
極
め
て
大
胆
な
発
言
で
あ
り
、
危
険
な
思
想
の
表
明
で
あ
っ
た 

と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
は
容
易
に
は
支
持
さ
れ
そ
う
も
な
い
思
想
な
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
あ
ま
り
安
易
に
鵜
呑
み
に
さ
れ 

て
は
な
ら
な
い
思
想
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
は
、
実
に
四
十
巻
を
費
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
疑
問
を
設
定
し
て
は 

こ
れ
に
応
答
し
つ
つ
、
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
卒
爾
と
し
て
「如
来
は
常
住
に
し
て
変
易
あ
る
こ
と
な
し
」
な
ど
と
主 

張
さ
れ
て
、

一
体
誰
が
容
易
に
信
じ
得
よ
う
か
。
仏
教
の
永
い
思
想
の
営
み
の
中
で
種
々
の
困
難
を
克
服
し
な
が
ら
確
か
め
続
け
て
き
た 

諸
行
無
常
と
い
う
聖
教
を
ど
う
し
て
一
挙
に
放
棄
で
き
よ
う
か
。
む
し
ろ
常
住
な
ど
と
い
う
あ
ま
り
に
も
有
的
な
発
想
は
、
人
が
常
に
陥 

り
が
ち
な
顚
倒
の
見
に
等
し
く
、
そ
れ
を
こ
そ
釈
尊
は
生
涯
を
尽
し
て
教
誡
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
大
乗
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
妄 

執
は
厳
に
慎
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に
更
に 

問
題
は
あ
る
。
仏
教
の
最
終
目
的
は
万
人
が
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
云
っ
て
も
、
衆
生
は
本
来
的
に
仏
道
を
成
じ
難
き
も
の
、
と
い 

う
自
覚
が
前
提
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
基
本
を
な
す
『
般
若
経
』
に
お
い
て
も
三
乗
差
別
の
説
が
あ
り
、
六
波
羅
蜜
の
成
就
が 

菩
薩
行
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が' 

そ
う
し
た
信
仰
の
前
提
を
覆
し
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
成
仏
に
繫
が
ら
な
い
に
し
て
も
、
衆 

生
は
本
来
的
に
仏
陀
の
性
を
具
す
る
こ
と
が
正
面
か
ら
前
提
と
さ
れ
、
そ
の
自
覚
を
求
め
ら
れ
て
も
、
随
順
に
困
難
を
き
た
す
の
も
当
然 

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
法
に
帰
依
す
る
心
の
篤
き
が
故
に
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
所
説
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
悉
有
仏
性
な
ど 

と
い
う
思
想
は
ま
た
批
難
や
弾
圧
を
蒙
る
こ
と
も
一
再
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
妄
語
も
し
く
は
魔
説
と
見
紛
う
か
ら
で
あ
る
。
そ 

れ
は
ま
た
、
日
常
の
修
道
の
体
系
を
混
乱
せ
し
め
る
実
害
を
も
生
み
出
し
兼
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
誠
実
に
し
て
着
実
な
実
践
に
先
立
っ
て 

結
論
が
明
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
が
禁
戒
の
護
持
を
叫
ん
だ
り
、
四
聖
諦
に
つ
い
て
詳
説
し
た
り
し
て
い
る
の
も' 

そ
の 

あ
た
り
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た

『
涅
槃
経
』
の
隠
没
説
な
ど
も' 

こ
の
経
の
正
法
た
る
所
以
を
強
調
す
る
た
め
の
も 

の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
の
経
説
の
流
布
の
困
難
さ
を
知
ら
し
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
四
依
品
」
に' 

こ

の

『
涅
槃
経
』
は
如
来
滅 

後
の
四
十
年
中
は
広
く
閻
浮
提
に
流
布
す
る
が
、
そ
れ
以
後
は
地
中
に
没
し
、
正
法
が
残
る
八
十
年
の
う
ち
の
前
半
四
十
年
に
再
び
閻
浮



提
に
お
い
て
大
法
雨
を
雨
ら
す
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
四
十
年
と
か
ハ
十
年
と
か
の
年
数
が
何
を
意
味
す
る
の
か 

は
今
は
関
心
の
外
に
置
く
と
し
て
、
こ

の

『
涅
槃
経
』
は
、
釈
尊
滅
後
も
な
お
し
ば
ら
く
流
布
し
た
が
、
故
あ
っ
て
一
旦
そ
の
す
が
た
を 

隠
し
、
正
法
を
正
法
と
し
て
顕
揚
す
べ
き
最
後
の
時
期
に
再
び
現
わ
れ
て
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し' 

や
が
て
正
法
の
世
は
終
る
こ
と
を 

云
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
緊
張
感
の
中
で
、
如
来
常
住
と
い
う
こ
と
と
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

『
涅
槃
経
』
が
中
国
の
仏
教
界
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
あ
の
大
翻
訳
家
、
 

鳩
摩
羅
什
に
よ
る
大
乗
仏
教
の
啓
蒙
が
か
な
り
行
き
届
い
た
時 

期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
『
涅
槃
経
』
は
そ
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
数
々
の
物
議
を
醸
し
た
の
で
あ
っ
た
。
人
々
は
そ
の
教
説
の
受
容 

に
如
何
に
難
渋
し
た
か
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
『
法
華
経
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
。

一
乗
成
仏
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
程
大
胆
な
教 

説
で' 

理
解
さ
れ
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
経
典
は
随
所
に
そ
れ
を
偲
ば
せ
る
が
、
殊
に' 

「方
便
品
」
に
お
け
る
増
上
慢
の
比
丘
に
っ 

い
て
の
記
述
や' 

「法
師
品
」

「勧
持
品
」
に
見
ら
れ
る
切
々
た
る
弘
経
の
精
神
や
経
巻
護
持
の
思
想
が
や
は
り
そ
の
こ
と
を
直
截
に
物 

語
っ
て
い
る
。
や
が
て
『
法
華
経
』
の
一
乗
思
想
や
仏
身
説
は
定
着
に
向
う
が' 

そ
れ
で
も' 

如
来
常
住
、
悉
有
仏
性
と
い
う
経
説
は
難 

信
の
法
門
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
如
来
常
住
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
正
法
で
あ
り
、
そ
れ
を 

信
受
し
な
け
れ
ば
、
た
と
い
護
法
の
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
護
法
と
は
な
ら
ず
に
謗
法
と
な
り
、
信
心
の
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
信
心
と
は
な 

ら
ず
に
不
信
に
陥
り
、
善
根
の
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
善
根
を
断
ず
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
説
き
明
か
し
、
謗

法

・
不
信
・
断
善
根
の
ー
闡 

提
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
自
ら
求
め
て
一
闡
提
た
ら
ん
こ
と
を
選
ぶ
者
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
仏
性
説
は
信
受
で
き
る
筈
で
あ
る
し
、
ま
た
信 

受
す
べ
き
で
あ
る
と
説
得
す
る
の
で
あ
る
。
衆
生
が
仏
性
を
見
な
い
の
は
煩
悩
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
煩
悩
所
纏
の
凡
夫 

に
対
し
て
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
へ
の
信
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
煩
悩
所
纏
の
凡
夫
と
、
断
善
根
・
信
不
具
足
・
誹
謗
正
法
と
は
同
質
で 

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
『
涅
槃
経
』
に
拠
り
な
が
ら
、
こ
の
私
こ
そ
が
一
闡
提
な
の
で
あ
る
と
云
え
ば' 

経
の
所
説
は
ど
の
よ 

う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
法
華
経
』
に
拠
っ
て
、
己
身
に
増
上
慢
の
比
丘
の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
教 

行
信
証
』
が
そ
う
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
を
以
て
、
い
わ
ゆ
る
主
体
的
な
一
闕
提
論
に
立
つ
と
い
う
の
な
ら
ば
、

『
教
行
信
証
』
が

『
涅
槃



経
』
の
趣
旨
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は' 

『
涅
槃
経
』
に
関
す
る
問
題
も
さ
る
こ
と 

な
が
ら' 

む
し
ろ
『
教
行
信
証
』

の

『
涅
槃
経
』
に
対
す
る
姿
勢
の
問
題
と
な
り
、
延
い
て
は' 

「
か
な
し
き
か
な
」
と
悲
歎
せ
ら
れ
て 

い
る
そ
の
悲
歎
の
内
実
に
つ
い
て
の
領
解
の
濃
度
の
問
題
に
移
る
で
あ
ろ
う
。

『
教
行
信
証
』
に
は
、

「信
巻
」
に

「定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず' 

真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
」
己
身
へ
の
内 

省
が
吐
露
せ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
『
涅
槃
経
』

「
現
病
品
」
か
ら
の
文
が
か
な
り
大
幅
な
読
み
換
え
と
揷
入
を
交
え
て
掲
げ
ら
れ
て
い 

る
。
殆
ん
ど
『
涅
槃
経
』
と
は
云
い
難
い
程
の
〃
引
文
”
で
あ
っ
て
、

『
涅
槃
経
』
か
ら
す
れ
ば
、
思
い
も
か
け
な
い
一
闡
提
論
で
あ
り
、
 

闡
提
成
仏
論
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
ず
以
て
わ
れ
わ
れ
は
惘
然
と
し
て
驚
歎
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ 

る
。

四

仏
性
説
と
一
闡
提
論
に
お
い
て
、

『
教
行
信
証
』
と

『
涅
槃
経
』
と
は
、
趣
旨
が
全
く
相
違
す
る
こ
と
は
上
来
略
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
 

し
か
し
い
ま
こ
こ
で
、

『
教
行
信
証
』
と

『
涅
槃
経
』
と
の
所
説
が
一
致
し
難
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
云
い
放
と
う
と
し
て
い
る
の
で
は 

な
い
。
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
し
か
両
者
の
一
致
点
、
共
通
性
ば
か
り
を
尋
ね
求
め
、
そ
こ
に
若
干
の
齟
齬
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た 

と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
何
と
か
理
論
的
に
整
合
を
図
っ
て
安
堵
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
こ
に
潜
む
危
険
性 

に
虞
を
懐
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
涅
槃
経
』
に
不
誠
実
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く'

『
教
行
信
証
』
に
名
を
借
り
て 

『
涅
槃
経
』
の
経
説
を
歪
曲
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た' 

経
説
を
歪
曲
し
て
ま
で
も
『
教
行
信
証
』
を
弁
護
し
、
庇
い
立
て
を 

す
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
 

一
致
す
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て' 

思
い
当
る
ま
ま
に
共 

通
性
を
挙
示
し
、
齟
齬
の
打
解
を
計
し
て
、
 

見
境
も
な
く
悦
に
入
っ
て
一
体
何
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
尋
常
な
手
続
に
よ
れ
ば
、
字
句 

の
上
か
ら
も
、
文
勢
の
上
か
ら
も' 

思
想
の
上
か
ら
も' 

到
底
一
致
し
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
、

一
致
す
る
も
の
と
し
て
示



さ
れ
て
い
る
こ
と.
の
凄
じ
さ
を
見
失
っ
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
と

『
教
行
信
証
』
と
の
間
に
は
一
体
何
が
あ
っ
た
の
か 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
の
趣
旨
に
沿
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
引
証
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
論
旨
が
補
強 

さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
援
用
で
あ
り
、
依
憑
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
の
趣
旨
を
外
し
て
用
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
牽
強
附
会
で 

あ
り' 

歪
曲
で
あ
る
。
し
か
も
、
経
文
を
読
み
換
え
、
揷
入
を
企
て
、
経
旨
の
転
換
を
図
っ
た
と
あ
っ
て
は
、
謗
法
の
虞
な
し
と
は
し
な 

い
。
謗
法
は
一
闡
提
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し' 

一
闡
提
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
典
が
躍
動
す
る
生
命
を
も
て
ば 

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
解
釈
と
か
引
証
と
か
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
聴
聞
で
あ
り
創
造
の
問
題
で
あ
る
。
 

す
で
に
充
分
に
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
更
め
て
云
え
ば
、

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、
ど
う
や
ら
、

ー
 

闡
提
が
ま
ず
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
は
、
如
来
常
住
説
か
ら
悉
有
仏
性
説
へ
と
展
開
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
仏
性 

説
の
展
開
の
経
過
に
一
闡
提
の
問
題
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
闡
提
と
い
う
云
い
方
は
と
も
か
く
と
し
て
、
五
逆
で
あ
ろ
う
と
、
 

断
善
根
で
あ
ろ
う
と
、
信
不
具
足
で
あ
ろ
う
と
、
誹
謗
正
法
で
あ
ろ
う
と
、
要
す
る
に
、
非
仏
教
的
存
在
、
更
に
は
仏
教
内
の
非
仏
教
的 

要
素
は' 

大
乗
仏
教
の
信
仰
と
思
想
の
熟
成
の
過
程
に
お
い
て
い
つ
か
は
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
対 

す
る
態
度
は
何
ら
か
の
形
で
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
悉
有
仏
性
と
い
う
、
瀬
戸
際
に
立
っ
た
人
間
解
放
が 

説
か
れ
る
に
際
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
従
た
る
位
置
を
も
っ
た
一
闡
提
が
、

『
教
行 

信
証
』
に
お
い
て
は
、
仏
性
論
の
主
た
る
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
に
先
立
っ
て
一
闡
提
と
い
う
出
来
事
か
ら
始
ま
る
の
で
あ 

る
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
い
つ
か' 

何
ら
か
の
形
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
課
題
が
、
す
で
に
し
て
「総
序
」
に
お
い
て
明
ら
か
な
如
く
、 

そ
も
そ
も
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
詮
索
は
要
す
ま
い
。

『
涅
槃
経
』
に
は
、
ま
ず
一
闡
提
な
る
も
か
の
無
仏
性
が
説
か
れ
て
、
そ
の
排
除
の
論
理
を
克
服
し
て
悉
有
仏
性
と
云
わ
れ
た
の
で
は 

な
か
っ
た
。
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
を
闡
明
に
説
く
に
当
っ
て
一
闡
提
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
た
る
課
題
と
は
云
え
、

「
ー



切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
説
き
な
が
ら' 

そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
そ
の
例
外
を
立
て
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
自
己
矛
盾
で
あ
っ
た
と
云
わ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矛
盾
を
敢
え
て
冒
し
て
ま
で
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
は
あ
る
に
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の 

必
要
性
が
充
足
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
単
に
説
明
の
た
め
の
手
段
と
か
、
予
防
的
措
置
と
か
で 

あ
る
と
す
る
に
は' 

一
闡
提
と
い
う
存
在
は
あ
ま
り
に
も
具
体
的
で
あ
り
過
ぎ
た
に
相
違
な
い
。

『
涅
槃
経
』
は' 

全
巻
を
通
し
て
見
る 

と
き
、
い
く
つ
か
の
断
層
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
累
加
増
広
の
痕
跡
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
き
く
分
け
る
と
き
、
第
一
は
、

「名
字
功 

徳
品
」(
巻
三)

ま
で
、
第
二
は
、

「大
衆
所
問
品
」(
巻
十)

ま
で
、
第
三
は
、

「嬰
児
行
品
」(
巻
二
十)

ま
で
、
第
四
は
、

「徳
王
品
」
 

(
巻
二
十
こ
以
下
、

と
四
分
し
て
見
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
四
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
説
相
が
か
な
り
変
遷
し
、
展
開
し
て
い 

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
ま
の
一
闡
提
に
つ
い
て
は' 

第
一
の
部
分
で
は
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
が
、
第
二
の
部
分
以
降
の
展
開
の
跡 

は
明
瞭
で
あ
る
。
第

二

の

「如
来
性
品
」(
巻
四)

か

ら

「大
衆
所
問
品
」
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、

一
闡
提
は
全
く
厳
し
く
排
除
さ
れ
て
い 

る
。
し
か
し
そ
こ
で
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
が
一
往
説
き
尽
さ
れ
た.
段
階
で
、

一
闡
提
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
が
始
ま
る
。
第

三

の

「
現 

病
品
」(
巻
十
一)

か

ら

「嬰
児
行
品
」
ま
で
に
お
い
て
で
あ
る
。

一
闡
提
を
あ
く
ま
で
も
無
仏
性
な
る
も
の
と
し
て
保
ち
な
が
ら
、
そ
の 

発
菩
提
心
の
糸
口
が
模
索
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
模
索
で
あ
っ
て
、
行
き
つ
戻
り
っ
す
る
論
理
の
積
み
重
ね
の
中
で
次
第 

に
展
望
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
難
治
の
三
機
が
示
さ
れ
、
阿
闍
世
王
の
帰
仏
の
経
緯
が
説
か
れ
て
「無
根
の
信
」
と 

い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第

四

の

「徳
王
品
」
に
な
る
と
、
俄
然
一
闡
提
が
成
仏
す
る
方
向
で
説
か
れ
る
こ
と
に 

な
る
。
た
だ
し
、
如
来
が
、
有
漏
に
非
ず
無
漏
に
非
ず
、
有
為
に
非
ず
無
為
に
非
ず
、
如
来
に
非
ず
如
来
に
非
ざ
る
に
非
ず
し
て
、
不
定 

な
る
が
如
く
、

一
闡
提
も
ま
た
決
定
不
変
で
は
な
く
し
て
不
決
定
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
成
と
不
成
と
は
諸
仏
の 

境
界
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
不
可
思
議
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
不
決
定
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
成
仏
と
い 

う
こ
と
が
不
決
定
な
の
で
は
な
く
し
て
、
不
成
と
い
う
こ
と
が
不
決
定
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
不
決
定
が
決
定
に
転
ぜ
し
め 

ら
れ
て
い
る
の
が
『
教
行
信
証
』
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
、
不
成
な
る
も
の
が
、
成
と
不
成
と
の
不
決
定



に
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
の
論
理
展
開
と
し
て
は' 

決
定
と
不
決
定
と
は
不
決
定
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
進
展
す
る
勢
を
も
つ
箸
で
あ
る
。
 

こ
の
無
限
の
否
定
性
が
、
否
定
性
を
保
存
し
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
で
一
挙
に
出
来
事
と
し
て
肯
定
に
転
換
し
た
、
そ
の
結
果
が
確
定
的
に 

見
据
え
ら
れ
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
仏
性
を
問
題
に
す
る
と
き' 

「信
心
仏
性
」
と 

い
う
道
理
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
は
、
如
来
常
住
と
云
っ
て
も
、
そ
の
如
来
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悉
有
仏 

性
と
い
う
こ
と
も
、

一
切
の
衆
生
の
仏
性
が
如
何
に
し
て
開
発
さ
れ
る
か
と
い
う
事
実
問
題
に
つ
い
て
は
淡
白
で
あ
っ
た
。
持
戒
を
は
じ 

め
と
す
る
実
践
が
強
調
さ
れ
る
け
れ
ど
も
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

「性
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
仏
性
説
が
一
乗
思 

想
を
そ
の
先
駆
と
し
て
成
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

一
乗
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
道
理
を
、
衆
生
の
事
実
と
し
て
把
え
直
す
と
き
に
悉
有
仏 

性
と
い
う
云
い
方
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が' 

一
闡
提
と
い
う
事
実
に
立
て
ば
、
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
は
道
理
と
な
る
。
こ
う
し 

て
、
事
実
を
次
な
る
事
実
に
よ
っ
て
道
理
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
方
向
が
、

『
涅
槃
経
』
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
大
乗
仏
教
の
人
間
凝
視
の 

方
向
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

『
教
行
信
証
』
は

『
涅
槃
経
』
の
未
決
定
の
部
分
を
決
定
に
導
く
と
い
う
点
で
経
旨
を
創
造
的
に
展
開
さ
せ
た 

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
経
説
の
質
的
な
大
転
換
が
起
っ
て
い
る
。
そ
の
一
大
転
換
は
、
い
さ
さ
か
飛
躍
に
過
ぎ
る
が
、

「
よ 

き
ひ
と
の
お
お
せ
」
か
ら
必
然
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
た
と
い
字
句
に
ど
れ
程
の
異
同
が
あ
っ
た
に
も
せ 

よ
、
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
な
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
に
言
わ
く
、
と
云
っ
て
あ
る
で
は
な
い
か
。
見
事
に
躍 

動
す
る
『
涅
槃
経
』
な
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
が
、

『
教
行
信
証
』
に
な
っ
た
、
の
で
あ
る
。

傍
論
に
亙
る
が
、

『
真
宗
聖
典
』(
東
本
願
寺
版)

所
収
の
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、

『
涅
槃
経
』
に
関
し
て
云
え
ば
、
そ
の
引
文 

の
う
ち
、
か
な
り
の
箇
所
が
、
も
と
の
『
涅
槃
経
』(
高
麗
蔵)

に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
編
纂
者
各
位
の
慎
重
な
配
慮 

に
よ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
何
故
に
そ
の
必
要
が
認
め
ら
れ
た
の
か
、
困
惑
す
る
。
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
必
要
な
ら
ば
、
本
文
は
そ
の
ま 

ま
に
し
て
、
経
文
に
よ
っ
て
校
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
涅
槃
経
』
と

『
教
行
信
証
』
と
は
全
く
別
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。



『
教
行
信
証
』
の
文
言
を
『
涅
槃
経
』
に
戻
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
論
理
の
空
転
を
惹
き
起
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
、
両
者
を
俱
に 

文
化
的
遺
産
と
し
て
同
一
平
面
上
に
置
い
て
斟
酌
の
手
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

『
涅
槃
経
』
と

『
教
行
信
証
』
と
の
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
意
義
を
危
険
に
曝
す
虞
が
な
い
と
は
云
え
な
い
。

『
教
行
信
証
』
の
生
命
と
も
い
う
べ
き
創
造
的
な
転
換
に
配
慮
を
欠 

く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
本
稿
に
お
け
る
所
期
の
目
的
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
ど
も
を
原
則
的
な
確
認
事
項
と
し
な
が
ら' 

『
教
行
信
証
』 

に
見
ら
れ
る
三
十
三
文
と
云
わ
れ
る
引
文
の
一
々
に
基
づ
い
て
、
当
然
一
定
の
文
脈
を
も
つ
経
文
が
『
教
行
信
証
』
の
思
想
の
中
に
ど
の 

よ
う
な
論
理
構
造
を
以
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

『
涅
槃
経
』
の
経
文
は
『
教
行
信
証
』
の
思
想
の
何
を
わ
れ
わ
れ
に
語
り 

得
て
い
る
の
か
、
及
ば
ぬ
ま
で
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
や
は
り
こ
れ
は
素
養
な
き
者
の
無 

謀
の
挙
と
い
う
よ
り
他
は
な
か
っ
た
。
見
事
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
た
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。
こ
こ
に
覚
え
書
を
記
す
に
と
ど
め
て
ご
教 

示
を
乞
う
所
以
で
あ
る
。


