
釈
尊
の
教
え
の
中
心
が
ど
の
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
点
に
関
し
て
、
一
九
二
○
年
代
に
木
村
泰
賢
・
宇
井
伯
寿
・
和

辻
哲
郎
・
赤
沼
智
善
ら
に
よ
っ
て
論
争
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
縁
起

説
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
と
縁
起
説
と
輪
廻
説
の

①

関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

諸
氏
の
理
解
の
検
証
が
本
稿
の
直
接
の
課
題
で
は
な
い
の
で
、
こ

の
点
は
お
く
が
、
「
縁
起
（
胃
四
国
旨
‐
患
目
三
日
目
）
」
を
釈
尊
の
中

心
教
理
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
か
っ
た
。

当
時
の
議
論
を
含
め
て
、
今
日
我
々
が
文
字
で
書
か
れ
た
文
献

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
思
想
史
を
研
究
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
決

し
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
問
題
が
存
在
す
る
。
そ

問
題
の
所
在

中
国
仏
教
に
お
け
る
縁
起
思
想
の
理
解

ｌ
「
縁
起
」
と
「
縁
集
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

れ
は
、
そ
の
文
献
が
書
か
れ
た
時
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
後
の
時

代
の
異
な
っ
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
が
文
字
を
通
し
て
簡
単
に
結
び

つ
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
文
字
が
読
ま
れ
る
時

に
は
、
い
つ
も
時
代
の
先
端
に
お
い
て
読
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
時
に
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
か
ら
読
ま
れ
る

時
ま
で
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
変
化
を
含
ん
で
読
ま
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
書
か
れ
た
文
字
の
方
は
固
定
し
て
動
か
な
い
の
で
、
我
々
が

そ
れ
を
読
む
場
合
に
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
か
ら
比
べ
て
、
新
た

に
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
も
含
ん
で
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
書
か
れ
た
当
時
よ
り
も
文
献
を
読

み
す
ぎ
て
し
ま
う
危
険
を
い
つ
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

釈
尊
の
根
本
教
説
が
「
縁
起
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
否
定

織
田
顕

祐
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す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
官
伊
副
冨
‐
困
冒
匡
弓
凰
四
と
い
う

仏
教
の
中
心
思
想
が
常
に
「
縁
起
」
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
て

き
た
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
縁
起
」

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
漢
訳
語
で
あ
り
、
教
理
が
こ
の
文
字
に
固

定
す
る
ま
で
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
、
ま
ず
諸
事
情
を
整
理
し
、
次
に

そ
の
理
由
を
考
え
て
、
中
国
に
お
け
る
「
縁
起
」
理
解
の
歴
史
を

考
察
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
縁
起
」
思
想
の
根
源
的
な
意
味

と
、
筆
者
の
具
体
的
な
課
題
で
あ
る
華
厳
法
界
縁
起
思
想
の
成
立

の
背
景
に
関
す
る
研
究
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

中
国
に
お
け
る
「
縁
起
」
の
訳
例
と
し
て
最
も
古
い
も
の
に
、

呉
の
支
謙
の
翻
訳
が
あ
る
こ
と
は
既
に
先
学
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ

②

ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
支
謙
訳
の
『
了
本
生
死
経
」
の
検
討

か
ら
始
め
た
い
。
『
了
本
生
死
経
』
は
、
一
般
に
「
縁
起
を
見
る

も
の
は
法
を
見
る
、
法
を
見
る
も
の
は
仏
を
見
る
」
と
い
う
一
文

が
よ
く
知
ら
れ
る
初
期
大
乗
経
典
で
あ
り
、
異
訳
が
四
種
あ
る
こ

と
も
本
稿
の
文
脈
上
好
都
合
で
あ
る
。

｜
、
『
了
本
生
死
経
』
異
訳
各
種
に
お
け
る

「
縁
起
」
の
訳
例

①
仏
、
是
れ
を
説
き
た
も
う
。
若
し
比
丘
、
縁
起
を
見
る
は
法

を
見
る
と
為
す
。
巳
に
法
を
見
る
は
我
を
見
る
と
為
す
。

弓
了
本
生
死
経
」
、
大
正
焔
・
八
一
五
ｂ
）

こ
の
文
は
経
の
冒
頭
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
経
は
、
仏
の
根

本
は
「
縁
起
」
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に

相
当
す
る
他
の
異
訳
経
典
を
見
て
み
よ
う
。

②
今
日
世
尊
、
稲
芋
を
観
見
し
て
是
の
説
を
作
し
た
も
う
。
汝

等
比
丘
よ
十
二
因
縁
を
見
れ
ば
即
ち
是
れ
法
を
見
、
即
ち
是

れ
仏
を
見
る
。

二
仏
説
稲
芋
経
』
、
欠
訳
附
東
晋
録
、
大
正
略
・
八
一
六
Ｃ
）

③
今
日
世
尊
、
稲
葬
を
観
見
し
て
諸
の
慈
蒻
に
告
げ
て
是
の
語

を
説
き
た
も
う
。
汝
等
遮
蕩
よ
、
若
し
縁
生
を
見
れ
ば
即
ち

是
れ
法
を
見
、
若
し
法
を
見
れ
ば
即
ち
仏
を
見
る
。

（
『
慈
氏
菩
薩
所
説
大
乗
縁
生
稲
蘇
啼
経
」
、
不
空
訳
、

大
正
皿
・
八
一
九
ａ
）

④
雨
の
時
世
尊
、
舎
黎
娑
捨
摩
を
観
じ
已
り
て
諸
の
茜
蕩
に
告

げ
た
ま
わ
く
、
若
し
慈
蕊
有
り
て
十
二
縁
生
に
於
て
能
く
見

了
せ
ぱ
是
を
法
を
見
る
と
名
づ
く
。
法
を
見
已
れ
ぱ
、
即
ち

仏
を
見
る
と
名
づ
く
。

二
大
乗
舎
黎
娑
擴
摩
経
」
、
北
宋
施
護
訳
、
大
正
舶
・
八
一
二
ｂ
）

⑤
今
日
世
尊
、
稲
芋
を
観
見
し
て
諸
の
比
丘
に
告
げ
て
、
是
の
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如
き
説
を
作
し
た
ま
わ
く
、
諸
比
丘
よ
、
若
し
因
縁
を
見
れ

ば
、
彼
は
即
ち
法
を
見
る
。
若
し
法
を
見
れ
ば
即
ち
能
く
仏

を
見
る
。
書
仏
説
大
乗
稲
芋
経
」
、
大
正
妬
・
八
二
三
ｂ
）

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
五
訳
と
も
す
べ
て
「
縁
起
」
に
関
す
る

訳
語
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
十
世
紀
後
半
の
翻
訳
も
含

ま
れ
て
お
り
、
「
縁
起
」
と
い
う
用
語
が
決
し
て
一
貫
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
了
本
生
死
経
』

は
、
こ
の
後
、
縁
起
に
つ
い
て
外
縁
起
（
種
か
ら
根
を
生
ず
る
よ

う
な
一
般
的
な
縁
起
）
と
内
縁
起
（
十
二
支
縁
起
を
内
容
と
し
た

人
間
存
在
の
解
明
）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
因
相
縛
（
外
縁
起
で

い
え
ば
、
種
が
実
に
至
る
一
連
の
運
動
）
と
縁
相
縛
（
外
縁
起
で

い
え
ば
、
地
水
火
風
空
な
ど
の
条
件
）
に
分
け
て
解
説
す
る
。
そ

し
て
、
こ
の
外
縁
起
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
五
つ
の
観

点
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
非
常
（
根
が
生
じ
た
と
き

に
は
既
に
種
は
存
在
し
な
い
）
、
不
断
（
根
が
生
じ
た
と
い
っ
て

も
、
種
と
分
断
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
）
、
不
踏
歩
（
種
と
根
は

異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
種
が
根
に
至
る
の
で
は
な
い
）
、
種
不

敗
亡
（
一
つ
の
種
か
ら
多
く
の
実
が
な
る
が
、
種
が
な
く
な
る
わ

け
で
は
な
い
）
、
相
象
非
（
種
と
根
は
姿
形
が
同
じ
で
は
な
い
）

③

の
五
つ
で
あ
る
。

次
に
、
「
了
本
生
死
経
」
の
十
二
支
縁
起
を
中
心
と
す
る
内
縁

起
に
つ
い
て
の
経
説
を
他
の
経
典
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

①
因
縁
起
の
故
に
、
縁
是
れ
法
を
生
ず
。

二
了
本
生
死
経
』
、
大
正
略
・
八
一
五
Ｃ
）

②
云
何
が
十
二
因
縁
と
名
づ
く
や
。
弥
勒
答
え
て
言
わ
く
、
有

因
・
有
縁
是
を
因
縁
法
と
名
づ
く
。
此
れ
は
是
れ
仏
略
し
て

因
縁
相
を
説
き
た
も
う
。
此
の
因
を
以
て
能
く
是
の
果
を
生

ず
。
含
仏
説
稲
芋
経
』
、
大
正
岨
．
八
一
七
ａ
）

③
又
問
う
、
縁
生
と
は
是
れ
何
れ
の
義
な
る
や
．
答
え
て
言
く

有
因
・
有
縁
な
り
。
無
因
縁
に
非
ざ
る
を
名
づ
け
て
縁
生
と

為
す
。
而
し
て
此
の
中
に
如
来
略
し
て
縁
生
の
相
を
説
き
た

も
う
。
是
の
因
に
由
り
て
の
故
に
能
く
是
の
果
を
生
ず
。

（
「
慈
氏
菩
薩
所
説
大
乗
縁
生
稲
蘇
嶮
経
』
、
大
正
陥
・
八
一
九
ｂ
）

④
何
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
十
二
因
縁
と
為
す
や
。
菩
薩
告

げ
て
言
く
、
有
因
・
有
縁
を
以
て
十
二
因
縁
と
名
づ
く
。
舎

利
子
よ
、
是
の
法
は
亦
、
因
に
非
ず
、
縁
に
非
ず
、
因
縁
な

ら
ざ
る
に
非
ず
。
又
縁
に
従
り
て
有
り
。
子
よ
、
今
は
略
し

て
其
の
相
を
説
く
。

（
『
大
乗
舎
黎
娑
捨
摩
経
』
、
大
正
恥
．
八
一
二
Ｃ
）

⑤
何
が
故
に
因
縁
と
名
づ
く
や
。
答
え
て
曰
く
、
有
因
・
有
縁

を
名
づ
け
て
因
縁
と
為
す
。
無
因
・
無
縁
に
非
ざ
る
が
故
に
。

是
の
故
に
名
づ
け
て
因
縁
之
法
と
為
す
。
世
尊
略
し
て
因
縁
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之
相
を
説
き
た
も
う
。
彼
の
縁
生
は
是
な
り
。

（
「
仏
説
大
乗
稲
芋
経
」
、
大
正
陥
・
八
二
三
Ｃ
ｌ
）

傍
線
の
よ
う
に
、
や
は
り
五
経
と
も
訳
語
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
「
了
本
生
死
経
」
で
は
更
に
、
縁
起
と
縁
生
法
と
を
厳
密

に
区
別
し
て
「
縁
起
不
縁
生
法
（
無
明
に
よ
り
て
行
あ
り
）
・
縁

生
法
不
縁
起
（
無
明
な
ど
の
十
二
支
の
支
分
）
・
縁
起
縁
生
法

（
因
と
果
と
を
不
断
の
関
係
で
み
る
こ
と
）
・
不
縁
起
不
縁
生
法

④

（
外
道
の
因
果
論
）
」
と
言
う
が
、
こ
う
し
た
経
説
は
他
の
異
訳

経
典
に
は
見
ら
れ
な
い
。
経
典
の
文
脈
か
ら
見
て
も
や
や
異
質
で

あ
り
、
訳
者
の
覚
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
縁
起
」
は
諸
縁
に
よ
っ
て
新
し
い
存
在
が

生
ず
る
こ
と
、
「
縁
生
法
」
は
言
語
化
さ
れ
た
諸
存
在
を
表
わ
し

て
お
り
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
翻
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｉ
⑤

支
謙
は
「
貝
多
樹
下
思
惟
十
二
因
縁
経
」
と
い
っ
た
経
典
も
訳
し

て
お
り
、
「
縁
起
」
思
想
の
翻
訳
に
随
分
苦
労
し
て
い
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
翻
訳
上
の
不
統
一
は
、
初
期
仏
教
の
「
縁
起
」
の

教
説
か
ら
あ
る
程
度
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
釈
尊
の
根
本

教
説
の
理
解
に
関
し
て
は
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
近
代
日
本
に
お

け
る
仏
教
学
研
究
の
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
「
縁
起
」

思
想
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
問
題
点

ｔ

の
整
理
は
進
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
最
近
の
「
縁
起
」
思
想
研
究

に
よ
れ
ば
、
宮
口
ヨ
意
‐
閤
日
員
凰
烏
に
は
、
も
と
も
と
論
理
的
な

相
依
関
係
と
時
間
的
な
因
果
関
係
の
二
面
が
含
ま
れ
て
い
た
事
が

⑦

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
な
相
依
関
係
と
は
、
例
え
ば
親

と
子
の
よ
う
な
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
以
上
の
存
在
の
関
係

が
相
依
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
二
支
縁
起

⑧

の
中
で
は
、
識
と
名
色
の
関
係
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
一
方
、

時
間
的
な
因
果
関
係
と
は
、
例
え
ば
種
子
と
芽
の
よ
う
な
関
係
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
種
で
あ
る
時
に
は
ま
だ
芽
の
存
在
は
な
く
、

そ
れ
が
芽
で
あ
る
時
に
は
既
に
種
の
存
在
は
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
十
二
支
縁
起
の
中
で
は
生
と
老
・

⑨

死
の
関
係
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
の
両
者
の
事
実
は
、
言

語
表
現
の
中
で
は
断
絶
（
種
子
と
芽
は
同
じ
で
は
な
い
）
と
連
続

（
種
子
と
芽
は
別
の
も
の
で
も
な
い
）
の
重
層
性
と
し
て
表
現
せ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
阿
含
に
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
「
此
れ
有
る

時
彼
有
り
、
此
れ
生
ず
る
時
彼
生
じ
、
此
れ
無
き
と
き
彼
無
く
、

此
れ
減
す
る
時
彼
減
す
」
と
い
う
縁
起
の
定
型
句
は
、
こ
う
し
た

⑩

背
景
に
依
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、

縁
起
の
両
面
と
し
て
論
理
的
相
依
関
係
（
有
る
．
無
い
の
関
係
、

日
本
語
の
「
ｌ
で
あ
る
Ｉ
で
な
い
」
に
相
当
す
る
。
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
言
う
共
時
的
関
係
）
と
時
間
的
因
果
関
係
（
生
ず
る
．
減
す

ワワ
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
初
期
の
中
国
仏
教
の
方
向
性
を
ほ

ぼ
決
定
付
け
た
鳩
摩
羅
什
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
態

度
を
と
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
先

学
の
指
摘
が
有
り
、
鳩
摩
羅
什
に
は
ご
く
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん

⑬

ど
縁
起
と
い
う
用
例
の
無
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鳩

る
の
関
係
、
日
本
語
の
「
Ｉ
に
な
る
」
に
相
当
す
る
。
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
言
う
通
時
的
関
係
）
と
称
し
て
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
を
提

⑪

唱
し
て
き
た
。
事
実
は
一
つ
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
言
語
に
よ

っ
て
そ
れ
を
表
現
す
る
時
に
は
こ
の
よ
う
な
重
層
性
と
し
て
説
か

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
出
の
『
了
本

生
死
経
』
が
、
外
縁
起
の
五
点
と
し
て
さ
ら
に
詳
し
く
語
っ
て
い

る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
種
子
が
芽
と
な
る
」
関
係
に
お

い
て
、
芽
を
成
り
立
た
せ
る
無
数
の
条
件
・
力
を
「
縁
」
と
呼
び

そ
の
「
縁
」
に
含
ま
れ
る
果
を
生
ず
る
力
を
、
初
期
仏
教
で
は

「
縁
」
と
称
す
る
立
場
と
「
縁
起
」
と
称
す
る
立
場
と
の
二
つ
が

⑫

あ
っ
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
立
場
の
違
い
が
、

「
縁
起
」
「
縁
生
」
「
因
縁
」
と
い
っ
た
訳
語
の
違
い
と
な
っ
て
表

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
、
鳩
摩
羅
什
は
「
縁
起
」
と
い
う
訳
語
を

用
い
な
い

つ
ま
り
、
外
道
の
様
々
な
邪
見
を
断
ず
る
た
め
に
十
二
因
縁
を
説

い
た
が
、
大
乗
に
お
い
て
は
そ
れ
を
『
般
若
経
」
で
不
生
不
滅
と

説
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

仏
滅
度
後
、
後
の
五
百
歳
像
法
中
、
人
根
転
た
鈍
に
し
て
深

く
諸
法
に
著
し
十
二
因
縁
・
五
陰
・
十
二
入
・
十
八
界
等
の

摩
羅
什
の
訳
し
た
経
論
に
よ
っ
て
天
台
学
を
確
立
し
た
智
顎
に
も

⑭

縁
起
の
用
例
が
無
い
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一

体
ど
の
よ
う
な
背
景
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
の
大
乗
仏
教

を
め
ぐ
る
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

鳩
摩
羅
什
訳
の
「
中
論
」
青
目
釈
冒
頭
の
帰
敬
偶
の
釈
の
造
論

の
意
趣
を
解
説
す
る
箇
所
に
は
、
こ
の
点
を
考
察
す
る
に
際
し
て

見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。

問
う
て
曰
く
、
何
が
故
に
此
の
論
を
造
る
や
。
答
え
て
曰
く
、

有
人
言
く
、
万
物
は
大
自
在
天
よ
り
生
ず
。
。
…
：
仏
、
是
の

如
き
の
等
の
諸
邪
見
を
断
じ
て
仏
法
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す

る
が
故
に
、
先
に
声
聞
法
中
に
於
い
て
十
二
因
縁
を
説
き
た

も
う
。
又
、
已
に
習
行
し
て
大
心
有
り
て
深
法
を
受
く
る
に

堪
う
る
者
の
為
に
大
乗
法
を
以
て
因
縁
相
を
説
き
た
も
う
。

所
謂
、
一
切
法
は
不
生
不
滅
・
不
一
不
異
等
、
畢
寛
空
に
し

て
所
有
無
き
な
り
。
般
若
波
羅
蜜
中
に
説
け
る
が
如
し
。

（
大
正
鋤
・
一
ｂ
）

に
十
二
因
縁
を
説
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決
定
相
を
求
む
。
仏
意
を
知
ら
ず
し
て
但
だ
文
字
に
著
す
。

大
乗
法
中
に
畢
寛
空
を
説
く
を
間
き
て
、
何
の
因
縁
の
故
に

空
な
る
か
を
知
ら
ず
し
て
、
即
ち
邪
見
を
生
ず
。
（
同
Ｃ
）

つ
ま
り
、
こ
の
『
中
論
」
は
、
仏
所
説
の
十
二
因
縁
等
を
「
法
の

有
」
と
解
し
た
人
々
と
、
そ
れ
が
不
可
得
空
で
あ
る
こ
と
の
真
意

を
知
ら
な
い
人
々
に
対
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
「
法
の
有
」
と
い
う
思
想
そ
れ
自
身
の
吟
味
は
こ
こ
で
は

省
く
が
、
説
一
切
有
部
等
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
法
の
有
」
が
説
か
れ
る
根
拠
は
、
阿
含

の
次
の
よ
う
な
経
説
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

雨
の
時
世
尊
、
諸
比
丘
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
五
受
陰
有
り
。

何
等
を
か
五
と
為
す
や
。
色
受
想
行
識
受
陰
な
り
。

（
「
雑
阿
含
経
』
巻
第
三
、
大
正
２
．
一
九
Ｃ
）

こ
こ
に
は
、
「
無
我
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
と
は
い
え
、
一
応

「
五
陰
」
の
存
在
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
十
二

因
縁
を
説
く
経
説
も
存
在
す
る
。

彼
の
如
来
自
ら
覚
知
せ
ら
れ
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
人
の
為

に
演
説
し
て
開
示
し
顕
発
せ
し
む
。
謂
く
、
無
明
に
縁
り
て

行
有
り
。
乃
至
、
生
に
縁
り
て
老
死
有
り
。

（
「
雑
阿
含
経
』
巻
第
十
二
、
大
正
２
．
八
四
ｂ
）

こ
の
よ
う
に
、
「
Ｉ
有
り
」
と
説
か
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
真
意
を

抜
き
に
し
て
、
表
現
さ
れ
た
文
字
に
し
た
が
っ
て
理
解
さ
れ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
理
解
が
文
字
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
結
果

的
に
は
真
意
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
般
若
経
」
が
、
五
陰
を
は
じ
め
と
し
て
一
切
の
法
を
延
々
と
不

可
得
空
で
あ
る
と
説
い
て
い
く
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
旦
「
有
」
と
誤
解
さ
れ
た
事
柄
は

「
無
我
」
の
主
張
で
は
超
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
典

翻
訳
の
上
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
表
わ
れ
る
の
か
と
い
え

ば
、
『
般
若
経
』
が
十
二
因
縁
を
決
し
て
有
的
に
は
表
現
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
法
が
不
可
得
空
で
あ
る
こ
と
は
主
に

『
大
品
般
若
経
」
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
鳩
摩
羅
什
以
前
の

『
放
光
般
若
」
『
光
讃
般
若
」
に
も
こ
の
点
は
共
通
す
る
よ
う
で

⑮

あ
る
。「

中
論
」
観
因
縁
品
で
は
「
諸
法
は
四
緑
よ
り
生
ず
る
」
と
い

う
阿
毘
曇
人
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
因
縁
よ

り
諸
法
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、

諸
法
は
、
担
だ
衆
縁
和
合
す
る
が
故
に
名
字
を
得
る
の
み
。

（
大
正
帥
・
二
ｂ
）

と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
鳩
摩
羅
什
は
、
特
定
の
例
外
を
除
い
て
、

存
在
と
し
て
の
「
縁
生
法
」
や
構
造
と
し
て
の
「
縁
起
」
と
い
う

⑯

概
念
を
単
独
で
は
用
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
縁
起
」
と
い
う
文
字
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二
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
第
二
十
六
、
大
正
８
．
四
○
七
Ｃ
）

こ
の
文
中
の
、
「
担
従
和
合
因
縁
起
法
故
」
は
、
「
担
だ
因
縁
の
和

合
す
る
に
従
り
て
法
の
起
る
が
故
に
」
と
訓
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
縁
集
」
「
縁
生
」
な
ど
の
用
語
も
熟
語
と
し
て
で
は
な
く
、

例
外
な
く
「
Ｉ
因
縁
の
集
す
」
「
Ｉ
因
縁
も
て
Ｉ
を
生
ず
」
と
い

う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
鳩
摩
羅
什
が

全
く
「
縁
起
」
と
い
う
概
念
を
用
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
鳩
摩
羅
什
門
下
の
僧
肇
が
、
『
肇
論
」

⑰

に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
る
。

中
観
に
云
わ
く
、
物
は
因
縁
に
従
る
が
故
に
有
な
ら
ず
。
縁

起
の
故
に
無
な
ら
ず
。
（
大
正
妬
．
一
五
二
ｂ
ｌ
Ｃ
）

僧
肇
は
、
諸
法
の
不
可
得
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
縁

起
に
よ
っ
て
非
無
を
説
く
と
い
う
思
想
が
僧
肇
独
自
の
も
の
か
否

か
は
、
今
こ
こ
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
因
縁
」
と

⑬

「
縁
起
」
を
使
い
分
け
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
点
か
ら
も
、
鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
が
一
貫
し
て
「
因
縁
」
を
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
法
の
有
」
を
破
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が

列
は
常
に
例
外
な
く
「
因
縁
起
法
」
と
い
う
文
字
列
の
中
で
存
在

す
る
の
み
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

一
切
諸
法
中
、
定
性
不
可
得
。
担
従
和
合
因
縁
起
法
故
有
名

一
切
諸
枠

字
諸
法
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
が
「
法
の
有
」
を
説
い
た
こ
と
に
対
し
て
、

「
般
若
経
」
な
ど
が
法
の
不
可
得
を
説
い
て
縁
起
の
真
実
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
点
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
全

く
異
な
っ
た
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
初
期
大
乗
経
典

が
存
在
す
る
。
『
十
地
経
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
十
地
経
」
の
第
六

現
前
地
は
、
世
俗
世
間
の
十
平
等
を
明
ら
か
に
し
て
順
忍
を
得
る

こ
と
を
説
く
が
、
そ
の
中
に
「
三
界
虚
妄
但
是
一
心
作
、
十
二
因

⑲

縁
分
皆
依
一
心
」
と
説
か
れ
て
、
そ
れ
が
唯
識
思
想
の
一
つ
の
根

拠
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
に
も
数
種
の
異
訳
が

あ
る
の
で
、
始
め
に
諸
訳
を
比
較
し
て
み
た
い
・

経
は
始
め
に
、
世
間
の
生
滅
を
観
じ
終
っ
た
後
に
「
世
間
の
あ

ら
ゆ
る
受
身
・
生
所
の
差
別
」
は
我
に
負
著
す
る
こ
と
が
原
因
で

⑳

あ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
十
二
因
縁
」
を
提
示
す
る
。
「
世
間

の
あ
ら
ゆ
る
受
身
・
生
所
の
差
別
」
と
は
、
具
体
的
な
世
間
的
存

在
の
諸
相
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
般
若
経
」
が
法
の
不
可
得
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
十
二
因
縁
も
空
で
あ
る
と
言
う
の
と
は
基

本
的
に
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
十
地
経
」
の
こ
う
し

明
瞭
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
菩
提
流
支
訳
「
十
地
経
論
』
の
「
因
縁

集
」
と
「
十
二
因
縁
」
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た
観
点
は
、
原
始
経
典
が
人
間
存
在
の
根
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
十
二
因
縁
を
説
い
た
こ
と
と
共
通
す
る
観
点
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
始
め
に
、
訳
語
の
比
較
の
た
め
に
そ
の
結
論
の
所
説
を

比
較
し
て
み
よ
う
。

①
菩
薩
も
是
の
如
し
、
柔
順
を
楽
い
て
十
二
縁
を
観
ず
。

（
「
漸
備
一
切
智
徳
経
」
、
西
晋
竺
法
護
訳
、
大
正
叩
・
四
七
六
ａ
）

②
是
の
十
二
因
縁
、
集
者
有
る
こ
と
無
く
し
て
自
然
に
集
り
、

散
者
有
る
こ
と
無
く
し
て
自
然
に
散
ず
。
因
縁
合
す
れ
ば
則

ち
有
り
、
因
縁
散
ず
れ
ば
則
ち
無
き
な
り
。

（
「
十
住
経
」
、
眺
秦
鳩
摩
羅
什
訳
、
大
正
加
・
五
一
四
Ｃ
）

③
是
の
十
二
因
縁
、
集
者
有
る
こ
と
無
し
、
散
者
有
る
こ
と
無

し
、
縁
合
す
れ
ば
則
ち
有
り
、
縁
散
ず
れ
ば
則
ち
散
ず
。

（
「
六
十
巻
華
厳
経
』
、
東
晋
仏
駄
倣
陀
羅
訳
、

大
正
９
．
五
五
八
ｂ
）

④
是
の
因
縁
集
、
集
者
有
る
こ
と
無
く
し
て
自
然
に
集
り
、
滅

者
有
る
こ
と
無
く
し
て
自
然
に
減
す
。

（
『
十
地
経
論
』
所
釈
の
『
十
地
経
」
、
後
魏
菩
提
流
支
訳
、

大
正
恥
．
一
六
八
ｂ
）

こ
の
よ
う
に
諸
訳
に
よ
っ
て
訳
語
が
異
な
り
、
こ
こ
で
も
「
縁

起
」
と
い
う
訳
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
『
十
地
経
論
」
は
、

こ
の
④
の
文
の
後
、
「
此
の
因
縁
集
に
三
種
の
観
門
有
り
」
と
し

て
、
成
答
相
差
別
・
第
一
義
諦
差
別
・
世
諦
差
別
を
挙
げ
て
、
第

一
義
諦
差
別
の
中
で
「
十
二
因
縁
分
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い

る
か
ら
、
全
体
を
括
る
概
念
と
し
て
は
「
十
二
因
縁
」
を
用
い
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
の
④
に
説
か
れ
る
「
因
縁

集
」
と
い
う
概
念
を
根
拠
に
し
て
、
後
に
地
論
宗
の
教
理
が
展
開

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
「
十
地
経
論
」
と
そ
の
所
釈
の
経
文
を
検
討
し
て
、

『
十
地
経
」
が
何
故
こ
こ
で
「
十
二
因
縁
」
を
詳
細
に
言
及
す
る

の
か
と
い
う
点
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

「
此
の
因
縁
集
に
三
種
の
観
門
有
り
」
の
最
初
に
示
さ
れ
る

「
成
答
相
差
別
」
と
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

成
差
別
Ｉ
我
を
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
間
の
生
が
有

り
、
著
我
を
離
れ
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
第
一

義
諦
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。

答
差
別
Ｉ
著
我
と
い
う
が
、
存
在
し
な
い
も
の
に
ど
う
し

て
執
著
す
る
こ
と
が
成
り
立
つ
の
か
、
と
い
う

点
を
自
問
自
答
し
て
、
無
明
と
有
愛
を
根
本
と

し
て
、
邪
念
に
し
た
が
っ
て
邪
道
を
行
じ
て
、

様
々
な
染
法
を
集
起
す
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
を

示
す
。

相
差
別
Ｉ
著
我
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
十
二
因

2（



縁
を
示
す
。

こ
の
後
、
第
一
義
諦
は
説
明
せ
ず
に
、
以
上
の
こ
と
が
証
さ
れ
れ

ば
そ
れ
が
解
脱
で
あ
り
、
第
一
義
諦
で
あ
る
と
の
み
言
っ
て
、
世

諦
差
別
に
言
及
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
世
諦
差
別
を
表
わ
す

最
初
の
経
文
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
、

三
界
虚
妄
但
是
一
心
作
、
十
二
因
縁
分
皆
依
一
心

（
大
正
弱
．
一
六
九
ａ
）

な
の
で
あ
る
。
経
は
こ
の
後
、

所
以
は
何
ん
。
随
事
の
負
欲
の
心
と
共
に
生
ず
る
は
識
な
り
。

事
は
即
ち
行
な
り
。
行
、
心
を
証
す
が
故
に
無
明
と
名
づ
く
。

無
明
、
心
と
共
に
生
ず
る
を
名
色
と
名
づ
く
。
（
同
右
）

と
詳
説
し
て
い
く
。
こ
の
経
説
に
依
れ
ば
、
「
一
心
」
が
ど
の
よ

う
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
主
体
と
客
体
で
あ
る
か
の
よ

う
な
虚
構
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
十
二
因
縁
に
お
い
て
、
「
識
」
が
成

り
立
つ
時
に
は
既
に
無
明
に
よ
っ
て
色
付
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
と
き
に
は
同
時
に
名
色
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
『
十
地
経
」
は
、
我
に
執
著
す
る
世
間
と
い
う
あ

り
方
を
、
『
般
若
経
」
の
よ
う
に
不
可
得
と
言
う
の
で
は
な
く
、

「
一
心
」
の
内
容
と
し
て
構
造
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
『
十
地
経
論
」
所
釈
の
『
十
地
経
」
は
、
こ
う
し
た
点
を
明

こ
こ
に
説
か
れ
る
「
因
縁
集
」
を
根
拠
と
し
て
、
地
論
宗
は

種
々
の
縁
集
説
を
展
開
し
た
。
こ
の
点
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て
指

⑳

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ

る
浄
影
寺
慧
遠
の
縁
集
説
を
吟
味
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
触
れ

て
き
た
よ
う
に
、
『
十
地
経
」
は
、
第
六
地
の
教
説
の
中
で
十
二

因
縁
を
「
一
心
」
の
内
容
と
し
て
展
開
す
る
。
従
っ
て
、
お
そ
ら

く
慧
遠
も
自
己
の
縁
集
説
を
第
六
地
に
お
い
て
展
開
し
た
に
違
い

＠

な
い
。
慧
遠
の
『
十
地
経
論
義
記
」
は
、
第
三
地
の
途
中
ま
で
し

か
現
存
し
な
い
の
で
、
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
彼
の
教
理
の
全
貌

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
幸
い
に
、
「
十
地
経
論
義

記
」
は
、
経
が
冒
頭
で
第
二
七
日
の
説
で
あ
る
こ
と
を
「
論
」
が

釈
し
て
「
因
縁
行
を
行
ず
る
を
思
惟
す
」
と
す
る
箇
所
に
詳
細
な

解
説
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
「
十
地
経
」
の
根
本
課
題
に

触
れ
る
部
分
で
あ
る
の
で
、
慧
遠
が
「
十
地
経
論
」
を
如
何
に
解

し
た
か
を
知
る
上
で
は
最
適
の
箇
所
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
慧
遠
は
『
論
」
が
、
「
因
縁
行
を
行
ず
」
と
言
う
こ
と
を
、

法
を
箒
盧
す
る
を
思
惟
と
名
づ
く
。
思
心
、
境
に
渉
る
が
故

ら
か
に
す
る
た
め
に
「
因
縁
集
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
で
あ

る
龍
？
。

四
、
浄
影
寺
慧
遠
の
縁
起
観
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に
名
づ
け
て
行
と
為
す
。
所
行
の
境
界
の
体
は
定
性
に
非
ず
。

諸
法
同
体
に
し
て
互
い
に
相
い
縁
集
す
る
が
故
に
因
縁
と
日

う
。
因
縁
集
起
す
る
を
之
を
目
づ
け
て
行
と
為
す
。
此
の
因

縁
を
行
ず
る
が
故
に
初
に
説
か
ず
。

（
続
蔵
一
・
七
十
一
・
二
・
一
四
五
右
下
）

と
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
「
思
心
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
認
識
主
体

の
こ
と
で
あ
る
。
認
識
主
体
が
対
象
を
取
る
こ
と
を
「
行
」
と
言

い
、
対
象
は
後
で
述
べ
る
よ
う
に
全
て
「
如
来
蔵
」
と
い
う
自
体

に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
定
性
に
は
非
ず
」

し
て
「
同
体
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
「
縁
集
」
で
あ
り
、
「
因

縁
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
因
縁
」
の
集

起
が
行
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
縁
起
と
い
う
用
語

は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
「
因
縁
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
と
は
別
の

こ
と
と
し
て
「
行
」
を
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
慧
遠
は
「
因

縁
」
の
中
に
は
法
を
生
ぜ
し
め
る
力
を
見
ず
に
、
「
行
」
に
お
い

て
そ
れ
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば

「
因
縁
の
行
」
と
い
う
言
葉
が
、
つ
ま
り
「
縁
起
」
を
表
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
十
地
経
論
」
が
、
第
二
七
日
の

説
で
あ
る
こ
と
を
、
「
因
縁
」
で
は
な
く
、
「
因
縁
の
行
」
を
思
惟

し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
な
「
般
若
経
』
な
ど
の
流
れ
を
ふ
ま
え
る
時
、
言
語
表
現
と

８

第
一
義
諦
・
世
俗
諦
に
つ
い
て
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
言
わ
れ
２

ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
慧
遠
は
、
果
た
し
て
そ
う
し
た
『
十
地

経
論
」
の
基
本
的
立
場
を
十
分
に
よ
く
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
。
慧
遠
は
、
さ
ら
に
「
因
縁
」
の
み
を
取
り
上
げ
て
次
の
よ
う

に
言
う
。因

縁
の
義
、
経
中
に
は
亦
縁
起
・
縁
集
と
名
づ
く
。
因
に
仮

り
縁
に
託
し
て
諸
法
有
り
。
故
に
因
縁
と
日
う
。
法
の
起
き

る
は
縁
に
籍
る
。
故
に
縁
起
と
称
す
。
法
は
縁
よ
り
集
ま
る
。

故
に
縁
集
と
日
う
。
（
続
蔵
一
・
七
十
一
・
二
・
一
四
五
左
上
）

こ
の
所
説
は
、
慧
遠
が
学
ん
だ
多
く
の
経
論
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
り
、
一
応
こ
の
時
代
の
標
準
的
な
理
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
時
代
に
至
っ
て
も
未
だ
「
縁
起
」
と
い
う
用
語
が
仏

教
の
中
心
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
後
慧
遠
は
、
『
十
地
経
」
第
六
地
の
「
因
縁
集
」

の
概
念
に
よ
っ
て
、
「
有
為
縁
集
・
無
為
縁
集
．
自
体
縁
集
」
を

主
張
す
る
。

有
為
と
言
う
は
、
生
死
の
法
体
に
無
常
生
滅
の
所
為
有
る
が

故
に
有
為
と
名
づ
く
。
業
煩
悩
の
因
縁
に
従
い
て
有
る
が
故

に
因
縁
と
名
づ
く
。
無
為
と
言
う
は
所
謂
浬
藥
の
体
は
生
滅

に
非
ざ
る
を
名
づ
け
て
無
為
と
言
う
。
道
を
籍
り
て
有
る
が

故
に
因
縁
と
言
う
。
（
同
前
）



こ
こ
で
言
う
無
為
法
と
し
て
の
浬
梁
と
は
、
「
浬
梁
経
』
な
ど
が

主
張
す
る
有
為
・
無
為
を
超
え
た
第
一
義
諦
と
し
て
の
浬
藥
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
背
景
に
は
、
『
維

摩
経
」
や
『
勝
鬘
経
」
が
批
判
の
対
象
と
し
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
法

⑳

理
解
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
自
体
縁

集
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
体
と
言
う
は
、
即
ち
前
の
生
死
浬
梁
法
の
当
法
の
自
性
は

皆
是
の
縁
起
な
り
。
其
の
相
、
云
何
と
な
ら
ば
、
生
死
本
性

即
ち
是
れ
如
来
之
蔵
な
り
と
説
く
が
如
し
。
如
来
蔵
中
に
一

切
恒
沙
の
仏
法
を
具
足
す
。
（
同
前
）

つ
ま
り
自
体
縁
集
と
は
、
如
来
蔵
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
更
に
こ
の
「
如
来
蔵
」
に
有
為
如
来
蔵
と
無
為
如
来
蔵
が
あ

る
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。
傍
線
の
文
は
、
『
勝
鬘
経
」
と
『
起

⑳

信
論
」
の
所
説
を
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
勝
鬘
経
」

⑮

の
如
来
蔵
説
は
、
「
如
来
蔵
は
有
為
相
を
雛
る
」
と
か
「
如
来
蔵

⑳

は
是
れ
如
来
の
境
界
な
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
義
諦
を

言
語
世
界
に
お
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
凡
夫
は
お
ろ
か
阿

羅
漢
・
声
聞
・
大
力
菩
薩
で
さ
え
も
決
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
繰
り
返
し
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
惹
遠
の
こ

う
し
た
主
張
は
少
な
く
と
も
『
勝
鬘
経
」
の
所
説
を
逸
脱
す
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
経
論
に
よ
っ
て

様
々
に
説
か
れ
た
「
因
縁
」
「
縁
起
」
「
縁
集
」
と
い
っ
た
概
念
を

一
応
区
別
し
た
上
で
そ
れ
ら
を
集
大
成
し
よ
う
と
し
た
主
張
で
あ

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
「
縁
起
」
は
、
「
前
因
よ
り
後
果
を
集

起
す
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
前
因
を
「
因
縁
」
と
称
し
、
諸
縁
の
中

に
法
の
形
成
力
を
見
る
場
合
に
は
「
縁
集
」
と
言
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
が
自
体
と
し
て
の
「
如
来
蔵
」
に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と

を
基
本
的
な
立
場
と
す
る
の
で
あ
る
。
慧
遠
の
「
三
種
縁
集
説
」

は
、
「
維
摩
経
』
や
『
勝
鬘
経
」
『
拐
伽
経
」
『
起
信
論
」
な
ど
の

大
乗
の
重
要
な
経
論
の
所
説
を
『
十
地
経
」
の
．
心
」
に
お
い

て
会
通
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
来
、
第
一
義

諦
に
お
い
て
説
か
れ
た
如
来
蔵
を
『
十
地
経
』
の
「
一
、
心
」
の
内

容
と
見
て
、
結
果
的
に
世
俗
諦
の
中
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
お
い
て
慧
遠
の
教
学
は
大
き
な
矛
盾
を
抱

⑳

え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
十
地
経
論
」
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
世
俗
諦
に
立
っ
て

の
諸
法
の
解
明
は
、
そ
の
後
、
『
摂
大
乗
論
』
な
ど
の
紹
介
に
よ

っ
て
一
層
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
摂
大
乗
論
」
は
、
第
二

章
の
「
所
知
依
分
」
（
玄
英
訳
）
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
真
正
面

か
ら
取
り
上
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
存
す
る
四
訳
の
該
当

部
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

甚
微
最
細
因
縁
（
後
魏
仏
陀
扇
多
訳
、
大
正
釧
・
九
八
ｃ
）
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此
縁
生
於
大
乗
最
微
細
甚
深
（
陳
真
諦
訳
、
同
二
五
ａ
）

此
縁
生
於
大
乗
中
微
細
甚
深
（
陪
笈
多
訳
、
同
二
七
七
ａ
）

諸
法
顕
現
如
是
縁
起
、
於
大
乗
中
極
細
甚
深

（
唐
玄
英
訳
、
同
一
三
四
Ｃ
）

以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
も
訳
語
は
一
貫
し
て

お
ら
ず
、
積
極
的
に
唯
識
思
想
が
理
解
さ
れ
る
に
従
い
、
よ
う
や

く
玄
美
の
時
代
に
至
っ
て
「
縁
起
」
と
い
う
訳
語
が
中
国
に
定
着

し
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
『
般
若
経
」

に
お
い
て
鳩
摩
羅
什
が
「
因
縁
」
と
訳
す
る
箇
所
を
、
玄
英
は
悉

く
「
縁
起
」
と
訳
し
て
い
る
。

仏
教
の
根
本
思
想
が
、
頁
四
日
富
‐
い
ゆ
日
貝
日
烏
で
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
用
語
で
表
現
す

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
以
上
に
触
れ
た
よ
う

な
多
く
の
粁
余
曲
折
を
経
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え

ば
、
大
乗
仏
教
の
二
大
思
想
で
あ
る
中
観
と
唯
識
に
関
し
て
、
前

者
を
「
縁
起
」
思
想
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
も
し
「
仏
教
は
常
に
縁
起
を
説
い
て
き
た
」
と
言
う
と
す
る

と
、
中
観
思
想
を
後
の
思
想
の
用
語
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
初
期
仏
教
に
お
け
る
「
縁

結

凸
冊

三
】
口

起
」
表
現
の
中
に
は
、
時
間
的
な
因
果
関
係
と
論
理
的
な
相
依
関

係
を
同
時
に
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
北
伝
仏

教
が
大
乗
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
地
理
的
な
関
係
や
自
国
に
お
け

る
の
老
荘
思
想
の
隆
盛
な
ど
と
関
係
し
て
、
大
乗
仏
教
の
般
若
思

想
の
理
解
が
仏
教
受
容
の
始
ま
り
と
な
っ
た
た
め
に
、
冒
呉
身
四
‐

の
四
目
巨
召
乱
四
の
、
第
一
義
諦
を
表
す
面
（
僧
肇
の
言
い
方
で
言
え

ば
「
不
有
」
の
面
）
の
理
解
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
そ

れ
ほ
ど
時
間
を
隔
て
な
い
で
「
不
無
」
を
説
く
中
期
大
乗
仏
教
に

触
れ
た
た
め
に
、
慧
遠
の
よ
う
な
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
玄
英
は
、
「
倶
舎
論
」
に
お
い
て
因
果
を
定
義
し
て

次
の
よ
う
に
言
う
。

此
の
中
の
意
は
正
し
く
説
く
。
因
は
起
、
果
は
已
生
な
る
こ

と
を
。
論
じ
て
曰
く
、
諸
支
の
因
分
を
説
き
て
縁
起
と
名
づ

く
。
此
れ
を
縁
と
し
て
能
く
果
を
起
こ
す
に
依
る
が
故
な
り
。

諸
支
の
果
分
を
縁
已
生
と
説
く
。
此
れ
皆
縁
に
従
り
て
生
ぜ

ら
る
る
に
由
る
が
故
に
。
（
大
正
調
．
四
九
Ｃ
）

こ
こ
に
至
っ
て
、
「
十
二
因
縁
」
に
お
け
る
各
支
と
縁
起
の
関
係

は
明
瞭
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
み
れ
ば
こ
う
し

た
点
は
、
す
で
に
支
謙
の
「
了
本
生
死
経
』
に
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
間
、
世
俗
諦
を
表
現
す
る
こ
と
に
主
眼

の
あ
る
「
縁
起
」
と
い
う
用
語
が
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ひ
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と
え
に
中
国
仏
教
が
般
若
思
想
の
理
解
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
に
原

因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
勝
鬘
経
」
の
「
如

来
蔵
」
も
本
来
、
第
一
義
諦
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点

を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
慧
遠
の
矛
盾
は
惹
起
し
た
の
で
あ

る
が
、
玄
英
の
思
想
の
後
に
生
ま
れ
る
華
厳
思
想
は
こ
の
点
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
智
倣
の
「
法
界
縁
起
」
説

や
法
蔵
の
「
如
来
蔵
縁
起
」
と
い
う
思
想
を
改
め
て
考
え
直
さ
ね

ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
槁
を
改
め
る
こ
と
に

し
た
い
。

註①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
谷
信
千
代
槁
「
和
辻
博
士
の
縁
起
説
理

解
を
問
う
ｌ
釈
尊
の
輪
廻
説
と
縁
起
説
Ｉ
」
含
仏
教
学
セ
ミ

ナ
ー
」
第
七
六
号
所
収
）
な
ど
を
参
照
。

②
吉
津
宜
英
稿
「
「
縁
起
」
の
用
例
と
法
蔵
の
法
界
縁
起
説
」
（
『
駒

沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
○
号
所
収
）
の
〔
二
訳
語
と

し
て
の
「
縁
起
」
〕
に
関
説
さ
れ
て
い
る
。

③
大
正
岨
・
八
一
五
ｂ

④
大
正
肥
・
八
一
五
Ｃ

⑤
大
正
出
所
収
、
Ｍ
七
一
三

⑥
こ
う
し
た
研
究
成
果
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
平
川
彰
著
『
法

と
縁
起
』
（
『
平
川
彰
著
作
集
』
第
一
巻
、
春
秋
社
）
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

⑦
小
谷
前
掲
稿
及
び
平
川
前
掲
書
の
第
五
章
三
１
日
有
無
中
道
と
縁

起
・
般
若
の
智
慧
の
意
味
、
第
五
章
六
ｌ
ロ
イ
ダ
パ
ッ
チ
ャ
ャ
タ
ー

と
し
て
の
縁
起
、
第
五
章
六
ｌ
四
緑
と
起
な
ど
を
参
照
。

⑧
平
川
前
掲
書
の
第
五
章
六
１
口
ｌ
③
因
果
同
時
と
識
・
名
色
の
項

な
ど
を
参
照
。

⑨
平
川
前
掲
書
の
第
五
章
六
’
四
ｌ
㈱
相
依
性
の
項
な
ど
を
参
照
。

⑩
平
川
前
掲
書
の
第
五
章
六
’
四
ｌ
剛
此
れ
有
る
と
き
彼
れ
有
り
の

項
な
ど
を
参
照
。

⑪
拙
稿
「
『
起
信
論
』
の
縁
起
説
」
（
『
大
谷
学
報
」
第
七
三
巻
四
号

所
収
）
で
は
こ
の
点
を
「
共
時
的
論
理
関
係
・
通
時
的
相
続
関
係
」

と
し
て
論
じ
、
拙
槁
弓
起
信
論
』
の
如
来
蔵
説
と
法
蔵
の
如
来
蔵

縁
起
宗
」
二
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
七
○
号
所
収
）
で
は
「
依
持

（
依
り
て
有
る
）
と
縁
起
（
依
り
て
生
ず
る
こ
と
い
う
視
点
か
ら

関
説
し
、
同
様
に
拙
稿
「
「
起
信
論
』
中
国
撰
述
説
否
定
論
」
亀
南

都
仏
教
」
第
八
十
一
号
所
収
）
で
は
「
Ｉ
で
あ
る
」
と
「
ｌ
に
な

る
」
の
違
い
、
及
び
「
共
時
性
と
通
時
性
」
と
し
て
論
じ
た
（
注

鋤
・
㈱
・
鋤
）
な
ど
参
照
）
の
で
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

⑫
平
川
前
掲
書
の
三
二
三
頁
参
照
。

⑬
注
②
参
照
。

⑭
新
田
雅
章
稿
「
天
台
教
学
と
縁
起
の
思
想
」
（
「
平
川
彰
博
士
古
稀

記
念
論
集
仏
教
思
想
の
諸
問
題
」
所
収
、
一
九
八
五
年
六
月
）

⑮
例
え
ば
「
放
光
般
若
経
』
（
西
晋
無
羅
叉
訳
）
巻
第
一
に
は
、

此
の
十
二
因
縁
も
亦
空
と
合
す
。
（
大
正
８
．
五
Ｃ
）

と
あ
り
、
「
光
讃
経
」
（
西
晋
竺
法
護
訳
）
巻
第
三
に
は
、

十
二
因
縁
生
死
の
原
は
空
に
異
る
こ
と
有
る
こ
と
無
く
、
住
に
異

る
こ
と
有
る
こ
と
無
し
。
其
の
十
二
因
縁
老
病
死
と
は
此
れ
則
ち

空
と
為
す
。
生
老
病
死
十
二
因
縁
は
自
然
に
し
て
空
と
為
す
。
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（
大
正
８
・
’
六
八
Ｃ
）

と
あ
る
。

⑯
『
維
摩
経
』
に
多
少
の
使
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
正

哩
・
五
三
七
ａ
、
五
四
二
Ｃ
、
五
四
五
Ｃ
）
が
、
「
維
摩
経
』
で
も

多
く
は
「
因
縁
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
吉
津
前
掲
稿
（
註
②
）
参

昭
喝

⑰
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
『
肇
論
疏
」
（
唐
元
康
撰
）
は
、

中
論
に
云
く
と
は
、
此
れ
通
じ
て
中
論
の
意
を
引
く
な
り
。
亦
、

是
れ
四
諦
品
の
偶
な
る
べ
し
。
（
大
正
妬
・
一
七
三
ｂ
）

と
す
る
。
つ
ま
り
全
体
的
に
は
『
中
論
」
の
取
意
で
あ
る
が
、
強
い

て
論
拠
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
四
諦
品
の
偶
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
っ
て

具
体
的
に
偶
文
を
挙
げ
る
。
し
か
し
「
中
論
」
の
偶
に
は
当
然
な
が

ら
「
縁
起
の
故
に
無
な
ら
ず
」
と
い
っ
た
表
現
は
存
在
し
な
い
。

⑱
こ
の
点
を
取
り
挙
げ
て
、
梶
山
雄
一
博
士
は
「
中
観
哲
学
自
体
か

ら
す
れ
ば
般
若
波
羅
蜜
の
超
越
性
の
変
改
で
あ
る
」
（
『
肇
論
研
究
』

第
二
篇
研
究
篇
「
僧
肇
に
於
け
る
中
観
啓
学
の
形
態
」
一
二
五
頁
）

と
す
る
が
、
「
般
若
経
」
が
表
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
を

考
盧
に
入
れ
る
な
ら
ば
果
し
て
そ
う
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

⑲
「
十
地
経
論
」
巻
第
八
（
大
正
弱
．
一
六
九
ａ
）
、
『
六
十
巻
華
厳

経
」
は
巻
第
二
十
五
（
大
正
９
．
五
五
八
Ｃ
）
に
相
当
。

⑳
注
⑲
参
照
。

⑳
青
木
隆
稿
「
中
国
地
論
宗
に
お
け
る
縁
集
説
の
展
開
」
（
「
フ
ィ
ロ

ソ
フ
ィ
ア
』
第
七
五
号
所
収
）
、
同
稿
「
天
台
大
師
と
地
論
宗
教
学
」

（
『
天
台
大
師
研
究
」
所
収
、
一
九
九
七
年
）
、
同
稿
「
地
論
宗
の
融

即
論
と
縁
起
説
」
（
荒
牧
典
俊
編
著
「
北
朝
階
唐
中
国
仏
教
思
想
史
』

所
収
、
二
○
○
○
年
）
な
ど
参
照
。

⑳
因
み
に
慧
遠
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
智
備
は
、
『
華
厳
経
」
の

十
地
品
第
六
地
に
お
い
て
「
法
界
縁
起
」
説
を
展
開
し
て
い
る

言
捜
玄
記
』
巻
第
三
下
、
大
正
弱
・
六
二
Ｃ
ｌ
六
三
ｂ
）
。

⑳
例
え
ば
「
維
摩
経
』
は
、

無
為
法
を
見
て
正
位
に
入
る
者
は
、
終
に
復
た
能
く
仏
法
を
生
ぜ

ず
。
（
「
仏
道
品
」
大
正
皿
・
五
四
九
ｂ
）

と
説
き
、
『
勝
鬘
経
』
は
、

有
量
の
四
聖
諦
を
説
く
。
何
を
以
て
の
故
に
。
他
に
因
り
て
能
く

一
切
苦
を
知
り
、
一
切
集
を
断
じ
、
一
切
減
を
証
し
、
一
切
道
を

修
す
る
に
非
ず
と
す
。
是
の
故
に
世
尊
よ
、
有
為
生
死
・
無
為
生

死
有
り
、
浬
樂
も
亦
是
の
如
く
有
余
と
及
び
無
余
と
な
り
。
（
「
法

身
章
」
大
正
血
．
二
二
一
ｂ
）

と
説
く
。

⑳
ち
な
み
に
、
「
勝
鬘
経
』
に
は
、

世
尊
よ
、
不
空
如
来
蔵
は
恒
沙
を
過
ぎ
て
不
思
議
仏
法
を
離
れ
ず
、

脱
せ
ず
、
異
な
ら
ざ
る
な
り
。
（
「
空
義
隠
覆
真
実
章
」
大
正
哩
・

一
三
一
一
Ｃ
）

と
あ
り
、
「
起
信
論
」
に
は
、

二
は
相
大
、
謂
く
如
来
蔵
に
無
量
性
功
徳
を
具
足
す
る
が
故
に
。

（
大
正
蛇
’
五
七
五
Ｃ
）

真
如
法
身
自
体
不
空
な
る
を
明
す
と
は
、
無
量
性
功
徳
を
具
足
す

る
が
故
に
。
（
大
正
認
・
五
八
○
ａ
）

と
あ
る
。
慧
遠
の
所
説
は
こ
れ
ら
を
合
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
「
自
性
清
浄
章
」
（
大
正
廻
・
二
二
二
ｂ
）

⑳
「
如
来
蔵
章
」
（
大
正
哩
・
二
二
一
ｂ
）

⑳
第
一
義
諦
を
世
俗
諦
に
お
い
て
理
解
し
た
こ
と
に
よ
り
、
慧
遠
は
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「
真
性
縁
起
」
「
仏
性
縁
起
」
と
い
っ
た
教
説
を
展
開
し
た
。
こ
う

し
た
慧
遠
の
教
学
に
関
し
て
は
、
吉
津
宜
英
稿
「
慧
遠
の
仏
性
縁
起

説
」
（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
十
三
号
所
収
）
参
照
。

ま
た
そ
の
矛
盾
を
会
通
し
よ
う
と
し
て
「
依
持
と
縁
起
」
と
い
う
視

点
を
立
て
て
教
説
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
浄
影
寺
彗
遠
に
お
け
る
「
依
持
と
縁
起
」
の
背
景
に
つ
い

て
」
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
五
十
二
号
所
収
）
参
照
。
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