
ま
ず
、
「
釈
尊
の
仏
教
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

現
在
わ
れ
わ
れ
は
阿
含
部
（
四
阿
含
・
五
ニ
カ
ー
ャ
）
の
諸
経
の

中
に
、
厳
密
な
意
味
で
、
釈
迦
牟
尼
そ
の
人
の
言
葉
そ
の
ま
ま
を

確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
け
れ
ど
も

「
釈
尊
の
仏
教
に
お
い
て
は
輪
廻
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る
」

「
輪
廻
説
は
仏
教
本
来
の
思
想
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
よ
う
な

説
に
時
々
接
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
う
所
が
あ
る
の
で
、
簡
単
に

述
べ
て
み
た
い
。

こ
れ
は
先
に
「
輪
廻
小
考
」
と
題
し
て
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研

究
所
報
第
昭
号
に
寄
稿
し
た
も
の
を
補
修
し
た
も
の
で
あ
る
。

2 輪
廻
に
つ
い
て

’

経
典
群
と
し
て
の
阿
含
を
初
め
て
と
り
纒
め
そ
れ
を
伝
承
し
た

人
々
が
「
釈
尊
の
仏
教
」
と
理
解
し
領
受
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
わ

れ
わ
れ
が
今
日
に
お
い
て
現
存
の
阿
含
部
諸
経
の
上
に
読
み
取
る

こ
と
は
、
ほ
ぼ
で
き
る
し
、
そ
の
限
り
で
い
え
ば
、
「
釈
尊
の
仏

教
」
で
輪
廻
転
生
の
思
想
が
「
否
定
」
さ
れ
て
い
る
と
は
、
私
に

は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

手
早
く
知
る
た
め
に
、
韻
文
の
古
経
典
の
こ
と
ば
を
辿
っ
て
見

よ
う
。
経
は
説
く
。
世
の
人
々
は
無
知
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
輪
廻

に
赴
く
（
動
且
留
忌
巴
、
輪
廻
を
へ
巡
る
（
⑳
四
日
国
富
ぐ
目

』
団
〕
目
緒
認
）
。
か
れ
ら
は
繰
り
返
し
母
胎
に
入
り
（
冒
圏
巴
、

長
時
に
流
転
す
る
ａ
侭
冨
日
脚
注
盲
目
の
四
日
の
冑
農
曾
忍
Ｐ
目
ｇ
わ
］

邑
巴
、
す
な
わ
ち
、
再
有
（
官
目
ｇ
ぽ
く
四
）
に
帰
り
来
る
（
獣

試
と
。
し
た
が
っ
て
、
愚
か
な
者
に
輪
廻
は
長
い
（
目
ｇ
）
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
輪
廻
は
、
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
衆
生
に

櫻

部

建
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と
っ
て
そ
う
で
あ
る
べ
き
あ
り
方
で
は
な
い
。
望
ま
し
い
あ
り
方

で
は
な
い
。
衆
生
は
よ
ろ
し
く
輪
廻
を
越
え
る
（
呂
向
幽
日
ｇ

ｍ
闘
冒
筐
吟
呂
司
留
日
Ｐ
自
動
目
品
目
型
ｅ
べ
き
で
あ
り
、

輪
廻
を
捨
難
す
べ
き
で
あ
る
。
有
愛
（
ｇ
画
く
四
国
冒
訂
）
、
す
な
わ
ち

迷
い
の
生
存
に
向
け
て
の
い
わ
れ
な
き
欲
望
、
を
断
ち
切
っ
た
人

に
輪
廻
は
滅
び
（
ａ
魚
巴
目
冒
Ｐ
Ｓ
）
、
そ
の
再
有
、
す
な
わ
ち

迷
い
の
生
存
を
繰
り
返
す
こ
と
、
は
消
滅
す
る

房
言
目
目
目
浮
冨
ぐ
騨
曽
臼
少
訊
巴
。
再
有
を
得
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
（
四
宮
目
ｇ
ぼ
く
山
茜
）
渇
愛
を
捨
て
よ
（
凹
巨
巴
】
巨
阻
）

と
経
は
教
え
て
い
る
。

無
明
・
渇
愛
を
離
れ
て
も
は
や
再
有
な
き
者
（
名
目
“
与
冨
く
慰

留
閏
巴
は
、
こ
の
世
の
生
を
終
え
れ
ば
更
に
身
体
を
具
有
す
る

こ
と
は
な
い
か
ら
、
今
生
の
身
体
が
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
「
［
輪

廻
が
滅
び
去
っ
て
今
や
］
最
後
の
身
体
を
も
つ
者
」
を
意
味
す
る

語
は
諸
経
典
に
し
ば
し
ば
、
様
々
な
形
で
、
現
わ
れ
る
。
四
目
‐

Ｈ
口
四
ｇ
の
臣
四
匹
ロ
四
国
ロ
（
の
目
や
』
少
、
い
》
岸
ｐ
い
い
鰐
○
一
の
ロ
心
司
」
一
○
｛
・
房
や
、
Ｐ

切
望
”
ロ
ロ
ヨ
四
め
ゆ
Ｈ
副
四
（
の
目
や
い
Ｈ
○
一
口
毒
心
○
○
一
の
ロ
①
画
Ｐ
一
旦
の
ロ
ー
司
望
）

“
四
目
＆
目
白
邑
冨
【
旨
命
昌
も
患
〕
宕
當
ｇ
器
）
等
々
で
あ
る
。

画
目
目
○
“
画
冒
口
の
の
畠
○
（
厚
い
臼
）
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
散
文

の
経
典
に
は
四
貝
目
且
目
と
い
う
語
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
語

と
「
再
有
を
も
つ
者
」
（
冒
目
与
冨
ぐ
四
ゞ
ｇ
］
３
ふ
目
》
思
い
置
会

計
色
と
い
う
語
と
が
、
あ
い
対
す
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
、
前
者
は
す
な
わ
ち
輪
廻
を
離
れ
た
者
で
あ
り
、

後
者
は
輪
廻
の
中
に
止
ま
る
者
で
あ
る
こ
と
に
も
、
疑
問
の
余
地

が
な
い
。

そ
こ
で
、
初
期
仏
教
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
輪
廻
転
生
を
認
め
る

か
否
定
し
て
い
る
か
を
も
し
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
無
明
・
渇
愛
あ

る
者
の
上
に
は
そ
れ
を
認
め
て
お
り
、
無
明
・
渇
愛
な
き
者
の
上

に
は
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
ほ
か
は
な
い
、
と
私
に

は
思
わ
れ
る
。
簡
明
に
言
い
切
れ
ば
、
迷
え
る
者
に
は
輪
廻
が
あ

り
、
迷
い
を
離
れ
た
者
に
輪
廻
は
な
い
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
立

場
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
人
が
迷
い
の
生
を
生
き
て
い
る
限
り
彼

に
は
輪
廻
は
事
実
で
あ
る
が
、
迷
い
を
離
れ
る
と
き
彼
に
輪
廻
は

問
題
と
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
輪
廻
は
存
在
し
な
い
、
と
い

え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
無
明
・
渇
愛
を
離
れ
、
縁
起
及
び
緑
生

法
を
正
慧
を
も
っ
て
明
ら
か
に
見
る
者
は
「
過
去
を
思
わ
ず
未
来

を
思
わ
ず
現
在
を
思
わ
な
い
」
（
「
相
応
部
』
悶
旨
．
ぢ
あ
目
や
忠
‐
己
。

す
な
わ
ち
か
れ
ら
に
輪
廻
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
「
迷
い
を
離
れ
た
者
に
輪
廻
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
「
輪
廻
を
否
定
す
る
」
こ
と
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意

味
で
仏
教
は
輪
廻
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
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そ
の
意
味
の
「
否
定
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
釈
尊
の
仏
教
」
の
場

合
に
限
ら
な
い
。
の
ち
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
も
、
さ
ら

に
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
展
開
の
中
に
あ
っ
て
も
、
輪
廻

は
そ
の
意
味
で
は
、
一
貫
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
自
身
に

よ
っ
て
は
、
あ
る
い
は
初
期
の
仏
教
に
あ
っ
て
は
、
否
定
さ
れ
て

い
た
輪
廻
が
、
そ
の
後
の
仏
教
で
は
や
が
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ

く
方
向
を
辿
っ
た
、
な
ど
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
迷
い
の
生
存
の
世
界
の
事
実
と
し
て
輪
廻
を
認
め
る
こ

と
は
す
な
わ
ち
業
報
の
理
論
を
世
間
的
道
徳
の
基
盤
と
し
て
認
め

る
こ
と
で
あ
る
（
桜
部
「
人
間
の
世
界
」
、
「
岩
波
講
座
・
東
洋
思
想
』

第
一
○
巻
八
六
頁
以
下
、
梶
山
雄
一
「
空
入
門
』
一
八
一
頁
以
下
、
参

照
）
。
し
か
し
業
報
輪
廻
の
世
界
の
事
実
は
、
悪
業
苦
報
の
場
合

は
も
と
よ
り
善
業
楽
報
の
場
合
で
も
、
そ
れ
が
さ
と
り
の
世
界
に

か
か
わ
り
得
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、
わ
れ
ら
が
迷
い
を
離
れ
た
と

き
、
す
な
わ
ち
さ
と
り
に
至
る
と
き
、
業
報
輪
廻
は
必
然
に
超
え

ら
れ
て
お
り
、
捨
離
さ
れ
て
い
る
。
業
報
輪
廻
の
世
界
は
有
漏
の

業
因
業
果
の
場
で
あ
り
、
さ
と
り
の
世
界
は
い
う
ま
で
も
な
く
無

漏
業
・
無
漏
慧
の
み
の
か
か
わ
り
得
る
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

釈
尊
は
無
我
を
説
い
た
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
た
。
し
か
ら

3

ば
輪
廻
の
主
体
を
認
め
な
い
の
だ
か
ら
輪
廻
を
認
め
得
る
筈
が
な

い
、
と
い
う
論
法
は
、
和
辻
哲
郎
「
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」

（
第
三
章
、
四
）
以
来
、
し
ば
し
ば
打
ち
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
考
え
方
は
果
た
し
て
理
に
合
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

経
典
は
、
終
始
、
我
が
無
い
と
説
く
（
初
期
経
典
で
は
、
我
が

無
い
と
説
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
五
蕊
等
の
一
々
が
我
で
な
い
と

説
か
れ
る
の
み
だ
、
と
い
う
論
が
な
さ
れ
て
も
い
る
が
、
す
べ
て

の
法
の
各
々
を
我
で
な
い
と
説
く
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
我
が
無

い
と
説
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
。

そ
れ
と
共
に
経
典
は
、
迷
え
る
者
に
再
有
が
あ
る
こ
と
を
、
繰
り

返
し
説
く
。
こ
の
こ
と
は
果
た
し
て
論
理
的
に
矛
盾
な
の
か
。
そ

れ
を
矛
盾
と
捉
え
、
そ
の
点
を
衝
く
の
は
、
あ
る
い
は
、
そ
の
点

か
ら
仏
教
は
「
本
来
」
輪
廻
を
認
め
な
い
と
結
論
づ
け
る
の
は
、

む
し
ろ
、
我
の
存
在
を
主
張
す
る
仏
教
以
外
の
諸
派
か
ら
仏
教
を

批
判
す
る
立
場
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

輪
廻
の
主
体
と
し
て
の
「
我
」
は
無
い
と
す
る
の
だ
か
ら
し
て
、

再
有
す
な
わ
ち
輪
廻
転
生
が
あ
る
と
な
し
得
る
筈
は
な
い
、
と
考

え
る
こ
と
は
、
裏
を
返
し
て
い
え
ば
、
「
我
」
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
「
有
」
が
あ
り
得
る
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

迷
い
の
有
（
輪
廻
的
生
存
）
は
、
「
我
」
無
く
し
て
縁
起
的
に
展

開
す
る
、
「
無
明
に
よ
っ
て
行
あ
り
ｌ
生
・
老
死
あ
り
」
と
展
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開
す
る
、
と
見
る
仏
教
の
ユ
ニ
ー
ク
な
立
場
を
少
し
も
理
解
し
な

い
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
議
論
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
「
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
輪
廻
は

あ
り
得
な
い
」
と
い
う
論
法
は
、
仏
教
論
書
の
中
に
見
え
な
い
で

は
な
い
。

例
え
ば
、
「
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
－
」
第
十
六
章
の
冒
頭
で
、
敵

者
が
「
存
在
（
喜
習
“
）
に
は
自
性
（
い
く
”
ｇ
習
四
）
が
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
輪
廻
が
あ
る
か
ら
」
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
立
者
は

「
輪
廻
は
な
い
。
〔
輪
廻
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
諸
行

（
の
“
日
切
訂
§
）
が
輪
廻
す
る
か
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
（
個
我
）
が
輪
廻
す

る
か
で
あ
る
が
、
〕
諸
行
が
常
で
あ
る
に
し
て
も
無
常
で
あ
る
に

し
て
も
そ
れ
は
輪
廻
し
な
い
。
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
に
つ
い
て
も
同
様
な

次
第
で
〔
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
〕
」
と
言
う
（
冨
鼻
倒
隅
ａ
・
己
。

こ
れ
に
対
し
て
敵
者
の
側
か
ら
反
論
が
あ
り
（
そ
こ
で
は
サ
ヅ
ト

ヴ
ァ
の
語
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
言
い
変
え
て
）
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
常

と
も
無
常
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
こ
そ
が

輪
廻
す
る
の
だ
」
と
言
う
。
立
者
は
そ
れ
を
駁
し
て
「
も
し
ア
ー

ト
マ
ン
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
な
ら
そ
れ
が
輪
廻
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
（
「
頌
」
の
中
で
は
そ
れ
は
プ
ド
ガ
ラ
の

4

語
で
言
わ
れ
て
い
る
）
は
、
五
認
の
い
ず
れ
と
い
か
な
る
関
係
に

お
い
て
も
、
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
（
従
っ
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
Ⅱ

サ
ッ
ト
ヴ
ァ
Ⅱ
プ
ド
ガ
ラ
は
実
は
存
在
し
な
い
）
の
で
あ
る
か
ら
、

輪
廻
は
な
い
の
だ
」
と
説
く
（
胃
旨
ｘ
己
）
巴
。

こ
こ
で
立
者
は
確
か
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
が
な
い
か
ら
輪
廻
は
な

い
」
と
い
う
論
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
破
せ
ら
れ
て
い

る
「
常
と
も
無
常
と
も
い
え
ず
諸
恵
と
同
一
で
も
別
意
で
も
な
い

ア
ー
ト
マ
ン
が
輪
廻
す
る
」
と
い
う
主
張
は
、
ま
っ
た
く
阿
含
の

所
説
で
も
な
い
し
、
南
・
北
伝
い
ず
れ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
所
説
で

も
な
い
。
強
い
て
仏
教
内
の
説
で
あ
る
と
見
よ
う
と
す
る
な
ら
、

「
倶
舎
論
」
第
九
章
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
犢
子
部
の
プ
ド

ガ
ラ
説
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
こ
れ
は
仏
教
外

の
諸
派
の
主
張
す
る
所
が
こ
こ
に
中
観
説
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ

た
も
の
と
見
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
見
得
る
と
す
れ
ば
、

「
ア
ー
ト
マ
ン
が
あ
る
か
ら
輪
廻
は
あ
る
」
と
い
う
仏
教
以
外
の

諸
派
の
主
張
に
対
し
て
「
そ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な

い
か
ら
、
輪
廻
は
な
い
」
と
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は

「
ア
ー
ト
マ
ン
は
無
い
が
、
迷
い
の
有
情
の
輪
廻
は
（
緑
起
し

て
）
あ
る
」
と
す
る
阿
含
・
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
立
場
を
否
定
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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も
ち
ろ
ん
「
中
論
頌
」
に
は
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
輪

廻
は
な
い
」
と
は
っ
き
り
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ

を
援
用
し
て
「
釈
尊
に
よ
っ
て
輪
廻
は
否
定
さ
れ
て
い
る
」
と
言

う
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
「
輪
廻
を
説
く
阿
含
の
経
説
に
は
釈
尊

の
真
意
を
伝
え
な
い
後
代
の
僧
団
の
見
解
が
反
映
し
て
い
る
」
と

言
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
意
に
沿
う
所
で

は
な
か
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。

凡
そ
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
と
っ
て
も
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル

テ
ィ
に
と
っ
て
も
、
阿
含
の
経
説
が
「
世
尊
」
Ｐ
目
冨
課
目
〕
こ

「
大
牟
尼
」
（
冨
烏
創
製
〉
己
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
従

っ
て
教
証
（
樹
四
日
囚
）
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
含
ら
」
鼻
の
言
）

点
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
の
場
合
と
何
ら
変
り
は
な
い
。
た
だ
そ

の
経
文
の
説
か
れ
た
真
の
意
趣
を
い
か
に
領
解
す
る
か
に
つ
い
て
、

中
観
の
論
師
の
見
解
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
師
の
そ
れ
と
時
に
鋭
く
対

立
す
る
だ
け
で
あ
る
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
経
に
「
輪
廻
は
そ
の
初
め
を
知
ら
れ

な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
（
民
め
三
一
巨
認
』
雑
九
四
○
）
が
そ
の
意

は
「
輪
廻
に
は
始
め
も
終
り
も
な
い
」
と
説
こ
う
と
し
て
い
る
の

だ
と
解
釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
輪
廻
は
な
い
」
と
立
説
し
よ
う

5

と
す
る
（
厨
『
涛
脚
凶
ゞ
巳
。
（
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
釈
が
こ
こ

に
引
く
経
文
の
中
に
見
え
る
四
口
四
く
閏
僧
団
と
い
う
語
の
原
意
が

「
始
め
も
終
り
も
な
い
」
の
意
味
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
問
題
が

あ
る
。
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
辞
典
の
そ
の
項
、
Ｃ
Ｐ
Ｄ
や
チ
ル
ダ
ー
ス

辞
典
の
９
画
目
幽
国
開
四
の
項
参
照
。
漢
訳
阿
含
の
そ
れ
に
相
当
す

る
箇
処
に
は
た
だ
「
無
始
」
と
あ
る
。
）
輪
廻
に
「
終
り
が
な
い
」

と
す
る
こ
の
解
釈
に
は
、
当
然
、
敵
者
の
側
か
ら
直
ち
に
「
輪
廻

の
滅
尽
の
た
め
に
実
践
す
べ
し
」
と
い
う
別
の
経
文
を
挙
げ
て
反

論
が
出
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

は
左
の
よ
う
な
通
釈
を
与
え
る
。
Ｉ
煩
悩
の
障
り
を
有
す
る
有

情
ら
に
と
っ
て
こ
そ
輪
廻
は
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
の
で
あ
る
。

出
世
間
道
の
智
を
も
っ
て
煩
悩
を
滅
尽
し
た
者
に
と
っ
て
は
そ
の

終
り
が
あ
る
の
だ
、
と
含
昌
巴
。
こ
れ
は
先
に
（
２
に
お
い

て
）
私
が
「
迷
え
る
者
に
は
輪
廻
が
あ
り
、
迷
い
を
離
れ
た
者
に

輪
廻
は
な
い
」
と
結
論
し
た
と
こ
ろ
と
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る

よ
う
に
し
か
私
に
は
思
わ
れ
な
い
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
ま
た
言
う
含
亀
）
。
ｌ
（
世

尊
の
）
教
説
の
意
趣
を
よ
く
知
ら
な
い
ゆ
え
（
次
の
よ
う
に
）
疑

問
を
抱
く
者
が
あ
ろ
う
。
実
に
こ
の
中
で
何
が
直
ち
に
真
実
の
義

を
説
く
教
説
で
あ
り
、
何
が
あ
る
意
趣
を
も
っ
て
説
か
れ
た
教
説

で
あ
る
か
、
と
。
ま
た
、
知
性
が
鈍
い
の
で
、
〃
熟
盧
に
よ
っ
て
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文
言
の
表
面
に
現
わ
れ
て
い
な
い
意
味
の
正
し
い
理
解
に
導
か
れ

る
要
が
あ
る
教
説
″
を
〃
文
言
の
ま
ま
に
受
け
と
れ
ば
そ
れ
で
正

し
い
理
解
に
導
か
れ
て
い
る
教
説
″
で
あ
る
と
心
得
て
し
ま
う
者

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
両
種
の
所
化
に
つ
い
て
、
（
前
者

の
）
疑
惑
と
（
後
者
の
）
誤
っ
た
識
知
と
を
、
理
証
と
教
証
と
に

よ
っ
て
取
り
除
く
た
め
に
、
こ
の
『
中
論
頌
」
が
説
き
始
め
ら
れ

た
の
だ
、
と
。

経
に
含
ま
れ
て
い
る
意
趣
を
よ
く
考
え
て
正
し
く
経
の
本
義
を

知
れ
と
い
う
の
が
中
観
論
師
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
立
場
に
立
て

ば
、
「
経
に
輪
廻
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
輪
廻
は
あ
る
の
だ
」
と

固
執
す
る
者
は
そ
の
経
に
そ
う
説
か
れ
て
い
る
真
の
意
趣
を
知
ら

ず
ひ
た
す
ら
経
文
を
文
字
ど
お
り
受
け
と
っ
て
「
有
」
の
見
に
陥

っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
執

を
離
れ
て
み
れ
ば
、
輪
廻
は
（
固
定
的
に
）
「
有
る
」
の
で
な
く
、

同
時
に
浬
梁
も
ま
た
（
固
定
的
に
）
「
有
る
」
の
で
な
い
、
と
い

空
観
に
基
き
「
有
」
の
見
を
破
す
る
『
中
論
頌
」
は
、
そ
の
立

場
か
ら
「
輪
廻
は
な
い
」
と
説
く
が
、
同
時
に
、
全
く
同
じ
立
場

か
ら
「
浬
梁
は
な
い
」
と
説
く
（
冨
鼻
倒
〆
員
吟
ｘ
ｘ
く
ゞ
］
‐
巴
の
で

あ
る
。
そ
の
点
で
は
輪
廻
と
浬
藥
と
に
い
か
な
る
差
違
も
な
い

（
×
×
く
》
ら
）
。
そ
し
て
、
「
有
」
の
見
の
破
せ
ら
れ
る
こ
と
は
同
時

う
わ
け
で
あ
る
。

に
「
無
」
の
見
が
破
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
浬
梁
は
存
在

で
な
い
と
説
か
れ
る
と
共
に
、
ま
た
、
非
存
在
で
な
い
と
説
か
れ

る
の
で
あ
る
（
制
〆
ぐ
脂
‐
己
）
。
従
っ
て
ま
た
、
輪
廻
は
存
在
し
な

い
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
存
在
し
な
い
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
説
く
立
場
は
、
浬
梁
の
否
定
と
関
わ
り
な
し
に
輪

廻
の
否
定
の
み
を
論
じ
て
「
釈
尊
は
輪
廻
を
否
定
し
た
」
と
主
張

す
る
の
と
確
か
に
別
な
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
思
考
す
る
。
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