
仏
教
の
根
幹
は
無
我
の
教
説
に
あ
る
。
原
始
仏
教
以
来
、
無
我

説
は
仏
教
思
想
史
の
根
底
に
流
れ
、
更
に
は
仏
教
を
他
の
諸
思
想

か
ら
区
別
す
る
旗
印
で
あ
る
四
法
印
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
真
意
は
あ
ら
ゆ
る
実
体
性
を
排
斥
す
る
こ
と
に
あ
る

と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
試
み
に
わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
振
り
返
っ
た
時
、

果
し
て
無
我
説
の
い
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
実
感
と
し
て
容
易

に
納
得
の
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
わ
れ
わ
れ
は
時
間
的

に
連
続
し
て
い
る
自
我
の
存
在
を
自
明
の
如
く
に
感
じ
て
い
る
。

自
我
を
感
じ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
今
日
で
は
精
神
病
理

学
的
な
範
晴
の
問
題
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
無
我
の
真
理
を
容
易
に
感
得
で
き
な
い
の
は
わ
れ

わ
れ
自
身
の
執
著
に
起
因
す
る
、
と
仏
教
は
ま
た
教
え
て
い
る
。

は
じ
め
に

「
成
唯
識
論
」
に
お
け
る
執
著
の
根
源
に
つ
い
て

釈
尊
は
成
道
の
後
、
わ
れ
わ
れ
の
激
し
い
執
著
の
姿
を
深
慮
さ
れ

て
説
法
を
跨
躍
さ
れ
た
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
仏
説
と
対
時
す
る

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
自
身
の
執
著
に
本
当
に
向
き
合
う
こ
と
な
ど

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
考
え
れ

ば
、
自
身
の
執
著
を
真
筆
に
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
へ

と
悟
入
す
る
道
程
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

仏
教
の
諸
学
派
の
中
で
、
執
著
よ
り
発
す
る
煩
悩
性
、
虚
妄
性

を
鋭
く
凝
視
し
て
精
綴
に
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
修
道
の
実
践

過
程
を
位
置
づ
け
て
総
合
的
に
体
系
化
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
琉

伽
行
唯
識
学
派
を
お
い
て
は
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
唯
識
教
学
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
執
著
的
様
態
を
遍
計
所
執
性

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
遍
計
所
執
性
を
空
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

①

真
如
（
円
成
実
性
）
が
見
出
さ
れ
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
と
い

与
国
、

う
こ
と
は
、
遍
計
所
執
性
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
力

返
っ
て
真
如
と
の
接
点
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
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遍
計
所
執
性
は
、
唯
識
教
学
の
体
系
の
中
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
存

在
形
態
を
三
種
の
分
類
に
摂
め
た
三
性
説
に
お
い
て
説
か
れ
て
い

る
。
三
性
説
は
す
で
に
初
期
の
唯
識
経
論
か
ら
説
か
れ
て
い
る
の

で
、
遍
計
所
執
性
を
論
及
す
る
際
に
は
、
普
通
な
ら
ば
幾
つ
か
の

経
論
を
比
較
検
討
す
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
こ
で
は
特
に
法
相
宗
の
所
依
の
聖
典
で
あ
る
『
成
唯
識

論
」
（
以
下
扇
論
』
と
略
記
）
を
中
心
に
考
察
を
進
め
た
い
と
思

う
。
と
い
う
の
も
、
遍
計
所
執
性
と
い
う
訳
語
は
玄
葵
に
よ
っ
て

初
め
て
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
い
わ
ゆ
る
旧
訳
で

②

は
分
別
性
等
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
玄
葵
が
何
故
に
旧
訳
と
は
異
な

っ
た
訳
語
を
設
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
旧
訳
に
比
べ
る
と
、
玄
葵
の
訳
語
の
方
が
、
執
著
と

し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
、
と
い
う
思
想
的
配
盧
を
明
瞭
に
打
ち

出
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
十
分
に
伺
え
る
は
ず
で
あ
る
。
玄
葵
の

翻
訳
に
お
け
る
思
想
的
根
拠
が
『
成
論
」
の
基
軸
で
あ
る
護
法
教

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
遍
計
所
執

性
の
具
体
相
を
究
明
す
る
こ
と
、
そ
の
方
向
性
と
し
て
、
特
に
執

著
が
産
出
さ
れ
る
上
で
の
根
本
原
因
が
何
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
と
思
う
。

｜
遍
計
所
執
性
の
独
立

学
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
、
遍
計
所
執
性
の

問
題
は
護
法
教
学
の
観
点
に
依
拠
し
て
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
護
法
教
学
の
観
点
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
『
成
論
」

か
ら
、
護
法
教
学
の
思
想
基
盤
を
抽
出
す
る
と
、
第
一
に
そ
の
立

場
を
理
世
俗
諦
に
置
い
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
そ
の
主
眼
点
を
染

③

分
依
他
に
置
い
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
理

世
俗
諦
と
は
、
『
琉
伽
師
地
論
」
に
お
い
て
四
俗
一
真
の
説
に
よ

っ
て
真
俗
二
諦
を
分
類
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
第
二
道
理

世
俗
諦
を
指
す
。
こ
れ
は
、
世
俗
的
に
は
調
処
界
等
の
諸
法
が
そ

の
ま
ま
有
体
の
事
法
で
あ
る
と
い
う
道
理
が
あ
る
が
、
こ
の
道
理

を
世
俗
諦
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
理

世
俗
諦
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
普
段
の
認
識
に
則
し
て
捉
え
ら
れ
た

事
物
の
道
理
を
意
味
し
て
い
る
。
次
の
染
分
依
他
と
は
、
依
他
起

性
の
雑
染
の
面
を
指
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は
有
漏
の
諸
法
で
あ
り
、

同
時
に
遍
計
所
執
性
と
の
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
護
法
教
学
の
観
点
と
は
、
実
に
わ
れ
わ
れ
の
執
着

的
様
態
に
即
し
た
虚
妄
分
別
（
世
俗
諦
）
に
立
つ
こ
と
で
あ
り
、

い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
感
覚
に
引
き
寄

せ
て
、
そ
の
性
格
を
そ
の
の
ま
ま
に
捉
え
よ
う
と
す
る
求
道
姿
勢

で
あ
る
い
え
よ
う
。

48



さ
て
、
「
成
論
」
巻
八
に
説
か
れ
る
遍
計
所
執
性
に
つ
い
て
の

④

釈
論
は
、
護
法
説
と
は
対
極
的
な
安
慧
説
と
の
相
違
点
が
非
常
に

明
確
化
す
る
箇
所
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
虚
妄
分
別
に
立

つ
護
法
教
学
の
特
徴
が
実
に
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ

で
は
、
「
唯
識
三
十
頌
』
（
以
下
「
三
十
頌
』
）
の
偶
頌
に
お
け
る
遍

計
所
執
性
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
「
彼
彼
の
遍
計
に
由
っ
て
、

種
種
の
物
を
遍
計
す
。
此
の
遍
計
所
執
の
自
性
は
所
有
無
し
。
」

に
つ
い
て
、
能
遍
計
の
自
性
、
所
遍
計
の
自
性
、
遍
計
所
執
の
相
、

と
い
う
三
つ
の
観
点
に
分
け
て
二
人
の
論
師
の
論
議
が
展
開
し
て

い
る
Ｏこ

の
中
、
ま
ず
能
遍
計
の
自
性
に
つ
い
て
見
る
と
、
安
慧
は

「
八
識
と
及
び
諸
の
心
所
と
の
有
漏
に
摸
め
ら
る
る
も
の
、
皆
能

遍
計
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
護
法
は
「
第
六
と
第
七

と
の
心
品
の
、
我
法
と
執
す
る
も
の
い
い
、
是
れ
能
遍
計
な
り
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
安
慧
が
有
漏
の
心
・
心
所
を
す
べ
て
能
遍
計
に

摂
め
て
し
ま
う
の
は
、
こ
れ
ら
が
皆
虚
妄
分
別
と
し
て
、
す
な
わ

ち
所
収
・
能
取
の
分
別
性
に
似
て
、
現
行
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
に
対
し
、
護
法
は
八
識
の
中
で
も
特
に
第
六
識
及
び
第

七
識
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
そ
の
二
識
の
我
法
を
執
す
る
作
用
に

限
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
護
法
は
、
識
と
執
作
用
と
を
明
確
に
区

別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
相
違
を
端
的
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
安
慧
で
は
い
わ
ば

〃
虚
妄
分
別
は
執
著
で
あ
る
〃
と
い
う
構
図
が
成
立
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
他
方
、
護
法
は
〃
虚
妄
分
別
は
必
ず
し
も
執
著
と

は
い
え
な
い
〃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
護
法
は
、
遍
計

所
執
の
働
き
が
分
別
作
用
に
あ
る
の
で
は
な
く
執
作
用
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
執
作
用
が
何
を
対
象
と
す
る
か
は
、
次
に
所
遍
計
の
自
性

に
お
い
て
、
依
他
起
性
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
更
に
所
遍

計
で
あ
る
依
他
起
性
と
如
何
な
る
区
別
が
成
立
す
る
の
か
、
と
い

う
問
い
を
契
機
と
し
て
、
遍
計
所
執
の
相
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
二
論
師
の
見
解
が
対
比
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
安
芸

は
、
遍
計
所
執
と
は
相
見
二
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
体
が
無
い
か
ら

で
あ
る
と
し
、
自
証
分
の
み
が
有
体
で
あ
る
か
ら
依
他
起
で
あ
る

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
護
法
は
相
見
二
分
が
縁
生
で
あ
る
か
ら

依
他
起
で
あ
る
と
し
て
安
慧
説
を
否
定
し
、
遍
計
所
執
と
は
こ
の

依
他
起
の
二
分
に
依
拠
し
て
実
で
あ
る
と
妄
執
す
る
こ
と
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
安
慧
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
護
法
教
学
で
は
、
遍

計
所
執
性
は
依
他
起
性
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
執
作
用
を
そ
の
本

質
と
す
る
独
立
し
た
様
態
で
あ
る
こ
と
を
厳
密
に
位
置
付
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
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遍
計
所
執
性
の
構
造
で
あ
る
能
遍
計
、
所
遍
計
、
遍
計
所
執
の

相
、
を
護
法
教
学
に
沿
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、
第
六
識
及
び
第

七
識
の
執
作
用
が
依
他
起
で
あ
る
見
相
二
分
に
依
拠
し
て
妄
執
す

る
、
と
い
う
図
式
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
図
式
は
、
「
成
論
』
巻

一
に
説
か
れ
る
『
三
十
頌
」
の
最
初
の
一
頌
半
の
釈
論
に
あ
る
、

識
転
変
と
仮
説
の
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
具
体
相
が
究

明
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
三
十
頌
』
の
一
頌
半
の
中
、
初
め
の
三
句
で
あ
る
「
仮
に
由

っ
て
我
法
あ
り
と
説
く
、
種
種
の
相
転
ず
る
こ
と
有
り
。
彼
は
識

が
所
変
に
依
る
」
に
つ
い
て
、
「
成
論
」
は
次
の
よ
う
に
釈
論
し

て
い
る
。是

の
如
き
の
諸
相
を
ば
若
し
仮
に
由
っ
て
説
く
と
云
わ
ば
、

何
に
依
っ
て
か
成
ず
る
こ
と
を
得
る
や
。

①
彼
（
我
法
）
の
相
を
ぱ
皆
識
が
所
転
変
に
依
っ
て
而
も
仮

に
施
設
す
。

②
識
と
云
わ
ぱ
謂
く
了
別
ぞ
。
此
れ
が
中
の
言
に
は
亦
心
所

を
も
摂
む
。
定
ん
で
相
応
す
る
が
故
に
。

③
変
と
云
わ
ば
謂
く
、
識
体
い
い
転
じ
て
二
分
に
似
る
。
相

と
見
と
倶
に
自
証
に
依
っ
て
起
こ
る
が
故
に
、
斯
の
二
分
に

二
識
転
変
と
仮
説

依
っ
て
我
法
を
施
設
す
。
彼
の
二
つ
い
い
此
れ
に
離
れ
て
所

依
無
き
が
故
に
。
（
中
略
）

④
我
法
と
分
別
し
つ
つ
重
習
せ
し
力
の
故
に
、
諸
識
の
生
ず

る
時
に
変
じ
て
我
法
に
似
れ
り
。
此
の
我
法
の
相
は
内
識
に

在
り
と
難
も
、
而
も
外
境
に
似
て
現
ず
。

⑤
諸
の
有
情
の
類
は
、
無
始
の
時
よ
り
来
た
此
れ
を
縁
じ
て

執
し
て
実
我
実
法
と
為
す
、
患
夢
の
者
の
患
夢
の
力
の
故
に
。

心
い
い
種
種
の
外
境
の
相
に
似
て
現
ず
、
此
れ
を
縁
じ
て
執

し
て
実
に
外
境
有
り
と
為
る
が
如
し
。

（
「
新
導
本
」
巻
一
・
二
頁
’
三
頁
、
大
正
瓢
・
一
ａ
ｌ
ｂ
）

こ
こ
で
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
我
と
法
と
い
う
語
に
よ

っ
て
包
括
さ
れ
て
い
る
。
①
で
は
、
我
法
は
実
在
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
識
が
転
変
し
た
内
容
に
依
拠
し
て
仮
り
に
設
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
①
を
承
け
て
、
②
で
識
と

は
何
か
を
、
③
で
転
変
と
仮
説
の
構
造
を
説
明
し
、
更
に
加
え
て

④
と
⑤
で
は
執
著
の
形
成
を
説
明
し
て
い
る
。

識
転
変
と
は
、
識
体
が
転
変
し
て
、
相
見
二
分
を
起
こ
す
こ
と

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
識
自
体
が
力
動
的
な
存
在
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
識
体
よ
り
起
こ
っ
た
相
見
二
分
に
依
拠

し
て
我
法
が
仮
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
仮
説
の
所
依
は
、

よ
り
厳
密
に
は
、
菫
習
の
力
に
よ
っ
て
見
相
二
分
が
我
法
と
し
て
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分
別
さ
れ
、
外
境
に
似
て
現
行
し
た
似
我
似
法
の
相
で
あ
る
と
い

う
。
更
に
、
こ
の
似
我
似
法
の
相
を
所
縁
と
し
て
執
し
て
実
我
実

法
と
す
る
、
と
い
う
執
著
の
形
成
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
過
程
を
先
の
遍
計
所
執
性
の
図
式
と
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
識
体
が
転
変
し
て
、
相
見
二
分
を
起
こ
す
こ
と
は
、
所

遍
計
で
あ
り
、
仮
説
さ
れ
た
似
我
似
法
の
相
を
執
し
て
実
我
実
法

と
す
る
の
は
、
能
遍
計
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
能
遍

計
で
あ
る
執
作
用
は
依
他
起
の
二
分
に
依
拠
し
て
起
こ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
依
他
起
の
相
見
二
分
に
依
拠
し
て

仮
説
さ
れ
た
似
我
似
法
は
、
能
遍
計
に
属
す
る
だ
ろ
う
か
。
仮
説

さ
れ
た
我
法
の
似
相
は
司
内
識
に
在
る
」
の
だ
か
ら
、
所
遍
計
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
仮
説
す
る
こ
と
自
体
は
能
遍
計
、
所
遍
計
の
ど

ち
ら
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
『
成
論
』
に
引
き
続
き
説
か

れ
る
文
を
見
る
と
、

⑥
愚
夫
の
所
計
の
実
我
実
法
は
都
て
所
有
無
し
。
但
妄
情
に

随
っ
て
施
設
せ
る
が
故
に
之
を
説
い
て
仮
と
為
す
。

⑦
内
識
が
所
変
の
似
我
似
法
は
有
な
り
と
雌
も
而
も
実
の
我

法
の
性
に
は
非
ず
。
然
も
彼
に
似
て
現
ぜ
り
、
故
に
説
い
て

仮
と
為
す
。
（
「
新
導
本
」
巻
一
・
三
頁
、
大
正
皿
・
一
ｂ
）

と
述
べ
て
お
り
、
実
我
実
法
と
し
て
施
設
さ
れ
る
仮
（
⑥
）
と
似

我
似
法
と
し
て
施
設
さ
れ
る
仮
（
⑦
）
の
二
種
の
仮
を
設
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
仮
説
と
は
依
他
起
性
と
遍

計
所
執
性
と
の
二
性
を
繋
ぐ
中
間
的
な
働
き
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

先
ず
も
っ
て
、
仮
説
と
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
、
『
成
唯
識
論
述
記
」
（
以
下
認
記
』
）
を
見
る
と
、

仮
説
を
仮
と
説
と
に
分
け
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

仮
と
い
う
は
二
種
有
り
。
一
に
は
無
体
随
情
仮
な
り
。
多
分

は
世
間
と
外
道
と
の
所
執
な
り
。
彼
の
執
す
る
所
の
我
法
は

無
し
と
雌
も
、
執
心
の
縁
に
随
っ
て
亦
我
法
と
名
づ
く
。
故

に
説
い
て
仮
と
す
。
二
に
は
有
体
施
設
仮
な
り
。
聖
教
の
所

説
な
り
。
法
体
は
有
な
り
と
雌
も
而
も
我
法
に
非
ず
。
本
体

は
名
無
け
れ
ど
も
強
い
て
我
法
と
名
づ
く
。
法
体
に
称
わ
ざ

れ
ど
も
縁
に
随
っ
て
施
設
せ
り
。
故
に
説
い
て
仮
と
す
。
二

に
因
っ
て
言
を
起
こ
す
。
之
を
称
し
て
説
と
す
。

（
大
正
“
・
二
三
八
ａ
）

こ
こ
で
は
仮
を
二
種
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
の
文
脈
と
「
成

論
」
の
記
述
と
を
合
わ
せ
る
と
、
一
の
無
体
随
情
仮
は
⑥
に
、
二

の
有
体
施
設
仮
は
⑦
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
仮
の
特
徴
を
捉
え
る
表
現
と
し
て
「
縁
に
随
っ
て
、

我
法
と
名
づ
く
」
と
い
う
共
通
し
た
文
句
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
仮
と
は
、
名
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て

説
と
は
こ
の
仮
に
よ
っ
て
「
言
を
起
こ
す
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
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ま
ず
、
仮
説
（
言
語
表
現
）
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
成
立
す

る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
「
成
論
」
巻
二
の
「
猛
赤
の
段
」
に
お

い
て
、
仮
説
は
実
在
の
事
物
（
真
事
）
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
成
立

し
な
い
と
す
る
外
道
の
論
難
に
答
え
て
、

こ
う
し
た
「
述
記
」
の
説
明
を
合
わ
せ
る
と
、
仮
説
と
は
即
ち
名

言
を
立
て
る
こ
と
（
言
語
表
現
）
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
よ
う
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
仮
説
と
は
名
言
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、
名
言
自

体
は
、
世
間
外
道
の
所
執
と
聖
教
の
所
説
と
の
両
方
を
産
出
す
る

因
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
前
者
は
無
自
覚
な
執
著
さ
れ
た
名
言
で

あ
り
、
後
者
は
自
覚
化
さ
れ
た
名
言
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う

し
て
見
る
と
、
仮
説
そ
れ
自
体
は
、
所
遍
計
に
は
な
る
が
、
決
し

て
能
通
計
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ま

た
、
名
言
を
立
て
る
こ
と
が
直
接
的
に
執
作
用
の
因
に
な
る
わ
け

だ
か
ら
、
識
の
転
変
に
依
拠
し
て
仮
説
す
る
（
名
言
を
立
て
る
）

と
い
う
過
程
の
内
に
執
作
用
を
産
出
す
る
何
ら
か
の
構
造
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
よ
り
、
仮
説
と
執
作

用
と
が
い
か
な
る
繋
が
り
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い

シ
」
田
口
入
ノ
○

三
共
相
と
自
相

又
仮
を
ば
必
ず
真
事
に
依
っ
て
立
つ
と
云
わ
ば
、
理
に
応
ぜ

ず
。
真
と
は
謂
く
自
相
な
り
。
仮
智
と
及
び
詮
と
に
お
い
て

倶
に
境
に
非
ざ
る
が
故
に
。
謂
く
仮
智
と
詮
と
は
自
相
を
ぱ

□
つ
、
え

得
ず
、
唯
諸
法
の
共
相
の
於
の
み
に
転
ず
。

含
新
導
本
』
巻
二
・
十
一
頁
、
大
正
剖
・
七
ｂ
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
仮
説
は
諸
法
の
自
相
に
は
依
拠
せ

ず
、
た
だ
共
相
に
の
み
依
拠
し
て
立
て
ら
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

共
相
と
は
一
般
性
、
抽
象
性
を
、
自
相
と
は
固
有
性
、
個
別
性
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
言
語
と
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
も

の
を
表
現
す
る
の
み
で
、
固
有
な
存
在
そ
れ
自
体
は
表
現
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
成
論
』
の
「
名
句
文
の

⑤

段
」
で
は
「
名
は
自
性
を
詮
す
」
と
し
て
い
る
。
共
相
の
み
を
表

す
は
ず
で
あ
る
名
が
自
性
（
自
相
）
を
表
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
答
え
る
た
め
に
、
共
相
と
自
相
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
「
述
記
」
で
は
こ
れ
ら
の
関
係
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

如
五
穂
の
巾
に
於
て
、
五
蘓
の
事
を
以
て
自
相
と
す
。
空
・

無
我
の
理
を
ぱ
共
相
と
す
。
悪
を
分
か
っ
て
処
を
成
ず
る
時

は
色
い
い
十
に
成
ん
ぬ
。
処
を
ば
自
相
と
名
け
、
穂
を
ば
共

相
と
名
く
。
一
の
色
の
穂
は
十
を
該
い
が
故
に
。
…
是
の
如
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く
展
転
し
て
不
可
説
に
至
る
を
ぱ
自
相
と
す
。
可
説
の
極
微

等
を
ぱ
共
相
と
す
。
故
に
理
を
以
て
推
す
る
時
は
自
相
の
体

無
し
。
旦
く
不
可
言
の
法
体
を
説
い
て
自
相
と
名
く
。
可
説

を
ぱ
共
相
と
す
。
（
大
正
鳴
・
二
九
六
ｂ
ｌ
Ｃ
）

空
・
無
我
等
は
共
相
で
五
穂
が
自
相
、
そ
の
五
瀬
が
共
相
で
処
が

自
相
、
そ
の
処
が
共
相
で
：
．
と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
自
相
と

共
相
と
が
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
普
段
の

言
語
表
現
を
考
え
て
見
て
も
容
易
に
納
得
が
い
く
。
例
え
ば
〃
こ

の
ペ
ン
〃
と
言
っ
た
時
と
〃
何
か
書
く
も
の
〃
と
言
っ
た
時
と
を

考
え
る
と
、
個
物
の
表
現
（
自
相
）
で
あ
る
〃
こ
の
ペ
ン
〃
が
、

一
般
的
表
現
（
共
相
）
で
あ
る
〃
何
か
書
く
も
の
〃
を
含
ん
だ
言

葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に
〃
何
か
書
く
も
の
〃
と
い
う
表

現
に
は
、
ペ
ン
を
は
じ
め
様
々
な
筆
記
具
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
個
物
を
含
ん
だ
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
る

と
〃
こ
の
ペ
ン
〃
（
自
相
）
と
〃
何
か
書
く
も
の
〃
（
共
相
）
と
は
、

実
に
相
依
・
相
待
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

共
相
は
自
相
を
、
自
相
は
共
相
を
離
れ
て
は
成
立
し
得
な
い
の
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
『
述
記
」
で
は
、
究
極
の
自
相
は
「
不
可
言
の

法
体
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
お
よ
そ
自
相
を
突
き
詰
め
て
い

け
ば
、
言
説
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
言
説
で
捉
え
ら

れ
る
も
の
、
即
ち
可
説
な
る
も
の
は
、
結
局
は
共
相
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
だ
か
ら
、
仮
説
（
言
語
表
現
）
は
共
相
の
み
に
依
拠
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
共
相
と
自
相
と
は
相
依
・
相
待
の
関
係
で
あ
る
の

だ
か
ら
、
共
相
は
決
し
て
窓
意
的
な
分
節
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

「
火
」
と
い
う
言
葉
が
、
も
し
も
窓
意
的
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ

れ
ば
、
「
火
」
が
火
で
は
な
い
「
水
」
を
指
す
と
い
う
よ
う
な
混

乱
が
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
「
火
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
燃
え

る
」
と
か
「
赤
い
」
な
ど
の
性
質
（
自
相
）
を
捉
え
て
い
る
の
で
、

混
乱
が
生
じ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
可
説
な
る
も
の

が
す
べ
て
共
相
で
あ
る
と
し
て
も
、
共
相
は
必
ず
何
ら
か
の
自
相

を
根
拠
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
の

「
名
が
自
性
を
詮
す
」
と
い
う
場
合
も
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
『
述
記
」
で
は
こ
の
自
性
に
つ
い
て
「
今
自
性
を
詮

す
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
共
相
の
自
性
な
り
。
自
性
と
は
体
の
義

⑥

な
り
。
」
と
述
べ
、
こ
こ
で
自
性
と
い
う
の
は
「
共
相
の
自
性
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
れ
は
、
何
ら
か
の
自
相
を
根

拠
と
し
た
共
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
仮
説
と
は
「
自
相
を
根
拠
と
し
た
共
相
」

に
依
拠
し
て
名
言
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
具
体
相
が
導

き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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で
は
次
に
執
作
用
の
具
体
相
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
執
作
用
は
、

⑦

我
法
の
仮
説
に
対
応
し
て
、
我
執
・
法
執
の
二
執
に
分
類
さ
れ
る
⑤

『
成
論
」
に
従
っ
て
二
執
を
そ
れ
ぞ
れ
定
義
す
る
と
、
我
執
と
は

「
皆
無
常
の
五
取
蘓
の
相
を
縁
じ
て
、
妄
執
し
て
我
と
為
す
」
こ

と
で
あ
り
、
法
執
と
は
「
皆
自
心
に
現
ず
る
所
の
似
法
を
縁
じ
て
、

執
し
て
実
有
と
為
す
」
こ
と
で
あ
る
。
我
執
が
縁
ず
る
所
の
五
穂

は
、
法
執
が
縁
ず
る
自
心
に
現
ぜ
ら
れ
る
似
法
に
包
括
さ
れ
る
の

⑧

で
、
「
我
執
は
必
ず
法
執
に
依
っ
て
起
こ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
い
わ
ば
我
執
の
底
に
は
、
必
ず
法
執
が
あ
る
と
い
う
関
係
に

か
ぜ
フ
（
〕
Ｏ

こ
の
二
執
は
そ
れ
ぞ
れ
倶
生
起
と
分
別
起
に
類
別
さ
れ
る
。
倶

生
起
と
は
「
無
始
時
来
の
虚
妄
に
車
習
せ
し
内
因
力
の
故
に
、
恒

に
身
と
倶
な
」
る
執
で
あ
り
、
分
別
起
と
は
「
現
在
の
外
縁
力

（
邪
教
等
）
に
由
る
が
故
に
、
恒
に
身
と
倶
に
し
も
非
ざ
」
る
執

で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
倶
生
起
の
執
と
は
先
天
的
な
執
着
で

あ
り
、
分
別
起
の
執
と
は
後
天
的
な
執
著
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

能
遍
計
は
第
六
と
第
七
の
二
識
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
と
倶

生
起
・
分
別
起
と
の
相
応
は
、
倶
生
起
の
執
が
第
六
、
第
七
の
二

識
に
、
分
別
起
の
報
が
第
六
識
に
の
み
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
第

四
執
作
用
の
形
成

七
識
の
倶
生
起
の
執
作
用
は
常
に
働
き
続
け
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
執
作
用
の
内
容
を
見
る
と
、
二
執
に
そ
れ
ぞ
れ
四
種
づ
つ
、

合
わ
せ
て
八
種
の
執
作
用
の
内
容
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
執
作
用
の
共
通
項
を
抽
出
す
る
と
、
「
ｌ
を
縁
じ
て
、

自
心
の
相
を
起
こ
し
て
、
執
し
て
実
我
（
或
い
は
実
法
）
と
為

す
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
執
作
用
と
は
、
①
対
象
を
縁

じ
る
、
②
自
心
の
相
を
起
こ
す
、
③
執
し
て
実
と
な
す
、
と
い
う

三
つ
の
段
階
を
経
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
『
述

記
」
を
見
る
と
、
第
六
識
相
応
の
我
執
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
、

此
れ
が
中
に
言
う
所
の
、
五
取
瀧
の
相
の
或
い
は
総
じ
て
或

い
は
別
し
て
と
は
、
是
れ
第
六
の
本
質
な
り
。
自
心
の
相
を

起
こ
す
と
は
、
是
れ
影
像
の
相
な
り
。

（
大
正
媚
．
二
四
九
Ｃ
）

と
あ
る
。
こ
の
記
述
を
敷
術
す
る
と
、
①
の
縁
じ
る
対
象
と
は
本

質
相
分
で
あ
り
、
②
の
起
こ
す
相
と
は
自
識
の
影
像
相
分
で
あ
る

こ
と
が
見
え
て
く
る
。

本
質
と
影
像
と
は
相
分
の
二
類
の
区
別
で
あ
る
。
本
質
相
分
は

疎
所
縁
と
い
わ
れ
、
影
像
相
分
は
親
所
縁
と
い
わ
れ
る
。
影
像
相

分
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
対
象
を
認
識
す
る
時
の
直
に
感
覚
さ

れ
る
主
観
的
な
対
象
の
こ
と
で
、
そ
の
直
接
性
か
ら
親
所
縁
と
い

わ
れ
る
。
そ
し
て
本
質
相
分
と
は
、
直
接
に
認
識
さ
れ
る
影
像
相
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分
の
根
拠
ま
た
は
実
質
で
あ
り
、
い
わ
ば
法
の
体
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
認
識
対
象
の
背
後
に
あ
る
の
で
、
疎
所
縁
と
い
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
「
本
質
相
分
を
根
拠
と
し
た
影
像
相
分
」
と

い
う
図
式
が
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
仮
説
の
依
拠
す
る

「
自
相
を
根
拠
と
し
た
共
相
」
と
い
う
図
式
と
重
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
執
作
用
の
成
立
に
お
い
て
、
仮
説

（
言
語
活
動
）
と
同
様
の
構
図
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
執
作
用
の
三
つ
の
段
階
の
中
、
①
と
②
の
段
階
は
未
だ
執

作
用
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
③
の
段
階
に

お
い
て
初
め
て
執
作
用
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
当
の
執
作

用
と
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
働
き
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
述
記
」
の
釈
述
の
中
、
第
七
識
相
応
の
倶
生
の
我
執
に
つ
い

て
の
記
述
で
は
、
執
作
用
と
は
何
か
を
明
確
に
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。此

の
第
七
識
の
本
質
を
云
わ
ぱ
即
ち
第
八
を
以
て
境
と
す
。

一
常
に
似
り
実
我
の
相
に
似
る
に
由
る
が
故
に
、
第
八
を
縁

じ
て
七
の
我
恒
に
行
ず
。
影
像
の
相
の
中
に
は
亦
実
我
無
し
。

唯
第
八
に
の
み
似
れ
り
。
…
中
略
…
此
の
自
心
の
所
変
の
相

を
執
し
て
以
て
常
一
と
す
。
境
に
称
わ
ざ
る
が
故
に
な
づ
け

て
執
と
す
。
（
大
正
娼
・
二
四
九
ｂ
ｌ
Ｃ
）

第
七
識
の
我
執
は
、
第
八
識
所
変
の
似
我
の
相
を
影
像
相
分
と
し
、

こ
の
影
像
相
分
を
執
し
て
、
常
一
で
あ
る
と
解
釈
す
る
た
め
に
起

こ
る
と
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
自
識
の
影
像
の
相
は
常
一
で
は
な
い

は
ず
な
の
に
、
こ
れ
に
対
し
て
影
像
の
相
は
常
一
で
あ
る
と
し
て
、

事
実
と
は
合
致
し
な
い
（
称
わ
な
い
）
解
釈
を
持
ち
続
け
る
た
め

に
執
着
が
起
こ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
執
作
用

と
は
実
体
化
の
働
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
も
そ
の
実
体
化
と

は
、
事
実
と
合
致
し
な
い
解
釈
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
。
す
る

と
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
「
本
質
相
分
（
自
相
）
を
根
拠
と
し
た
影

像
相
分
（
共
相
）
」
と
い
う
図
式
の
中
に
は
、
実
体
化
さ
れ
る
契

機
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
為
に
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
を
認
識
す
る
際

に
、
ど
の
よ
う
な
心
所
が
働
い
て
い
る
の
か
を
思
い
起
こ
し
て
み

る
と
、
遍
行
の
心
所
で
あ
る
「
想
」
が
最
初
に
対
象
を
認
識
し
て⑨

い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
成
論
」
で
は
、
想
の
定
義
を
「
像
を
取
る
」

と
い
う
性
格
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
影
像
相
分
（
共

相
）
の
像
を
取
る
わ
け
で
あ
る
。
要
は
対
象
を
形
体
化
す
る
の
が

想
の
心
所
の
働
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
対
象
を
形
体
化
す

る
根
拠
は
何
か
と
い
え
ば
、
影
像
（
共
相
）
が
本
質
（
自
相
）
を

有
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
す
で
に
形
体

化
さ
れ
て
い
る
相
分
に
対
し
て
、
実
体
化
（
執
著
）
が
起
こ
さ
れ

る
の
も
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
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実
体
化
の
契
機
を
相
分
（
所
縁
）
の
側
か
ら
考
え
た
の
で
あ
る

が
、
で
は
、
執
作
用
の
側
か
ら
考
え
る
な
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い

わ
ば
執
作
用
が
起
こ
る
内
的
な
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
執
作
用
が
起
こ
る
の
は
、
能
遍
計
の
心
品
で
あ
る

第
六
識
と
第
七
識
の
二
識
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
こ
の

二
識
を
究
明
す
る
こ
と
が
執
作
用
の
内
因
を
探
る
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
第
六
の
意
識
と
第
七
の
末
那
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
末
那
識
の
末
那
と
は
梵
語
の
巳
目
閉
の
音
写
で

あ
り
、
義
と
し
て
は
「
意
」
と
か
「
思
量
」
な
ど
と
な
る
。
だ
か

⑩

ら
、
末
那
識
も
実
に
〃
意
″
識
な
の
で
あ
る
。
「
成
論
」
で
は
末

那
識
を
持
業
釈
、
意
識
を
依
主
釈
と
し
て
い
る
。
末
那
識
が
意
即

識
、
意
を
そ
の
自
性
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
意
識
と

は
意
を
所
依
と
し
て
現
起
す
る
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
六
の
意
識

さ
て
、
護
法
教
学
で
は
、
遍
計
所
執
性
と
依
他
起
性
と
を
執
作

用
と
分
別
作
用
と
の
二
つ
の
領
域
に
区
別
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
対
象
を
認
識
す
る
刹

那
に
お
い
て
は
、
想
と
名
と
執
と
の
三
法
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

五
執
作
用
の
根
源

は
、
末
那
識
を
根
拠
と
し
て
い
る
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
執

作
用
の
根
源
を
求
め
る
な
ら
ば
、
更
に
末
那
識
に
極
限
し
て
考
え

る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

末
那
識
は
「
三
十
頌
』
に
「
思
量
す
る
を
以
て
性
と
も
相
と
も

為
す
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
は
思
量
す
る
こ
と
に
徹

底
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
思
量
す
る
こ
と
自
体
は
決

し
て
執
作
用
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
末
那
識
は
歴
史
的
に
は

「
三
十
頌
」
に
至
っ
て
、
初
め
て
識
と
し
て
独
立
し
た
の
で
あ
る

⑪

が
、
そ
れ
以
前
の
『
摂
大
乗
論
』
で
は
「
染
汚
の
意
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
末
那
識
が
汚
染
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
性
が

有
覆
無
記
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
『
成
論
』
に
は
、

末
那
識
が
有
覆
無
記
で
あ
る
理
由
を
、
次
に
よ
う
に
述
べ
る
。

此
の
意
は
四
煩
悩
の
等
き
と
相
応
す
。
是
れ
染
法
な
る
が
故

に
、
聖
道
を
障
侭
し
自
心
を
隠
蔽
す
。
説
い
て
有
覆
と
名
づ

く
。
善
不
善
に
非
ず
、
故
に
無
記
と
名
づ
く
。

（
『
新
導
本
』
巻
五
・
二
頁
、
大
正
別
・
二
三
Ｃ
）

こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
末
那
識
が
有
覆
で
あ
り
、
染
法
で
あ
る
の

は
、
四
つ
の
煩
悩
と
相
応
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
川
つ
の
煩

悩
と
は
、
我
癬
、
我
見
、
我
愛
、
我
慢
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
煩
悩

が
相
応
し
て
起
こ
る
と
、
末
那
識
自
体
を
覆
う
の
で
あ
る
。
ま
た

「
聖
道
を
障
侭
す
」
と
あ
る
が
、
聖
道
と
は
、
無
漏
の
智
慧
で
あ
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る
。
四
煩
悩
の
働
き
に
よ
っ
て
、
無
掘
智
の
働
き
を
妨
げ
る
こ
と

に
な
る
。
無
漏
智
の
働
き
の
み
で
あ
れ
ば
、
末
那
識
は
無
我
の
相

を
思
量
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
四
煩
悩
に
よ

っ
て
、
末
那
識
の
思
量
を
我
執
へ
と
傾
向
づ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
四
煩
悩
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

此
の
四
つ
い
い
常
に
起
き
て
内
心
を
擾
濁
し
外
の
転
識
を
恒

に
雑
染
成
ら
し
め
、
有
情
い
い
此
れ
に
由
っ
て
生
死
に
輪
廻

し
つ
つ
出
離
す
る
こ
と
能
わ
ず

（
「
新
導
本
」
巻
四
・
三
○
頁
、
大
正
釧
・
二
二
ｂ
）

四
煩
悩
の
は
た
ら
き
は
、
末
那
識
を
雑
染
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

他
の
識
ま
で
を
も
雑
染
す
る
の
で
あ
り
、
実
に
有
情
の
生
死
輪
廻

の
根
源
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
執
作
用
の
根
源
と
は
、
実
に
末
那
識
や
他
の
識
を

雑
染
せ
し
め
、
無
漏
智
を
妨
げ
、
迷
い
を
形
成
す
る
四
つ
の
煩
悩

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
遍
計
所
執
性
の

本
質
で
あ
る
執
作
用
の
根
源
を
探
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
き
て
よ
う
や
く
そ
の
根
本
的
な
様
相
が
明
瞭
と
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
四
煩
悩
の
諸
相
と
こ
れ
ら
の
関
係

等
を
『
成
論
」
の
記
述
に
従
っ
て
究
明
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

⑫

ま
ず
、
こ
の
四
つ
の
煩
悩
の
定
義
を
そ
れ
ぞ
れ
列
挙
す
る
と
、

我
瘻
と
は
「
謂
く
無
明
、
我
の
相
を
愚
か
に
し
て
、
無
我
の
理
に

迷
」
う
こ
と
、
我
見
と
は
「
謂
く
我
執
、
我
に
非
ざ
る
法
の
於
に

妄
計
し
て
我
と
為
す
」
こ
と
、
我
慢
と
は
「
謂
く
踞
傲
、
所
執
の

我
を
侍
っ
て
心
を
し
て
高
挙
な
ら
令
む
」
こ
と
、
我
愛
と
は
「
謂

く
我
負
、
所
執
の
我
の
於
に
深
く
耽
著
を
生
ず
」
る
こ
と
、
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
定
義
を
見
る
と
、
我
慢
と
我
愛
は
と
も
に
「
所
執
の

我
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
我
執
即
ち
我
見
の
後
に
起
き
て
く

る
煩
悩
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
三
つ
は
、
我
見
↓
我
慢
・
我
愛

と
い
う
段
階
を
踏
ん
で
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

我
見
は
、
「
非
我
を
妄
計
し
て
実
我
と
す
る
」
ま
さ
し
く
我
執

そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
四
煩
悩
の
中
心
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
更
に
我
執
を
基
礎
づ
け
る
我
嶬
が
説
か
れ
て
い

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
我
厩
こ
そ
が
我
執
の
起
こ
る
根
本

原
因
、
遍
計
所
執
性
を
産
み
出
す
究
極
的
根
源
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
我
癌
と
は
無
明
で
あ
る
と
い
う
。
周
知
の
通
り
、
無
明
と
は

阿
含
の
教
説
に
説
か
れ
る
十
二
支
縁
起
に
お
い
て
、
苦
の
根
源
因

と
さ
れ
て
い
る
。
唯
識
学
派
も
ま
た
、
琉
伽
行
の
実
践
に
お
い
て
、

阿
含
の
教
説
を
再
度
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

末
那
識
の
無
明
は
、
第
六
識
の
癌
の
煩
悩
と
区
別
す
る
た
め
に
、
師

お
わ
ｈ
／
に



特
に
「
不
共
無
明
」
と
い
わ
れ
る
。
不
共
無
明
は
倶
生
起
の
煩
悩

で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
倶
生
起
と
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、

経
験
に
先
立
っ
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
は

初
め
か
ら
無
明
を
背
負
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
生
ま
れ

て
か
ら
あ
る
時
点
で
無
明
存
在
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ

た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
で
あ
っ
て
も
我
の
実
体
化
を
起
こ
し
て
い
る
。

無
始
時
来
、
任
運
に
恒
に
無
明
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
第
六
意
識
の
地
平
に
お
い
て
、
善
を
行
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
無
明
の
上
で
の
善
で
あ
る
。
功
利
的
善
、
有
漏
の
善
な
の

で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
善
を
行
え
ば
、
善
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い

く
の
が
人
間
で
あ
る
。
気
づ
か
ず
に
自
分
の
善
に
酔
い
、
善
に
愛

着
し
て
い
く
。
更
に
は
善
行
が
自
己
正
当
化
の
道
具
に
な
っ
て
い

く
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
有
り
様
が
人
間
の
真
実
の
姿
で
あ
ろ

う
。
不
共
無
明
と
は
、
要
す
る
に
人
間
存
在
を
初
め
か
ら
規
定
し

て
く
る
煩
悩
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
人
間
存
在
が
根
本
的
に
悪
で
あ

る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
恐
る
べ
き
こ
と

が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
最
も
宗
教
的
な
課
題
で

あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
唯
識
教
学
で
は
、
真
如
は
遍
計
所

執
性
の
空
じ
ら
れ
た
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
遍
計
所
執
性

の
根
源
が
不
共
無
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
煩
悩
を
空
ず

る
こ
と
が
、
真
如
へ
と
到
達
す
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
し
て
不
共
無
明
は
空
ず
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
無
明
を
空
ず
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
更
に
修
道
と
の
関
わ
り
と
も
重

な
る
の
で
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
と
思
う
。

註

「
成
唯
識
論
』
を
講
読
す
る
に
当
た
っ
て
、
特
に
法
相
教
学
の
成
果

の
集
大
成
で
あ
る
「
新
導
成
唯
識
論
』
（
佐
伯
定
胤
校
訂
）
に
依
る
所

が
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
『
成
論
』
の
引
用
の
際
に
は
、
新
導
本

の
頁
数
を
示
し
、
大
正
蔵
を
併
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

①
「
成
論
」
で
は
、
「
此
れ
（
円
成
実
性
）
は
即
ち
彼
の
依
他
起
の

上
に
於
い
て
、
常
に
前
の
遍
計
所
執
を
遠
離
し
て
、
二
空
に
顕
さ
る

る
真
如
を
以
て
性
と
為
す
」
（
新
導
本
巻
八
・
三
二
頁
、
大
正
剖
・

四
六
ｂ
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

②
玄
英
以
前
の
通
計
所
執
性
の
訳
語
例
を
参
考
ま
で
に
幾
つ
か
挙
げ

て
み
る
と
「
虚
妄
分
別
行
相
」
（
菩
提
流
支
訳
「
深
密
解
脱
経
」
大

正
肥
．
六
六
六
Ｃ
）
、
「
妄
想
分
別
相
」
（
仏
陀
扇
多
訳
「
摂
大
乗
論
』

大
正
馴
・
一
○
○
Ｃ
）
、
「
分
別
性
」
（
真
諦
訳
『
転
識
論
』
大
正

訊
・
六
三
ａ
）
な
ど
で
あ
る
。

③
『
成
唯
識
論
』
の
思
想
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
勝
又
俊
教
箸
「
仏

教
に
お
け
る
心
識
説
の
研
究
」
（
昭
和
三
年
・
川
喜
房
）
一
九
五
頁

’
二
○
六
頁
に
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

④
遍
計
所
執
性
に
つ
い
て
の
釈
論
は
、
新
導
本
・
巻
八
・
二
八
頁
’

三
一
頁
、
大
正
別
・
四
五
Ｃ
ｌ
四
六
ｂ
を
参
照
。
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⑦⑥⑤⑦
我
執
に
つ
い
て
は
、
新
導
本
・
巻
一
・
七
頁
’
八
頁
、
大
正
剖
・

二
ｂ
を
、
法
執
に
つ
い
て
は
、
新
導
本
・
巻
三
・
八
頁
’
九
頁
、
大

正
剖
・
六
Ｃ
ｌ
七
ａ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

⑧
新
導
本
・
巻
五
・
七
頁
、
大
正
弧
・
六
ｂ

⑨
新
導
本
・
巻
三
・
三
頁
、
大
正
釧
・
十
一
ｂ
ｏ
な
お
、
想
に
つ
い

て
全
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
想
と
は
謂
く
境
の
於
に
像
を
取
る

を
以
て
性
と
為
し
、
種
種
の
名
言
を
施
設
す
る
を
以
て
業
と
為
す
。

謂
く
、
要
ず
境
の
分
斎
の
相
を
安
立
し
て
、
方
に
能
く
随
っ
て
種
種

⑩
新
導
本
・
巻
四
・
十
三
頁
、
大
正
釧
・
十
九
ｂ

⑪
染
汚
の
意
に
つ
い
て
は
、
大
正
釧
・
一
三
三
Ｃ
ｌ
一
三
川
ａ

（
『
摂
大
乗
論
」
玄
奨
訳
）
に
説
か
れ
て
い
る
。

⑫
四
煩
悩
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
新
導
本
・
巻
Ⅲ
．
三
十
一
頁
、
大

正
別
・
二
二
ａ
ｌ
ｂ
を
参
照
。

謂
く
、
要
ず
境
の
分
斎

の
名
言
を
起
こ
す
ぞ
。
」

新
導
本
・
巻
二
・
川

大
正
娼
・
二
八
八
ａ 川

頁
、
大
正
瓠
・
六
ｂ
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