
近
年
、
大
乗
仏
教
の
起
源
を
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
す
る
気
運

が
、
国
の
内
外
に
樹
群
と
し
て
生
じ
て
き
た
の
は
甚
だ
興
味
深
い

こ
と
で
あ
る
。
平
川
彰
博
士
が
従
来
の
大
衆
部
起
源
説
を
退
け
て
、

仏
塔
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
出
家
菩
薩
た
ち
の
教
団
・
菩
薩

ガ
ナ
を
そ
の
起
源
と
す
る
説
を
提
唱
さ
れ
、
そ
れ
が
研
究
者
た
ち

の
関
心
を
集
め
て
か
ら
四
十
年
、
そ
れ
が
大
著
「
初
期
大
乗
仏
教

の
研
究
」
と
し
て
発
表
さ
れ
多
く
の
支
持
者
を
得
て
か
ら
三
十
年

①

近
く
の
年
月
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
筆
者
が
平
川
説
批
判

を
初
め
て
耳
に
し
た
の
は
、
一
九
八
三
年
に
シ
ア
ト
ル
の
ワ
シ
ン

ト
ン
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
氏

｜
、
近
年
の
平
川
「
大
乗
仏
教
仏
塔

教
団
起
源
説
」
へ
の
批
判

禅
経

に
お
け
る
琉
伽
行
者

Ｉ
大
乗
に
架
橋
す
る
者
Ｉ

を
訪
問
し
た
折
で
あ
っ
た
。
氏
は
既
に
仏
塔
教
団
起
源
説
に
存
す

る
幾
つ
か
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
の
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を

主
張
し
て
筆
者
を
驚
か
せ
た
。
そ
の
時
に
も
ら
っ
た
論
文
か
ら
，

後
日
，
氏
が
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
の
中
で
、
「
法
華

経
」
な
ど
小
数
の
も
の
を
除
い
て
、
『
八
千
頌
般
若
経
」
を
初
め
と

す
る
大
乗
経
典
の
多
く
は
，
そ
の
信
仰
が
仏
塔
信
仰
言
①
の
ョ
窟

２
三
よ
り
も
む
し
ろ
経
典
信
仰
（
弓
①
。
目
。
厚
○
・
こ
に
与
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
仏
塔
信
仰
に
は
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、

平
川
博
士
の
仏
塔
教
団
起
源
説
批
判
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
を
知

②
っ
た
。
ま
た
、
氏
の
友
人
で
あ
り
ド
ゥ
ョ
ン
グ
博
士
の
同
門
の
弟

子
で
も
あ
る
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
氏
が
、
一
九
九
二
年
と
一
九
九

四
年
に
本
学
の
大
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
期
間
中
に
行
な
っ
た
公
開

講
演
会
に
お
い
て
、
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
支
婁

小
谷
信
千
代

ワワ
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迦
儀
訳
の
経
典
に
基
づ
い
て
、
大
乗
仏
教
の
信
仰
が
、
部
派
教
団

の
外
に
形
成
さ
れ
た
、
「
大
乗
教
団
」
と
呼
び
得
る
よ
う
な
特
定

の
教
団
の
形
態
を
と
っ
た
も
の
の
中
で
営
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

多
く
の
部
派
教
団
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
内
部
で
信
奉
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に

③

新
し
い
。
さ
ら
に
国
内
で
も
、
花
園
大
学
の
佐
々
木
閑
氏
が
、
平

川
説
の
根
拠
を
四
点
に
ま
と
め
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
詳
細
な

検
討
を
加
え
、
論
理
的
な
矛
盾
を
明
か
に
し
つ
つ
批
判
し
て
い
る
。

佐
々
木
氏
は
、
平
川
博
士
が
用
い
た
資
料
を
再
検
討
し
、
平
川
博

士
の
解
釈
の
誤
り
を
指
摘
す
る
と
い
う
形
で
、
大
乗
仏
教
が
部
派

僧
団
の
中
の
一
部
の
比
丘
と
そ
れ
を
支
援
す
る
在
家
菩
薩
た
ち
に

よ
っ
て
展
開
し
た
と
考
え
て
も
矛
盾
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い

④る
。
袴
谷
憲
昭
氏
も
教
団
と
し
て
存
在
し
た
の
は
伝
統
的
仏
教
教

団
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
大
乗
仏
教
教
団
の
存
在
を
否
定
し
て
い

⑤
フ
（
》
○

こ
れ
ら
一
連
の
批
判
的
研
究
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
大
乗

仏
教
が
興
起
し
つ
つ
あ
る
時
代
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
形

態
を
取
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
か
な
り
具
体
的
に
想
像
す

｜
｜
、
大
乗
仏
教
は
部
派
教
団
か
ら

起
こ
っ
た
か

る
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
川
博
士

が
大
乗
仏
教
の
起
源
を
在
家
集
団
に
あ
る
と
見
た
の
に
対
し
て
、

こ
れ
ら
三
氏
は
共
に
大
乗
仏
教
が
出
家
僧
団
と
深
く
結
び
つ
い
た

形
で
成
立
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
筆
者
に
も
三
氏
の
主
張
さ

れ
る
よ
う
な
仕
方
で
大
乗
仏
教
が
起
こ
っ
て
き
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
平
川
博
士
は
、
『
十
住

毘
婆
娑
論
』
や
「
大
智
度
論
」
さ
ら
に
は
『
聡
伽
師
地
論
」
な
ど

の
大
乗
論
書
の
中
に
、
出
家
菩
薩
が
律
蔵
の
諸
規
則
を
守
る
こ
と

が
説
か
れ
た
り
、
「
二
百
五
十
戒
」
な
ど
の
比
丘
が
保
つ
具
足
戒

を
受
け
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
初
期
の
大
乗
仏
教
か
ら

⑥

離
れ
年
代
を
経
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
あ
る
い
は
博
士

は
、
部
派
教
団
で
は
二
百
五
十
戒
を
僧
伽
か
ら
受
け
る
こ
と
が
律

に
は
明
言
さ
れ
て
お
り
、
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
に
菩
薩
が
十
善
戒

を
諸
仏
か
ら
受
け
る
と
さ
れ
る
の
は
声
聞
乗
に
な
い
こ
と
を
示
す

⑦

も
の
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
三
氏
の
説
を
考
慮
に
入
れ
て
こ
の

『
十
住
毘
婆
娑
論
」
の
語
を
改
め
て
考
え
る
と
、
菩
薩
が
十
戒
を

諸
仏
か
ら
受
け
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
菩
薩
が
既
に
僧
伽
で

比
丘
の
戒
を
受
け
た
上
で
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
も
解
釈
し
得

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
律
に
は
受
戒
が
僧
伽
か
ら
受
け
る
と
明

記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
菩
薩
の
十
善
戒
が
諸
仏
か
ら
受
け

る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
律
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
が
な
さ
れ
て

ワq
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乗
仏
教
が
興
起
す
る
初
期
の
頃
に
は
、
戒
の
み
な
ら
ず
、
行
の
実

受
戒
し
た
上
に
さ
ら
に
大
乗
の
戒
を
受
け
る
と
い
う
仕
方
は
、
大

践
項
目
を
立
て
る
場
合
に
も
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
修
行
道
地
経
」
「
達
摩
多
羅
禅
経
一
『
禅
秘
要
法
経
」
『
坐
禅
三

昧
経
』
『
思
惟
略
要
法
」
な
ど
の
所
謂
「
禅
経
」
と
呼
ば
れ
る
一

群
の
経
典
に
は
、
小
乗
の
実
践
項
目
の
上
に
新
た
な
実
践
項
目
を

加
え
て
、
初
期
大
乗
仏
教
の
琉
伽
行
の
実
践
法
が
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
有
様
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の

制
約
上
、
「
修
行
道
地
経
」
と
「
達
摩
多
羅
禅
経
」
と
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
琉
伽
行
者
の
実
践
法
の
有
様
を
考
察
す
る

こ
と
と
す
る
。

『
修
行
道
地
経
』
は
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
ャ
（
僧
伽
羅
刹
、

留
ョ
瞥
閏
農
の
餌
）
が
「
衆
経
の
要
を
取
っ
て
、
禅
観
修
道
の
階
梯

⑧

を
示
し
た
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
厳
密
な
意
味
で
は

経
典
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
ャ
の
伝
記
に
関

す
る
文
献
は
存
在
せ
ず
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
僧
伽
羅

刹
所
集
経
」
の
序
文
か
ら
、
彼
が
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
（
罵
昌
、
冨
約

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
小
乗
の
戒
を

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
う
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し

三
、
修
行
道
地
経
に
お
け
る
琉
伽
行

’
一
三
二
’
一
五
二
年
在
位
）
の
師
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る

⑨

程
度
で
あ
る
。
本
経
は
先
に
後
漢
の
安
世
高
に
よ
っ
て
部
分
訳
が

な
さ
れ
（
「
道
地
経
」
一
四
七
’
一
六
七
年
）
、
後
に
西
晋
の
竺
法

護
に
よ
っ
て
太
庚
五
年
（
二
八
四
年
）
に
再
度
訳
出
さ
れ
た

（
「
修
行
道
地
経
」
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
修
行
道
地
経
一
の
現
形
は
全
三
○
章
で
あ
る
が
、
宋
・
元
・

明
の
大
蔵
経
の
後
記
や
道
安
の
『
道
地
経
註
解
』
の
序
文
か
ら
、

竺
法
護
が
訳
出
し
た
当
時
は
二
七
章
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

前
二
七
章
に
は
殆
ど
大
乗
的
な
色
彩
は
な
い
の
に
、
最
後
の
三
章

に
は
『
法
華
経
」
の
化
城
嶮
や
火
宅
三
車
の
髻
嶮
を
引
用
す
る
な

ど
大
乗
色
が
突
然
現
わ
れ
る
所
か
ら
、
両
者
は
本
来
別
の
経
典
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
三
章
は
、
同
じ
く
竺
法

護
訳
の
「
三
品
修
行
経
」
が
、
そ
の
訳
出
後
百
年
以
内
に
付
け
加

⑩

え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
出
三
蔵
記
集
』

の
法
護
訳
経
典
の
項
目
中
の
「
三
品
修
行
経
一
巻
安
公
云
近
人
合

⑪

大
修
行
経
」
と
い
う
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
安

（
三
一
二
’
三
八
五
）
に
よ
れ
ば
、
法
護
に
は
「
三
品
修
行
経
」

一
巻
の
訳
が
あ
り
、
そ
れ
が
近
人
に
よ
っ
て
法
護
が
既
に
訳
出
し

て
い
た
『
大
修
行
経
』
に
附
加
さ
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
事
実

『
道
安
目
録
』
に
は
竺
法
護
の
訳
出
経
典
の
項
目
中
に
『
三
品
修

行
経
」
｜
巻
の
名
が
見
え
そ
の
下
に
「
出
三
蔵
記
集
」
に
記
さ
れ
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＠

て
い
る
通
り
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
記
述
か
ら
は

道
安
の
言
う
「
近
人
」
が
彼
と
ど
れ
程
の
年
数
を
隔
て
た
人
物
を

指
す
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
中
国
人
な
の
か
そ
れ
と
も

イ
ン
ド
や
西
域
の
人
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
分
か
ら
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
博
士
は
、
最
後
の
三
章
が

本
来
イ
ン
ド
で
、
先
の
二
七
章
の
補
遺
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
発
言

⑬

を
行
な
っ
て
い
る
。
博
士
の
発
言
は
、
本
経
の
題
名
が
そ
の
冒
頭

に
「
倫
伽
遮
復
彌
経
晋
名
修
行
道
地
」
と
標
示
さ
れ
て
お
り
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
題
が
園
。
喝
。
山
国
匡
国
目
で
あ
る
こ
と
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
と
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
題
名
は
言
う
ま
で
も
な
く
大
乗
の
輸

伽
行
派
の
根
本
典
籍
「
玲
伽
師
地
論
』
の
題
名
で
も
あ
る
。
そ
し

て
「
琉
伽
師
地
論
』
は
大
乗
の
菩
薩
乗
の
み
な
ら
ず
、
声
聞
乗
や

独
覚
乗
と
い
う
小
乗
の
修
習
法
を
も
合
わ
せ
て
解
説
す
る
害
で
あ

う
（
》
Ｏ

こ
の
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
博
士
の
発
言
に
先
立
っ
て
三
○
章
全
体

を
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
ャ
の
著
作
と
認
め
た
の
は
宇
井
伯
壽
博
士
で
あ

る
。
宇
井
博
士
は
、
『
出
三
蔵
記
集
」
に
は
本
経
は
そ
の
全
体
が

七
巻
二
七
品
と
記
さ
れ
、
訳
経
因
縁
に
も
六
巻
二
七
品
と
な
っ
て

い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
行
の
七
巻
三
○
品
の
内
の
最
後
の
第
七

巻
三
品
は
後
世
に
附
加
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
訳
経

⑭

因
縁
に
一
経
全
体
が
「
向
六
萬
言
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
、
現
行
本
が
ほ
ぼ
五
九
、
五
○
○
言
あ
り
、
も
し
第
七
巻

を
除
け
ば
六
七
千
言
を
除
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
六
萬
言
弱

と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
現
行
本
は
後

世
の
附
加
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ス
》
。

此
［
の
六
萬
言
弱
と
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
］
事
実
と
、
品

の
分
け
方
を
見
れ
ば
三
十
品
は
廿
七
品
に
縮
め
ら
れ
得
べ
き

も
の
で
元
来
廿
七
品
で
あ
っ
た
事
を
思
わ
し
む
る
事
と
か
ら

考
へ
て
現
行
本
は
後
世
の
附
加
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

⑮

と
考
へ
ら
れ
得
る
。

博
士
の
説
明
に
は
多
少
不
明
瞭
な
点
が
な
い
で
は
な
い
が
、
お

そ
ら
く
最
後
の
三
品
は
本
来
第
二
七
品
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の

と
理
解
す
べ
き
だ
と
す
る
の
が
博
士
の
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
博
士
は
、
本
経
の
原
題
が
弓
圏
＆
『
苦
言
目
で
あ
る
こ
と
、

か
つ
そ
の
著
者
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
ャ
（
衆
護
）
が
道
安
に
よ
れ
ば
死

後
兜
率
天
に
上
が
っ
て
弥
勒
菩
薩
と
高
談
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
し
て
、
本
経
が
弥
勒
の
『
玲
伽
師
地
論
』
の
成
立
と

⑯

密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

大
乗
的
色
彩
が
濃
厚
に
伺
わ
れ
る
最
後
の
三
章
も
本
来
こ
の
経
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典
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
宇
井
博
士
の
指
摘
や
、

そ
れ
ら
三
章
を
先
行
の
二
七
章
の
補
遺
と
し
て
そ
の
訳
出
後
間
も

な
く
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
博
士
の
見

⑰解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
竺
法
護
が
そ
れ
を
訳
出
し
た
太
康
五

（
二
八
四
）
年
、
或
は
そ
れ
を
さ
ほ
ど
下
ら
ぬ
頃
の
イ
ン
ド
に
、

５
恩
○
日
号
言
目
と
呼
ば
れ
る
典
籍
で
大
乗
と
小
乗
の
修
習
法
を

兼
ね
て
解
説
す
る
書
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
道
安
目
録
』
の
法
護
訳
の
経
典
中
に
「
三
品
修
行
経
一
巻
近

人
合
大
修
行
経
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
少
し
後
に
「
修
行
経
七
巻
」

と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
う
解
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
道
安
の
時
代
に
は
中
国
に
お
い
て
も
こ

の
経
典
は
小
乗
と
大
乗
と
を
兼
ね
て
修
学
す
る
害
と
し
て
流
通
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
経
に
見
ら
れ
る
修
習
法
の
一
例
と
し
て
五
停
心
観
に

関
す
る
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
第
八
章
「
分

別
相
品
」
に
現
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
情
欲
熾
盛
の
者
に
は
人
身
不

浄
の
法
が
説
か
れ
、
愼
悪
熾
多
の
者
に
は
慈
心
が
説
か
れ
、
愚
癌

の
多
い
者
に
は
十
二
因
縁
が
説
か
れ
、
想
念
の
多
い
者
に
は
出
入

息
が
説
か
れ
矯
慢
の
多
い
者
に
は
骨
鎖
観
が
説
か
れ
る
と
述
べ
る
。

従
っ
て
通
常
の
五
停
心
観
の
内
で
は
、
不
浄
観
と
慈
悲
観
と
持
息

念
と
因
縁
観
の
四
つ
が
説
か
れ
、
そ
れ
に
通
常
は
不
浄
観
の
一
つ

⑱

と
さ
れ
る
骨
鎖
観
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
婆
娑
論
」
で
は
不
浄
観
と
持
息
念
が
修
習
に
悟
入
す
る
た
め

⑲

の
甘
露
門
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
経
の
第
二
二
章
「
神
足
品
」

で
も
こ
の
二
つ
に
相
当
す
る
修
習
法
が
、
次
の
よ
う
に
他
の
も
の

か
ら
区
別
す
べ
き
観
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

修
行
者
は
ど
う
す
れ
ば
ひ
た
す
ら
寂
然
の
境
地
に
入
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
云
え
ば
、
寂
（
止
）
に
至
る
に
は
無
数
の

方
便
が
あ
る
。
し
か
し
要
約
し
て
言
え
ば
二
つ
の
事
に
な
る
。

一
は
悪
露
観
（
不
浄
観
）
で
あ
り
、
二
は
数
息
守
出
入
息

⑳

（
持
息
念
）
で
あ
る
。

右
の
記
述
以
外
に
こ
の
章
で
は
止
と
観
に
関
す
る
記
述
が
注
意

を
惹
く
。
止
と
観
の
修
習
に
つ
い
て
は
、
「
倶
舎
論
」
で
も
そ
う

②

で
あ
る
よ
う
に
、
「
止
を
達
成
し
て
か
ら
観
に
入
る
」
と
い
う
よ

う
に
そ
の
間
に
順
序
を
設
け
る
の
が
阿
毘
達
磨
論
書
に
お
け
る
通

常
の
説
明
の
仕
方
で
あ
る
。
し
か
し
本
経
で
は
止
観
の
修
習
に
前

後
を
設
け
ず
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

修
行
者
は
あ
る
い
は
先
に
寂
（
止
）
を
得
、
後
に
観
に
入
り
、

あ
る
い
は
先
に
観
を
得
て
然
る
後
に
寂
に
入
る
。
寂
莫
を
習

行
し
て
観
に
至
っ
て
解
脱
を
得
る
。
も
し
先
に
観
に
入
り
寂

⑫

莫
に
至
る
と
し
て
も
ま
た
解
脱
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
先
に
観
に
入
り
後
に
止
に
至
る
と
い
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う
修
習
法
は
、
阿
毘
達
磨
諭
書
の
み
な
ら
ず
大
乗
玲
伽
行
派
の
論

耆
中
に
も
見
ら
れ
な
い
。
但
し
、
玲
伽
行
派
に
お
い
て
は
、
対
象

を
確
定
す
る
（
尋
求
冒
曼
の
笛
目
）
段
階
で
止
が
先
行
す
る
と
説

か
れ
る
こ
と
は
阿
毘
達
磨
論
耆
と
同
様
で
あ
る
が
、
次
い
で
そ
の

対
象
を
獲
得
す
る
（
得
、
両
匡
幽
）
段
階
で
は
観
が
行
じ
ら
れ
、

そ
の
後
に
そ
の
対
象
を
繰
り
返
し
修
習
す
る
（
数
修
、
号
ご
画
闇
）

段
階
で
は
再
び
止
が
行
じ
ら
れ
、
更
に
そ
の
成
果
を
獲
得
す
る

（
得
、
冒
凹
目
）
段
階
に
な
る
と
止
と
観
と
が
並
び
修
せ
ら
れ
る

（
止
観
双
運
）
と
い
う
よ
う
に
、
一
旦
観
が
生
じ
て
対
象
を
観
察

す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
そ
の
対
象
が
行
者
に
獲
得
さ
れ
る
に
は

止
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
修
習
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

⑳

止
が
重
視
さ
れ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
先
に
観
に

入
り
後
に
止
に
入
る
」
と
い
う
記
述
は
、
本
経
が
琉
伽
行
派
の
止

観
の
修
習
次
第
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
神
足
品
」
は
「
殆
ど
大
乗
的
の
臭
い
が
な
い
」
と
言
わ

⑳

れ
る
前
二
七
章
中
の
一
章
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
大
乗
的
な
、
あ
る

い
は
そ
う
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
非
有
部
系
統
的
な
色

彩
が
少
な
か
ら
ず
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
引
用
し

た
文
章
の
直
後
に
止
と
観
の
規
定
が
見
ら
れ
る
。
観
に
つ
い
て
は

「
そ
の
［
止
の
］
行
に
よ
っ
て
、
心
に
正
法
を
観
じ
、
所
作
を
省

察
し
て
本
無
を
見
る
。
そ
の
形
相
に
よ
っ
て
是
れ
を
観
と
言
う
」

⑳

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
観
が
「
正
法
を
観
じ
て
本
無

を
見
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
所
に
も
非
有
部
系
統
の
色
彩

が
感
じ
ら
れ
る
。
第
二
章
に
も
「
仏
は
五
陰
を
本
無
と
解
す
」
と

い
う
正
統
派
有
部
の
阿
毘
達
磨
で
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
よ

う
な
法
の
本
無
説
が
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
前

二
七
章
に
「
殆
ど
大
乗
的
の
臭
い
が
な
い
」
と
言
う
こ
と
は
い
さ

さ
か
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
「
神

足
品
」
に
は
そ
れ
に
続
い
て
骨
鎖
を
対
象
と
し
て
止
と
観
を
修
習

す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
骨
鎖
を
対
象
と
す
る
修
習
は
「
倶
舎

論
」
（
賢
聖
品
第
一
四
偶
）
で
は
止
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
観

に
属
す
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
琉
伽
師
地
論
」

（
声
聞
地
）
で
は
骨
鎖
を
対
象
と
す
る
修
習
が
止
観
の
両
方
に
亙

っ
て
修
さ
れ
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

本
経
が
大
乗
の
琉
伽
行
思
想
と
浅
か
ら
ざ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
所
に
、
ル
エ

ッ
グ
博
士
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
を
実
践
し
て
い
た
「
瑞
伽
行

者
が
大
乗
と
小
乗
の
間
隙
に
架
橋
す
る
者
（
夢
の
旨
恩
＆
国
○
言
邑

冨
后
＆
言
の
彊
己
切
名
閏
目
尻
弓
の
冒
○
爵
目
⑭
）
だ
っ
た
で
あ
る

⑳

う
」
と
言
わ
し
め
た
所
以
が
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ワ7
~ 』



更
に
時
代
は
や
や
下
る
が
四
一
三
年
頃
に
仏
陀
祓
陀
羅

臼
匡
住
冨
喜
匙
愚
）
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
『
達
摩
多
羅
禅
経
」

⑰

も
原
題
を
弓
恩
３
国
匡
画
目
（
痩
伽
遮
羅
浮
迷
）
と
言
い
、
や
は

り
大
乗
と
小
乗
を
兼
ね
て
修
習
す
る
学
習
法
を
教
え
る
解
説
書
で

⑳

あ
る
。
著
者
は
達
摩
多
羅
ｅ
冨
昌
呉
国
国
）
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
実
際
は
そ
の
弟
子
仏
駄
先
日
筐
且
言
い
の
目
）
が
編
纂
し
た
も

⑳

の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
四
一
三
年
頃
に
仏
陀
賊
陀
羅

（
国
監
冨
匡
且
国
）
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
。
本
経
は
学
者
に
よ

っ
て
は
「
殆
ど
小
乗
禅
観
に
留
ま
っ
て
」
お
り
、
．
経
を
通
じ

⑳

て
大
乗
的
の
色
彩
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
博
士
は
本
経
も
「
修
行
道
地
経
」
と
同

じ
く
小
乗
的
な
着
想
を
含
み
つ
つ
、
そ
の
結
論
部
前
に
大
乗
的
付

⑪

論
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
博
士
の
指
摘
の

よ
う
に
、
そ
の
第
一
七
章
に
は
大
乗
的
色
彩
の
濃
い
記
述
が
あ
ち

こ
ち
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
快
浄
瑠
璃
三
昧
に
入
れ
ば
縁
起

支
が
容
易
に
観
察
で
き
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
阿
難
が
、
そ
の
言

葉
を
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
「
縁
起
は
見
易
い
」
と
述
べ
た
の

に
対
し
て
、
仏
陀
が
厳
し
く
叱
責
し
諭
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る

⑫

中
に
も
、
「
法
華
経
」
方
便
品
の
冒
頭
で
仏
陀
の
智
慧
の
門
の
解

四
、
達
摩
多
羅
禅
経
に
お
け
る
琉
伽
行

し
難
く
入
り
難
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
も
通
づ
る
、
大
乗

的
思
考
の
傾
向
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

お
ま
え
は
私
の
三
阿
僧
祇
劫
に
及
ぶ
［
修
行
で
獲
得
し
た
］

甚
だ
深
く
て
微
妙
な
［
縁
起
の
観
察
と
い
う
］
果
報
を
台
無

し
に
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
ど
う
し
て
嬉
々
と
し
て
［
縁
起

は
見
易
い
な
ど
と
］
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
。
こ
れ
は
深

く
て
微
妙
な
観
察
な
の
で
あ
る
。
私
は
今
お
ま
え
に
よ
く
理

⑬

解
さ
せ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

仏
陀
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
縁
起
の
観
察
が
得
や
す
い
も
の

で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
そ
れ
を
観
察
し
た
仏
陀
に
の
み
了

解
さ
れ
る
（
爾
炎
、
言
の
菌
）
世
界
を
神
通
力
に
よ
っ
て
阿
難
に

示
現
し
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
。

［
こ
の
よ
う
に
仏
陀
に
の
み
］
了
解
さ
れ
る
［
世
界
］
の
中

に
は
更
に
無
量
無
辺
の
諸
仏
の
世
界
（
境
界
）
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
仏
陀
の
智
慧
が
対
象
と
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な

甚
深
で
微
妙
な
世
界
で
あ
る
。
［
縁
起
は
そ
う
い
う
微
妙
な

世
界
を
対
象
と
す
る
智
慧
に
よ
っ
て
の
み
観
察
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
］
な
の
に
ど
う
し
て
［
そ
れ
を
］
容
易
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
な
ど
と
気
楽
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
ま
え
は
智
慧
が
浅
い
の
で
［
そ
の
深
妙
さ
に
考
え
が
］

及
ば
な
い
か
ら
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
言
う
の
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で
あ
る
。
い
ま
示
し
た
よ
う
に
［
仏
陀
に
の
み
］
了
解
さ
れ

る
世
界
に
は
、
無
量
の
物
事
（
諸
法
）
が
立
ち
現
わ
れ
る
が
、

そ
の
後
に
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
壊
滅
し
て
、
す
べ
て
は
み
な

空
と
な
り
（
一
切
皆
空
）
、
清
浄
で
寂
滅
と
な
る
。
［
し
か
し

仏
陀
は
、
す
べ
て
が
消
え
去
っ
て
］
寂
滅
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
後
に
、
再
び
勝
れ
て
微
妙
な
［
仏
陀
に
の
み
］
了
解
さ
れ

る
［
世
界
を
現
わ
し
出
し
て
］
観
察
し
、
ま
た
仏
陀
の
法
身

を
生
起
し
て
［
そ
れ
を
］
次
第
に
拡
大
し
て
十
方
に
遍
満
さ

せ
る
。
［
そ
の
時
］
無
量
の
法
宝
が
法
身
に
充
満
し
、
法
身

⑭

か
ら
［
発
す
る
］
光
明
に
は
そ
の
窮
ま
り
が
な
い
。

こ
こ
で
は
仏
陀
の
世
界
に
お
い
て
、
つ
ま
り
本
来
の
在
り
方
と

し
て
は
、
す
べ
て
の
物
事
は
生
起
し
つ
つ
消
滅
す
る
存
在
で
あ
っ

て
空
で
あ
り
、
そ
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
清
浄
で
あ
り
、
分
別
さ

れ
ず
寂
滅
し
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
「
般
若

経
」
の
空
思
想
に
通
づ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
仏
陀
の
世
界
に
お
い
て
、
つ
ま
り
本
来
の
在
り
方
と

し
て
は
、
す
べ
て
の
物
事
は
生
起
し
つ
つ
消
滅
す
る
存
在
で
あ
っ

て
空
で
あ
り
、
そ
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
清
浄
で
あ
り
、
分
別
さ

れ
ず
寂
滅
し
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
「
般
若

経
」
の
空
思
想
に
通
づ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
は
「
刹
那
と
は
三
世
一
刹
那
で
あ
り
、
一
刹
那
三
世
で
あ

唾

る
」
と
観
ず
る
こ
と
や
、
或
い
は
「
諸
行
（
衆
行
）
は
一
刹
那
も

留
ま
ら
ず
、
ま
た
よ
っ
て
来
る
所
も
、
去
っ
て
行
く
所
も
な
く
、

転
変
し
つ
つ
も
［
法
が
そ
こ
か
ら
］
去
っ
て
来
る
［
と
さ
れ
る
阿

毘
達
磨
で
立
て
る
よ
う
な
未
来
世
と
い
う
］
所
も
な
く
、
去
り
終

わ
っ
て
［
実
有
と
し
て
立
て
ら
れ
る
過
去
世
に
］
積
聚
す
る
こ
と

⑳

も
な
い
」
と
観
ず
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
阿
毘

達
磨
の
三
世
実
有
の
教
義
を
想
定
し
つ
つ
そ
れ
を
批
判
す
る
修
習

⑰

法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
本
書
も

『
修
行
道
地
経
」
や
「
玲
伽
師
地
論
』
と
同
様
、
小
乗
の
み
な
ら

ず
大
乗
の
修
習
法
を
兼
ね
て
解
説
す
る
害
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

龍
《
，
／
○

本
経
は
十
七
章
か
ら
成
る
。
初
め
の
八
章
で
持
息
念
（
安
般

念
）
を
説
き
、
第
九
’
一
二
章
で
不
浄
観
を
説
き
、
第
一
三
章
で

界
方
便
観
、
第
一
四
章
で
四
無
量
心
観
、
第
一
五
章
で
五
穂
観
、

第
一
六
章
で
十
二
処
観
、
第
一
七
章
で
縁
起
観
を
説
く
。
慈
悲
観

は
四
無
量
心
観
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
本
経
に
は

五
停
心
観
が
す
べ
て
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
五
種
の

観
法
は
一
組
の
も
の
と
も
さ
れ
ず
他
の
も
の
と
特
に
区
別
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

し
か
し
持
息
念
と
不
浄
観
は
他
と
区
別
さ
れ
て
「
二
甘
露
門
」

⑬

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
種
は
そ
れ
ぞ
れ
方
便
道
か
ら
勝
進
道
に
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進
む
と
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
が
更
に
そ
れ
ぞ
れ
に
階
梯
が
設
け
ら

れ
て
退
分
、
住
分
、
升
進
分
、
決
定
分
の
順
序
で
修
習
さ
れ
る
と

解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
修
習
階
梯
の
立
て
方
は
阿
毘
達

磨
論
書
中
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
持
息
念
の
解
説

⑲

中
に
、
数
、
随
、
住
、
観
、
還
、
浄
の
六
種
の
修
習
法
を
説
く
こ

と
は
「
倶
舎
論
」
や
『
婆
娑
論
」
と
同
様
で
あ
る
。
不
浄
観
中
の

骨
鎖
観
の
解
説
中
に
始
習
行
、
少
習
行
、
久
修
習
の
三
種
を
立
て

⑩る
こ
と
も
「
倶
舎
論
」
や
『
婆
娑
論
」
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
阿
毘
達
磨
論
書
と
共
通
す
る
修
習
法
を
一
方
で
採
用
し
つ
つ

他
方
で
は
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
方
法
を
も
採
用
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
倶
舎
論
」
で
は
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は

⑪

真
実
作
意
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
し
か
し
本
経
で
は
こ
の
二
種
の

作
意
は
説
か
れ
ず
、
煩
悩
を
断
ず
る
も
の
は
達
磨
摩
那
斯
伽
暹

、

含
冨
昌
煙
目
四
目
巴
厨
『
煙
〕
法
作
意
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が

そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
『
修
行
道
地
経
一
で
あ
れ

「
達
摩
多
羅
禅
経
」
で
あ
れ
、
弓
潤
ｏ
画
『
苦
言
目
と
い
う
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
原
題
を
持
つ
典
籍
を
、
小
乗
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教

五
、
琉
伽
行
者
は
大
乗
仏
教
興
起
時
の

状
況
を
示
唆
す
る

が
展
開
し
て
行
く
過
程
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
得
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ル
エ
ッ
グ
博
士
も
上
記
の
ド

ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
論
文
の
主
張
を
評
価
し
て
、
『
玲
伽
師
地
論
」
に

「
声
聞
地
」
と
「
菩
薩
地
」
の
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
或
い
は
「
修
行
道
地
経
』
に
大
乗
的
な
三
章
が
付
記
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
玲
伽
行
者
（
苫
彊
８
国
）
が
小
乗
と
大
乗

に
架
橋
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
述

⑬

べ
て
い
る
。
小
乗
か
ら
大
乗
に
架
橋
す
る
者
と
し
て
の
琉
伽
行
者

の
在
り
方
を
考
察
す
る
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
宇
井
博
士
の
指
摘

に
注
意
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
重
要

な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
と
す

る
。

大
毘
婆
娑
論
二
百
巻
を
通
覧
す
る
と
其
中
に
属
々
琉
伽
師
な

る
も
の
の
説
が
挙
げ
ら
れ
て
居
る
。
琉
伽
師
は
多
く
の
場
合

に
諸
琉
伽
師
と
せ
ら
れ
て
居
る
し
、
時
に
は
北
方
諸
琉
伽
師
、

南
方
諸
琉
伽
師
、
一
切
処
諸
琉
伽
師
な
ど
と
も
称
せ
ら
る
る

う
と
思
う
。
其
引
用
せ
ら
る
る
説
を
見
る
と
凡
て
に
於
て
か

く
解
す
る
の
が
最
も
至
當
で
あ
る
と
考
へ
ら
る
る
。
故
に
支

か
ら
、

に
実
践
観
修
す
る
こ
と
を
主
と
し
た
人
々
を
指
す
の
で
あ
る

て
い
た
の
で
は
な
く
し
て
有
部
経
部
な
ど
の
理
論
学
説
を
特

此
は
必
ず
し
も
特
殊
の
一
派
と
し
て
団
体
的
に
存
し
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那
で
古
い
時
代
に
い
は
れ
た
所
謂
禅
経
の
学
を
奉
ず
る
人
々

と
大
体
同
一
で
あ
る
。
禅
経
の
学
は
初
め
に
小
乗
で
説
く

種
々
な
る
実
践
門
の
教
目
を
修
し
、
其
部
分
部
分
を
積
む
で

修
定
を
進
め
最
後
の
究
寛
心
地
に
至
ら
む
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
進
修
の
結
果
は
必
ず
大
乗
ま
で
進
入
す
る
も
の
で
あ

る
。
此
事
は
種
々
な
る
禅
経
の
説
く
所
を
見
れ
ば
直
ち
に
判

る
こ
と
と
思
ふ
が
、
此
特
殊
の
性
質
が
琉
伽
論
の
そ
れ
と
一

致
し
、
其
十
七
地
と
纒
め
た
鮎
に
最
も
よ
く
表
は
れ
て
居
る
。

更
に
具
体
的
の
例
を
取
っ
て
い
へ
ば
衆
護
の
修
行
道
地
経
が

⑭

最
も
注
意
に
値
す
る
。
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

博
士
は
こ
の
よ
う
に
『
修
行
道
地
経
』
を
「
小
乗
か
ら
大
乗
ま

⑮

で
を
包
括
す
る
組
織
方
法
」
を
説
く
書
と
見
倣
し
て
い
る
。
ま
た

⑮

博
士
が
「
婆
娑
論
』
に
説
か
れ
る
玲
伽
師
の
在
り
方
を
支
那
で
禅

経
の
学
を
奉
じ
た
人
々
が
行
な
っ
た
修
習
法
と
同
一
の
も
の
と
認

め
て
い
る
点
に
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
横
超
慧
日
博
士

が
前
秦
に
お
け
る
禅
観
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
道
安
の
生
涯
を
解

説
し
た
次
の
よ
う
な
記
事
と
も
よ
く
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
道
安
は
、
漢
代
に
安
世
高
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ

た
「
安
般
守
意
経
」
な
ど
の
阿
含
経
典
に
説
か
れ
る
禅
観
を
修
習

し
つ
つ
も
、
そ
の
諸
種
禅
観
の
雑
然
た
る
集
積
に
あ
き
た
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
相
互
に
統
一
す
る
根
本
理
念
を
強
く
求
め
て
い
た
。
そ

れ
を
般
若
経
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
い
出
そ
う
と
し
た

が
、
般
若
経
は
禅
観
の
各
種
目
の
相
互
の
関
係
を
細
説
す
る
も
の

で
は
な
く
、
彼
の
願
い
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
晩
年

に
な
っ
て
長
安
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
阿
毘
曇
八
權
度
論
」
「
稗
婆

娑
論
」
の
中
に
そ
れ
を
発
見
し
て
無
上
の
喜
び
を
感
じ
た
と
さ
れ

⑰
フ
（
〕
○

と
こ
ろ
で
安
世
高
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
道
地
経
」
一
巻

の
訳
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
出
三
蔵
記
集
』
に
よ
れ

ば
こ
の
経
典
は
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
ャ
（
衆
護
）
の
二
七
章
か
ら
な
る

経
典
（
竺
法
護
訳
『
修
行
道
地
経
」
七
巻
に
相
当
）
か
ら
七
章
だ
け
を

⑱

抄
出
翻
訳
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
荒
牧
典
俊
博
士
は

両
訳
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
は
発
展
段
階
の
異
な
り

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
両
訳
は
同
一
経
典
に
基
づ
く
訳
で
は
な

い
と
考
え
て
、
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
琉
伽
行
者
弓
喝
。
回
国
の
根
本
テ
ク

ス
ト
が
安
世
高
訳
段
階
か
ら
、
竺
法
護
訳
段
階
へ
と
発
展
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
か
れ
ら
の
修
行
道
体
系
の
革
新
運
動

⑲

を
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
注
目
す
べ
き
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

博
士
の
見
解
に
従
え
ば
、
琉
伽
行
者
の
根
本
テ
ク
ス
ト
は
、
安
世

高
訳
段
階
の
有
部
阿
毘
達
磨
的
な
も
の
か
ら
次
第
に
竺
法
護
訳
段

階
の
大
乗
的
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
今
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
て
き
た
竺
法
護
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訳
の
『
修
行
道
地
経
」
の
章
だ
て
に
ま
つ
わ
る
問
題
、
例
え
ば
小

乗
的
な
前
二
七
章
の
後
に
大
乗
的
な
色
彩
の
濃
厚
な
三
章
が
付
加

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
違
和
感
や
、
或
は
「
道
安
録
」
に

最
後
の
三
章
が
近
人
に
よ
っ
て
合
せ
ら
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
経
典
が
そ
の
発
展
過
程
の

過
渡
期
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解

で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
宇
井

博
士
の
よ
う
に
こ
の
経
典
に
は
そ
の
成
立
当
初
か
ら
最
後
の
三
章

も
備
わ
っ
て
い
た
と
す
る
よ
り
も
、
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
博
士
の
よ

う
に
最
後
の
三
章
は
大
乗
の
興
起
に
よ
っ
て
新
た
に
生
じ
た
要
求

に
応
じ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
方
が
、
そ
の
発
展
過

程
の
状
況
を
よ
り
如
実
に
反
映
す
る
見
解
と
し
て
説
得
力
を
持
つ

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
柄
か
ら
も
瑞
伽
行
や
そ
れ
を
実
践
す
る
琉
伽
行
者

た
ち
の
在
り
方
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
玲
伽
行
者
の
修
習
法
の
実
際
を
考
察
す

る
こ
と
が
大
乗
仏
教
の
起
源
を
理
解
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な

る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
充
分
に
予
想
さ
れ
る
。

以
上
、
『
修
行
道
地
経
」
と
「
達
摩
多
羅
禅
経
」
の
内
容
を
概

観
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
阿
毘
達
磨
論
害
の
修
習
法

を
そ
の
枠
組
み
と
し
、
そ
の
中
に
般
若
経
に
説
か
れ
る
よ
う
な
空

思
想
を
盛
り
込
ん
で
、
正
統
派
阿
毘
達
磨
論
害
の
そ
れ
と
は
異
な

る
新
た
な
修
習
法
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
企
図
が
伺
え
る
。
そ
の

記
述
の
中
に
わ
わ
れ
は
大
乗
仏
教
興
起
時
の
状
況
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注①
宮
本
正
尊
編
「
大
乗
仏
教
の
成
立
史
的
研
究
」
所
収
「
大
乗
仏
教

の
教
団
史
的
性
格
」
（
昭
和
二
九
年
）
。
同
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研

究
」
（
昭
和
四
三
年
）

②
Ｑ
侭
。
昌
の
。
言
胃
冒
白
馬
印
画
“
の
〉
“
画
冒
巨
ぐ
引
冒
且
肌
鼠
ｏ
昌
旨
‐

ず
昏
昌
○
ず
面
四
く
里
・
旨
弓
の
く
旦
国
。
○
ず
の
巳
斥
創
ｚ
ｇ
①
ｍ
○
．
号
①
○
巳
壽
且

《
ず
の
国
○
○
丙
旨
三
目
凹
写
倒
冨
四
口
四
〕
尋
尽
き
畠
『
‐
画
葛
曽
苫
弓
○
壁
ご
曽
凰
△
』
『
’
四
』
饅

』
④
劃
、
．

③
一
九
九
二
年
の
公
開
講
演
は
顧
昌
爵
昌
吻
○
曰
あ
の
閏
ｏ
宮
口
巴
。
目

吾
の
ｇ
侭
旨
唖
旦
昏
の
巨
四
厨
箇
巨
四
》
弓
宮
寺
ど
の
言
の
Ｆ
Ｃ
Ｃ
画
品

詞
。
、
》
目
出
国
回
」
切
目
尉
冨
、
［
Ｓ
門
馬
閉
員
ｚ
両
君
の
両
国
団
い
く
○
一

ｘ
浅
く
冒
乏
ｏ
］
・
己
閉
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
四
年

の
公
開
講
演
は
冠
四
三
国
閏
昌
切
○
戸
の
○
日
の
詞
昌
の
８
○
口
、
○
国
三
①

も
の
厨
ｇ
且
ご
旦
芽
の
、
宮
色
盲
ゞ
禦
愈
○
国
ミ
の
亀
曾
ざ
》
く
。
］

Ｆ
浅
旨
く
ゞ
ｚ
○
．
少
ご
器
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

④
佐
々
木
閑
「
大
乗
仏
教
在
家
起
源
説
の
問
題
点
」
（
『
花
園
大
学
文

学
部
研
究
紀
要
』
第
二
七
号
、
一
九
九
五
年
）
。

⑤
袴
谷
憲
昭
「
悪
業
払
拭
の
儀
式
関
連
経
典
雑
考
（
Ⅳ
）
」
（
『
駒
沢

大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
四
号
、
’
九
九
三
年
）
四
九
頁
。

近
年
の
平
川
説
批
判
は
勺
幽
二
三
邑
冨
曰
切
．
冨
昌
習
習
四
国
且
今
‐

Q･
』と



尉
冒
．
Ｆ
ｏ
且
○
ロ
四
目
ｚ
①
君
国
○
鼻
｝
ら
、
ｃ
の
旨
寓
且
匡
９
５
己
や

］
○
国
四
弓
口
邑
醒
、
堕
弄
の
弓
二
①
○
局
揖
冒
ｍ
四
国
竺
両
閏
辱
国
房
８
暑
旦

三
の
巨
四
厨
国
目
四
百
窟
ゞ
目
『
且
ご
Ｏ
ｐ
ｇ
三
号
型
目
色
、
匡
邑
言
の
巳
．

弓
〕
芸
ゆ
め
言
竺
冒
旦
三
①
宛
弾
冒
閏
胤
勗
昌
国
勤
邑
堅
胃
①
匿
扁
匹
冒
翼
閂
茜
一
の
｝

く
○
巨
』
ロ
‐
宮
‐
目
巨
協
の
弓
豐
○
国
艀
昌
８
め
ゞ
ら
器
に
詳
細
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

⑥
平
川
「
大
乗
仏
教
の
教
団
史
的
性
格
」
三
出
家
菩
薩
の
宗
教
的

実
践
。
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
四
四
八
、
四
六
四
、
四

七
四
頁
。
同
氏
等
編
集
『
講
座
・
大
乗
仏
教
１
』
「
大
乗
仏
教
の
特

質
、
二
九
‐
三
十
頁
参
照
。
袴
谷
氏
は
「
礁
伽
師
地
論
』
に
律
儀
戒

が
先
ず
説
か
れ
、
第
二
に
摂
善
法
戒
が
説
か
れ
、
第
三
に
饒
益
有
情

戒
が
説
か
れ
る
の
は
、
在
家
出
家
に
共
通
の
「
習
慣
（
且
四
）
」
を

取
り
ま
と
め
る
必
要
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
袴
谷
前
掲

論
文
、
四
九
頁
参
照
。

⑦
平
川
「
大
乗
仏
教
の
教
団
史
的
性
格
」
四
六
八
頁
。

⑧
『
国
訳
』
経
集
部
四
、
修
行
道
地
経
解
題
、
九
頁
。

⑨
大
正
四
、
二
五
頁
、
ｂ
。

⑩
『
国
訳
』
経
集
部
四
、
修
行
道
地
経
解
題
、
八
頁
。

⑪
大
正
五
五
、
九
頁
、
ａ
。

⑫
復
元
「
道
安
目
録
」
（
常
盤
大
定
『
訳
経
総
録
』
所
収
）
一
六
五

頁
。

⑬
闘
昌
胃
日
誌
ぐ
筐
ゞ
：
Ｆ
“
母
○
恩
３
『
号
言
昌
号
際
信
四
旨
房
Ｐ
、

、
ミ
時
§
冬
一
）
国
８
奇
．
軍
§
ｓ
鷺
》
后
鯉
》
目
○
日
の
閣
口
く
》
呵
閉
。
蝉

農
①
山
部
能
宜
氏
か
ら
こ
の
論
文
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
頂
い
た

（
崖
邑
の
言
噌
○
開
甲
○
８
‐
国
○
個
３
３
皿
罰
の
砦
○
易
の
）
。
こ
の
場
を

借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

⑭
宿
刷
蔵
経
『
修
行
道
地
経
」
、
暑
六
、
八
○
、
ｂ
・
渡
辺
泰
道

「
修
行
道
地
経
と
法
華
経
と
の
関
係
に
就
い
て
」
（
一
Ｊ
宗
教
研
究
』
新

第
四
巻
一
号
）
一
二
○
頁
に
訳
経
因
縁
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑮
宇
井
伯
壽
『
印
度
哲
学
研
究
』
第
一
、
三
七
一
頁
。

⑯
同
書
、
三
七
一
’
三
七
二
頁
。

⑰
厚
目
曾
筐
の
》
§
員
も
い
ち

⑬
大
正
一
五
、
一
九
一
頁
、
Ｃ
（
人
身
不
浄
之
法
）
．
（
慈
心
）
、

一
九
二
頁
、
ａ
、
（
観
十
二
因
縁
）
。
（
出
入
息
）
、
同
頁
、
ｂ
、

（
骨
鎖
頭
身
）
。

⑲
大
正
二
七
、
六
六
二
頁
、
Ｃ
、
八
’
一
○
。

⑳
大
正
一
五
、
一
二
二
頁
、
ａ
、
二
’
一
三
。

⑳
シ
【
国
戸
昌
》
屋
号

⑳
大
正
一
五
、
’
二
一
頁
、
Ｃ
、
一
五
’
’
八
。

⑳
野
沢
静
證
『
大
乗
仏
教
礁
伽
行
の
研
究
』
一
三
八
’
一
三
九
頁
参

照
。
ツ
ル
テ
イ
ム
・
ケ
サ
ン
、
小
谷
信
千
代
『
仏
教
琉
伽
行
思
想
の

研
究
』
一
三
八
’
一
四
五
頁
参
照
。

⑳
「
国
訳
』
経
集
部
四
、
修
行
道
地
経
解
題
、
八
頁
。

⑳
『
修
行
道
地
経
』
（
大
正
一
五
）
一
二
一
頁
、
Ｃ
、
一
八
’
二
○
。

⑳
ロ
儒
茸
ｏ
筒
計
酉
の
淵
》
ゞ
○
ｚ
シ
母
○
の
シ
弓
幻
両
醇
目
の
固
皀

の
シ
ｚ
の
犀
刃
弓
司
幻
○
冨
心
同
Ｆ
”
苫
ミ
葵
ミ
ミ
号
』
ご
ミ
ー
ミ
薑

○
割
、
ミ
ミ
助
Ｒ
尽
唇
〕
岸
④
①
刃
く
○
］
．
“
式
ｚ
○
・
脚
や
』
⑦
脚
二
・
芦
、
い
，

⑰
『
達
摩
多
羅
禅
経
』
（
大
正
一
五
）
の
序
文
末
尾
に
「
庚
伽
遮
羅
浮

迷
。
訳
言
修
行
道
地
」
と
あ
る
。

⑳
馬
鳴
の
『
サ
ウ
ン
ダ
ラ
ナ
ン
ダ
』
も
弓
恩
３
国
三
口
目
と
呼
ば

る
べ
き
書
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
本
庄
氏
よ
り
御
教
示
い
た

だ
い
た
。
本
庄
良
文
「
馬
鳴
詩
の
な
か
の
経
量
部
説
」
（
「
印
仏
研
』

、、

。｡



第
三
六
巻
第
一
号
）
三
九
○
頁
。
松
濤
誠
廉
『
仏
教
に
お
け
る
信
と

行
」
「
第
二
部
玲
伽
行
派
の
祖
と
し
て
の
馬
鳴
」
参
照
。
「
サ
ウ
ン

ダ
ラ
ナ
ン
ダ
』
と
『
聡
伽
師
地
論
』
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
山

部
能
宜
氏
が
目
下
詳
細
な
研
究
を
さ
れ
て
お
り
、
や
が
て
発
表
さ
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
氏
よ
り
ご
教
示
を
受
け

た
。

⑳
「
国
訳
」
経
集
部
四
、
達
摩
多
羅
禅
経
解
題
、
六
頁
参
照
。
胃
‐

目
曾
こ
の
§
§
も
．
患
い
甲
印

⑳
同
解
題
四
頁
参
照
。

④
胃
ョ
芯
ぐ
筐
の
§
胃
も
函
罵
》
弓
津
や
患
い
畠

⑫
大
正
九
、
五
頁
、
ｂ
。

⑬
大
正
一
五
、
三
二
四
頁
、
ａ
、
一
九
’
二
一
・

⑭
同
、
三
二
四
頁
、
ｂ
、
一
四
’
二
四
。

⑮
同
、
三
二
四
頁
、
ｂ
、
二
九
。

⑯
同
、
三
二
四
頁
、
Ｃ
、
二
’
四
。

⑳
同
、
三
○
六
頁
、
ａ
、
一
七
’
一
八
。

⑱
同
、
三
○
一
頁
、
Ｃ
、
二
・

⑲
同
、
三
○
二
頁
、
ａ
、
二
六
’
二
九
。

⑳
同
、
三
一
七
頁
、
ｂ
、
二
二
’
二
三
。

⑨
不
浄
観
が
勝
解
作
意
で
あ
る
こ
と
は
、
シ
【
犀
も
尉
興
岸
脚
玄

英
訳
二
七
頁
、
ｂ
、
二
九
Ｉ
Ｃ
、
一
・
持
息
念
が
真
実
作
意
で
あ

る
こ
と
は
、
同
じ
く
壱
闇
Ｐ
届
玄
英
訳
三
八
頁
、
ａ
、
二
○

’
二
一
を
参
照
。

、
大
正
一
五
、
三
二
一
頁
、
Ｃ
、
三
’
四
。

⑬
罰
匡
の
脂
６
毛
。
旨

⑭
宇
井
前
掲
書
、
三
七
○
頁
。

⑮
同
、
三
七
一
頁
。

⑯
『
婆
娑
論
』
に
説
か
れ
る
琉
伽
行
者
に
つ
い
て
は
西
義
雄
「
部
派

仏
教
に
於
け
る
玲
伽
師
と
そ
の
役
割
」
（
『
仏
教
研
究
』
第
三
巻
、
一
、

昭
和
一
四
年
）
が
詳
し
い
。

⑰
横
超
慧
日
『
中
国
仏
教
の
研
究
』
第
一
、
二
○
六
’
二
一
四
頁
。

⑬
「
出
三
蔵
記
集
』
（
大
正
五
五
）
、
九
五
頁
、
ａ
、
二
二
’
二
四
。

荒
牧
訳
「
出
三
蔵
記
集
』
（
「
大
乗
仏
典
」
中
国
・
日
本
篇
３
）
、
三

五
頁
。

⑲
荒
牧
前
掲
書
、
二
二
七
頁
、
訳
注
（
皿
）
。
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