
『
摩
訶
止
観
』
の
中
心
と
し
て
体
系
的
に
説
示
さ
れ
る
十
境
・

十
乗
観
法
と
は
、
「
止
観
」
行
の
具
体
的
な
修
習
方
法
で
あ
り
、

ま
た
実
相
を
観
得
す
る
た
め
の
実
践
的
な
方
途
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
観
察
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
立
て
ら
れ
る
十
境
（
陰
入
界
境
・

煩
悩
境
・
病
患
境
・
業
相
境
・
魔
事
境
・
禅
定
境
・
諸
見
境
・
増

上
慢
境
・
二
乗
境
・
菩
薩
境
）
と
、
そ
れ
の
観
察
の
方
法
で
あ
る

十
乗
（
観
不
思
議
境
・
起
慈
悲
心
・
巧
安
止
観
・
破
法
遍
。
識
通

塞
・
修
道
品
・
対
治
助
道
・
知
次
位
・
能
安
忍
・
無
法
愛
）
と
い

っ
た
、
行
の
中
心
的
な
問
題
が
整
理
さ
れ
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

所
観
の
境
と
し
て
立
て
ら
れ
る
十
境
と
は
、
一
切
法
を
ま
と
め

て
示
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
一
切
法
と
い
っ
て
も
あ
ま
り
に

も
高
遠
空
漠
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
の
効
果
的
な
観
察
の

た
め
に
整
理
・
類
別
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
十
境

天
台
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
に
つ
い
て

は
じ
め
に

で
あ
る
。
そ
し
て
最
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
陰
入
界
境
の
み
が
行

人
所
受
の
身
心
で
あ
っ
て
常
に
現
前
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

必
ず
こ
れ
を
観
察
の
対
境
と
し
、
他
の
九
境
は
必
ず
し
も
常
に
現

前
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
生
起
し
た
と
き
の
み
観
察
の
対
境
と

す
る
、
と
い
っ
た
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
十
乗
観
法
は
、
百
法
成
乗
と
し
て
十
境
の
い
ち
い
ち
の
観

察
に
適
用
し
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
の
十
境
に

お
け
る
事
情
と
は
異
な
り
、
実
際
の
修
観
に
あ
た
っ
て
十
乗
相
互

の
修
行
条
件
が
明
確
に
定
ま
っ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

十
乗
す
べ
て
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
行
者

の
根
性
の
相
違
に
よ
っ
て
十
乗
の
一
部
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
よ

い
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
容
易
に
判
断
し
尽
く

せ
な
い
事
情
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
に
つ
い
て
、
智
顎

の
真
意
が
一
体
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
言
え

うぐ

窪

康
充
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ぱ
、
十
乗
観
法
の
原
則
と
い
う
も
の
が
本
来
的
に
あ
る
の
か
ど
う

か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
踏
ま
え
て
追
究
し

て
み
よ
う
と
思
涛
フ
。

上
記
の
ご
と
く
、
『
摩
訶
止
観
』
に
は
、
十
乗
観
法
に
関
す
る

明
確
な
修
行
規
定
の
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
十
乗
観
法

に
お
い
て
具
略
の
分
別
が
存
在
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の

具
略
と
い
う
も
の
が
あ
る
以
上
、
智
韻
が
十
乗
観
法
に
お
け
る
何

ら
か
の
原
則
を
設
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
憶
測
は
当
然

生
じ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
十
乗
の
具
略
に
つ
い
て
そ
の
大
要
を

示
し
て
お
こ
湯
フ
。

《
陰
入
界
境
》

・
如
レ
此
慈
悲
誓
願
与
二
不
思
議
境
智
記
非
し
前
非
し
後
同
時
倶

①

起
。
（
第
二
起
慈
悲
心
）

②

・
須
二
行
填
で
願
。
行
即
止
観
也
。
（
第
三
巧
安
止
観
）

．
上
善
巧
安
レ
心
則
定
慧
開
発
。
不
し
俟
二
更
破
記
若
未
二
相
応
記

③

応
下
用
二
有
定
之
慧
一
而
尽
浄
伝
之
。
故
言
し
破
耳
。

（
第
四
破
法
遍
）

・
根
鈍
遮
重
者
、
以
二
根
鈍
一
故
、
不
し
能
三
即
開
二
三
解
脱
門
元

以
二
遮
重
一
故
、
牽
二
破
観
心
記
為
二
是
義
一
故
応
下
須
二
治
道
一

一
十
乗
観
法
の
具
略

④

対
中
破
遮
障
必
則
得
三
安
隠
入
二
三
解
脱
門
記

（
第
七
助
道
対
治
）

《
煩
悩
境
》

⑤

・
如
レ
是
観
時
、
追
傷
二
己
過
記
（
第
二
起
慈
悲
心
）⑥

・
為
し
満
し
願
故
、
須
レ
立
一
婁
行
毛
行
之
要
者
、
莫
レ
先
二
止
観
記

（
第
三
巧
安
止
観
）

⑦

・
若
眼
智
未
レ
開
。
破
レ
障
令
レ
遍
。
（
第
四
破
法
遍
）

《
病
患
境
》

・
作
二
是
観
一
時
、
諮
爾
消
差
。
金
光
明
云
、
直
聞
二
是
言
『

病
即
除
愈
、
即
初
観
意
耳
。
復
有
下
深
重
難
二
除
差
一
者
与

⑧

至
二
長
者
所
「
為
合
二
衆
薬
↓
病
乃
得
し
差
。
即
後
九
観
意
也
。

（
第
一
観
不
思
議
境
）

・
助
道
者
。
若
修
二
正
観
「
未
し
得
し
差
者
。
当
し
借
二
前
来
六⑨

種
之
治
正
助
合
行
、
尚
能
入
し
道
。
何
況
身
疾
而
不
二
消
除
兎

（
第
七
助
道
対
治
）

《
禅
定
境
》

・
若
如
レ
此
観
、
諮
得
レ
悟
者
。
直
閻
一
是
言
一
煩
悩
病
愈
。
不

⑩

レ
須
二
下
九
法
一
也
。
（
第
一
観
不
思
議
境
）

・
若
不
レ
悟
者
是
大
鈍
根
大
遮
障
罪
。
恐
因
二
罪
障
一
更
造
二
過

⑪

失
弍
故
重
明
三
下
三
種
意
二
耳
。
（
第
八
識
次
位
）

こ
れ
ら
を
通
観
す
る
な
ら
ば
、

18



《
陰
入
界
境
》
で
は
、
観
不
思
議
境
。
起
慈
悲
心
・
巧
安
止
観

の
三
法
が
一
具
の
も
の
と
し
て
同
時
に
修
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
い
ま
だ
相
応
せ
ざ
る
と
き
」
は
、

さ
ら
に
広
く
第
四
破
法
遍
、
ま
た
は
第
五
以
下
を
用
い
る
の
で
あ

っ
て
、
前
の
三
種
と
後
の
第
四
以
下
の
観
法
と
を
明
確
に
区
別
し

て
い
る
。
ま
た
第
七
助
道
対
治
で
は
、
「
根
利
無
遮
・
根
利
有
遮
・

根
鈍
無
遮
・
根
鈍
有
遮
」
と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
、
と
く
に
「
根

鈍
有
遮
」
の
た
め
の
必
要
性
を
こ
こ
で
指
摘
し
、
第
六
道
品
調
適

と
後
の
第
七
法
以
下
と
の
修
行
条
件
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

《
煩
悩
境
》
で
は
、
前
の
陰
入
界
境
と
同
様
に
、
観
不
思
議
境

・
起
慈
悲
心
・
巧
安
止
観
の
三
者
を
一
具
の
も
の
と
し
て
捉
え
、

「
も
し
眼
智
い
ま
だ
開
け
ず
ん
ば
」
第
四
破
法
遍
を
用
い
る
と
述

今
へ
て
お
り
、
前
の
三
法
と
第
四
破
法
遍
以
下
の
観
法
と
を
区
別
し

て
い
る
。

《
病
患
境
》
で
は
、
観
不
思
議
境
の
一
法
の
み
で
煩
悩
の
病
を

消
差
す
と
述
べ
、
そ
れ
を
消
差
し
が
た
き
者
の
た
め
に
、
他
の
九

乗
を
用
い
る
も
の
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
ま
た
第
七
助
道
対
治
が

補
助
的
な
意
味
を
為
す
も
の
と
し
て
前
の
六
法
と
区
別
さ
れ
て
い

づ
（
》
○

《
禅
定
境
》
で
は
、
さ
ら
に
十
乗
観
法
の
修
行
の
規
定
・
条
件

が
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
観
不
思
議
境
で
は
、

こ
の
一
法
に
よ
っ
て
直
ち
に
悟
り
を
得
る
者
は
他
の
九
法
を
須
い

る
必
要
は
な
い
と
明
言
し
、
ま
た
第
八
知
次
位
・
第
九
能
忍
・
第

十
無
法
愛
の
三
法
に
つ
い
て
は
、
「
大
鈍
根
大
遮
障
」
の
罪
あ
る

者
の
た
め
に
あ
る
観
法
と
し
て
、
前
の
七
法
と
完
全
に
切
り
離
し

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
十
乗
に
こ
の
よ
う
な
具
略
が
存
在
す
る
の
は
行
者
の

機
根
根
性
の
相
違
に
拠
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
機
根
根
性
が
三
種
の

段
階
を
踏
ん
で
い
る
傾
向
は
十
境
す
今
へ
て
に
お
い
て
お
お
よ
そ
共

通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
十
乗
の
具
略
が

こ
の
よ
う
な
共
通
し
た
機
根
の
条
件
を
前
提
に
し
て
い
る
と
し
て

も
、
そ
の
具
略
の
内
分
け
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ

て
お
り
決
し
て
一
義
的
な
様
相
を
呈
示
し
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
こ
の
点
が
十
乗
観
法
に
修
行
規
定
を
設
け
る
上
で
の
最
も
困

難
な
事
情
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
観
不
思
議
境
に
つ
い
て
は
、

発
得
の
境
で
あ
る
《
病
患
境
》
・
〈
禅
定
境
》
に
お
い
て
、
「
こ
の

観
（
観
不
思
議
境
）
を
な
す
と
き
、
諮
爾
と
し
て
消
差
す
」
、
あ
る

い
は
「
下
の
九
法
を
須
い
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
観
不
思

議
境
の
一
法
の
み
で
目
的
に
達
す
る
と
明
言
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
現
前
の
《
陰
入
界
境
》
、
あ
る
い
は
《
煩
悩
境
》
で
は
、
前
の

三
法
を
一
具
の
も
の
と
規
定
し
、
第
四
破
法
遍
以
下
の
観
法
と
修

行
区
分
を
設
け
て
、
決
し
て
観
不
思
議
境
の
一
法
の
み
で
悟
り
に
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入
る
と
い
っ
た
こ
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
ま
た
第
七
助
道
対
治

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
《
陰
入
界
境
》
・
《
病
患
境
》
で
は
、

行
者
の
機
根
の
相
違
か
ら
明
ら
か
に
助
道
対
治
と
前
の
六
法
と
の

修
行
規
定
の
別
な
る
を
説
い
て
い
る
が
、
《
禅
定
境
》
で
は
、
後

の
三
法
（
第
八
知
次
位
。
第
九
能
安
忍
・
第
十
無
法
愛
）
が
大
鈍

根
大
遮
障
の
罪
あ
る
者
の
た
め
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
、

助
道
対
治
を
含
む
前
の
七
法
と
区
別
し
て
い
る
。
よ
っ
て
第
七
助

道
対
治
が
、
《
陰
入
界
境
》
・
《
病
態
境
》
で
は
前
の
六
法
と
区
別

さ
れ
、
ま
た
《
禅
定
境
》
で
は
後
の
三
法
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、

所
観
の
境
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
事
情
を
有
す
る
こ
と
が
了
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
十
乗
観
法
の
具
略
の
相
違
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。

確
か
に
十
乗
の
具
略
が
機
根
の
相
違
に
よ
っ
て
存
在
し
、
ま
た
そ

の
具
略
が
十
境
す
べ
て
に
共
通
し
た
機
根
の
条
件
に
よ
っ
て
お
お

よ
そ
三
種
に
分
別
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら

か
の
原
則
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
事
実
天

台
の
学
徒
た
ち
も
こ
の
よ
う
な
具
略
に
も
と
づ
い
て
修
行
規
定
を

設
け
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
十
乗
の
具
略
の
分
別

が
共
通
し
て
三
種
に
分
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
反
面
、
そ
の
三
種

の
分
別
を
通
し
た
具
略
の
内
分
け
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
微
妙
に

異
な
っ
て
お
り
一
義
的
な
様
相
を
呈
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

上
記
の
ご
と
く
、
十
乗
観
法
の
具
略
が
共
通
し
て
お
お
よ
そ
三

種
に
分
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
反
面
、
そ
の
具
略
の
内
分
け
が
所

観
の
境
（
Ⅱ
十
境
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
故
十
乗
観
法
に
関
す
る
修
行
規
定
に
つ
い
て
後
世
様

々
な
学
説
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
古
来
天
台
学
界
に

お
い
て
最
初
の
学
説
で
あ
り
、
ま
た
股
も
有
力
視
さ
れ
た
学
説
は
、

湛
然
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

此
十
法
碓
二
倶
円
常
円
元
人
復
有
二
三
根
不
等
記
上
根
唯
一
法
。

⑫

中
根
二
或
七
。
下
根
方
具
し
十
。

行
者
の
機
根
を
上
中
下
の
三
根
に
分
別
し
、
上
根
の
行
人
は
、
十

乗
観
法
の
第
一
観
不
思
議
境
の
一
法
の
み
で
止
観
の
目
的
を
達
し
、

中
根
は
さ
ら
に
起
慈
悲
心
・
巧
安
止
観
・
破
法
遍
・
識
通
塞
。
・
修

道
品
・
対
治
助
開
ま
で
の
七
種
の
観
法
を
必
要
と
し
、
下
根
の
み

が
さ
ら
に
知
次
位
・
能
安
忍
・
無
法
愛
と
い
う
十
乗
観
法
の
全
体

を
修
行
し
て
は
じ
め
て
止
観
の
目
的
を
達
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
別
に
も
う
一
つ
の
有
力
な
学
説
は
、
湛
然
系
以
外
の
上
根
一

な
い
、
と
い
っ
た
重
大
な
問
題
も
含
ん
で
い
る
・
こ
の
よ
う
な
二
面

性
を
も
っ
た
十
乗
の
具
略
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ

う
な
学
説
が
立
て
ら
れ
た
の
か
次
に
窺
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
こ
れ
ま
で
の
学
説
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⑬

法
、
中
根
六
法
、
下
根
十
法
と
い
っ
た
学
説
と
い
わ
れ
て
い
る
。

上
根
と
下
根
に
関
し
て
は
湛
然
の
説
と
変
わ
り
は
は
な
い
が
、
中

根
の
行
者
を
六
法
と
規
定
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
い
ず
れ

も
『
摩
訶
止
観
』
に
は
、
所
観
の
境
の
よ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
に
規
定
で
き
る
根
拠
が
決
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

ま
た
こ
の
よ
う
に
断
定
で
き
る
根
拠
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

た
そ
の
他
に
も
学
説
が
あ
り
、
も
っ
と
も
第
三
巧
安
止
観
の
重
要

性
に
着
目
し
て
、
上
根
一
法
乃
至
三
法
、
あ
る
い
は
上
根
三
法
と

⑭

い
っ
た
学
説
も
あ
る
が
、
最
も
代
表
的
な
も
の
は
は
じ
め
の
二
説

と
さ
れ
、
両
者
と
も
に
上
根
一
法
説
と
す
る
こ
と
は
共
通
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
上
根
一
法
説
と
し
て
主
張
さ
れ
る
観
不

思
議
境
の
観
法
は
、
確
か
に
他
の
九
法
す
べ
て
の
意
義
を
収
め
尽

く
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
十
乗
観
法
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に

⑮

帰
結
点
で
あ
る
と
い
う
意
義
を
充
分
発
揮
し
て
い
る
と
い
え
る
。

よ
っ
て
他
の
九
法
が
観
不
思
議
境
の
徹
底
で
あ
り
、
補
強
と
し
て

の
修
法
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
感
は
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
九

法
す
べ
て
が
観
不
思
議
境
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
修
し
終
え
て

⑮

後
に
改
め
て
要
請
さ
れ
る
実
践
的
態
度
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
も

可
能
で
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
観
不
思
議
境
の
一
法
が
、
直

接
実
相
の
途
を
開
く
修
法
と
し
て
認
め
ら
れ
、
ま
た
他
の
九
法
の

意
義
を
収
め
尽
く
す
こ
と
は
資
料
の
上
で
読
み
と
ら
れ
て
も
、
実

際
の
修
観
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
一
法
の
み
で
目
的
が
か
な
え
ら
れ

る
と
い
う
点
ま
で
は
充
分
に
語
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
意
義
的

に
観
不
思
議
境
の
一
法
が
他
の
九
法
を
収
め
尽
く
し
て
い
る
と
い

う
事
実
と
、
実
際
の
修
観
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
一
法
の
み
で
目
的

に
達
す
る
と
い
う
修
行
規
定
と
で
は
質
的
に
問
題
を
異
に
す
る
わ

け
で
あ
り
、
古
来
有
力
視
さ
れ
た
学
説
も
確
固
と
し
た
根
拠
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
十
乗
観
法

の
修
行
規
定
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
一
義
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

確
か
に
上
記
の
ご
と
く
、
発
得
の
境
に
お
け
る
《
病
患
境
》
・

《
禅
定
境
》
で
は
、
観
不
思
議
境
の
一
法
の
み
で
目
的
に
達
す
る

と
述
令
へ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
十
乗
観
法
全
体
の

修
行
規
定
と
し
て
同
一
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
発
得
の
境
は
生
起

し
た
と
き
の
み
観
境
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
現
前
の
陰
入
界
境
を
前
提
と
し
て
在
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て

発
得
の
境
に
お
け
る
修
行
規
定
と
現
前
の
境
に
お
け
る
そ
れ
と
で

は
質
的
に
重
大
な
相
違
が
あ
り
、
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
を
い
う

場
合
も
、
陰
入
界
境
の
止
観
を
除
い
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
十

境
そ
れ
自
体
の
趣
意
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
上

記
の
十
乗
観
法
の
具
略
に
つ
い
て
、
最
も
尊
重
す
今
へ
き
現
前
の
陰

入
界
境
に
お
い
て
は
、
観
不
思
議
境
と
他
の
九
法
と
の
区
分
規
定
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は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
が
上
根
一
法
説
を
定
義
す
る

上
で
最
も
困
難
な
ら
し
め
る
原
因
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ

ち
こ
の
現
前
の
境
で
は
、
前
三
法
と
第
四
以
下
、
あ
る
い
は
前
六

法
と
後
四
法
と
の
区
分
規
定
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
も
っ
と
も
尊
重
す
べ
き
現
前
の
《
陰
入
界
境
》

に
お
い
て
、
観
不
思
議
境
の
一
法
の
み
で
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
と

い
っ
た
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
古
来
最
も
有
力
視
さ

れ
て
き
た
上
根
一
法
説
は
決
し
て
確
か
な
根
拠
に
よ
る
も
の
と
は

言
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
最
近
安
藤
氏
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
、
上

⑰

根
三
法
・
中
根
七
法
・
下
根
十
法
の
学
説
を
主
張
し
た
。
現
前
の

陰
入
界
境
の
内
容
を
尊
重
し
、
観
不
思
議
境
が
「
識
」
、
起
慈
悲

心
が
「
願
」
、
巧
安
止
観
が
「
行
」
に
相
当
す
る
と
指
摘
し
、
三

者
を
一
具
の
も
の
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
次
第
禅

門
』
か
ら
「
小
止
観
』
、
そ
し
て
『
摩
訶
止
観
』
に
い
た
る
十
乗
観

法
の
成
立
過
程
を
通
し
て
、
と
く
に
巧
安
止
観
の
重
要
性
を
力
説

し
、
上
根
一
法
説
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
新
し
い
視
点
と
し
て
特
に
注
目
す
詞
へ
き
学
説
で
あ
る
。
た

だ
こ
こ
で
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
安
藤
氏
の
学
説
が

最
も
尊
重
す
べ
き
陰
入
界
境
の
具
略
に
拠
っ
て
お
り
、
ま
た
古
来

評
価
さ
れ
て
き
た
学
説
は
結
果
的
に
は
他
の
九
境
の
具
略
の
ど
れ

か
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
、
上
記
の
ご

と
く
、
十
乗
観
法
の
具
略
が
た
と
え
三
根
の
分
別
に
し
た
が
う
共

通
し
た
機
根
の
条
件
を
前
提
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
具
略

そ
の
も
の
の
内
分
け
が
決
し
て
一
義
的
な
様
相
を
示
さ
な
い
と
い

う
事
実
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
事
実
そ
れ
自
体
が

重
大
な
問
題
と
し
て
着
眼
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
具

略
が
一
定
し
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
が
智
韻
本
来
の
思
想
そ
の
も
の

で
あ
っ
て
、
な
に
も
そ
の
統
一
性
の
な
い
具
略
に
も
と
づ
い
て
、

別
に
い
え
ば
、
三
根
の
分
別
に
し
た
が
っ
て
修
行
規
定
を
設
け
る

必
然
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
来
、
十
乗
の
具
略
は
行
者
の

機
根
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
定
し
な
い
十
乗
の
具
略
が

厳
然
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
も
う
少
し
検
討
す

べ
き
行
者
の
機
根
の
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

点
に
つ
い
て
次
に
追
究
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
十
乗
観
法
に
お
け
る
機
根
観

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
十
乗
観
法
に
関
す
る
原
則
の
問
題

は
、
行
者
の
機
根
の
相
違
に
よ
っ
て
十
乗
観
法
の
修
行
に
具
略
が

存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
が
十
境
す
毒
へ
て
に
共
通
し
た
三
種

（
上
・
中
・
下
）
の
機
根
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
規
定
の
学
説
が
生
じ
た
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そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
十
境
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
十
乗
の
具

略
が
、
三
根
分
別
の
規
定
に
し
た
が
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
一

義
的
な
様
相
を
示
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
何
故
に

十
乗
の
具
略
の
様
相
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
の
疑
問
に
つ
い
て
、
十
乗
観
法
に
関
す
る
機
根

の
性
質
を
も
う
少
し
検
討
す
雫
へ
き
余
地
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
機
根

の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
に

つ
い
て
さ
ら
に
追
究
し
て
み
た
い
。

円
頓
止
観
と
し
て
最
も
緊
要
な
十
乗
観
法
に
関
す
る
機
根
の
問

題
は
、
十
乗
そ
の
も
の
の
中
に
呈
示
し
て
み
せ
る
機
根
根
性
に
も

と
づ
い
て
検
討
す
べ
き
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
と
く
に
注
目
す
べ

き
は
第
三
巧
安
止
観
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
巧
安
止
観
で
は
、
信
行

と
法
行
と
に
も
と
づ
い
た
行
法
体
系
を
呈
示
し
、
智
顎
の
機
根
根

性
に
対
す
る
基
本
的
な
見
解
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
十
乗
観
法
の

中
の
第
三
巧
安
止
観
の
大
意
と
は
、
善
巧
に
心
を
安
ず
る
行
法
で

あ
っ
て
、
厳
密
に
は
止
観
に
よ
っ
て
心
を
法
性
に
安
ん
ぜ
し
め
、

心
源
に
還
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
総
と
別
に
大
別
さ
れ
る
巧

安
止
観
は
、
こ
と
に
凡
師
を
対
象
に
す
る
別
の
巧
安
止
観
が
中
心

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ま
た
教
他
と
自
行
の
二
種
に
分
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
信
行
と
法
行
の
二
行
を
基
軸
と
し
た
、
合
計
五
百
十
二
通
り

⑱

の
安
心
の
方
法
を
説
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
五
百
十
二
通
り
の

安
心
法
は
、
信
行
根
性
に
対
す
る
教
他
の
方
法
、
法
行
根
性
に
対

す
る
教
他
の
方
法
、
法
行
の
自
行
の
安
心
、
信
行
の
自
行
の
安
心

と
い
っ
た
四
種
の
構
成
を
も
と
に
、
各
を
八
番
（
止
と
観
の
両
面

に
わ
た
る
四
悉
檀
）
に
わ
た
っ
て
安
心
の
方
法
を
説
い
て
い
る
が
、

基
本
的
に
は
信
・
法
二
行
の
根
性
を
基
軸
と
し
て
い
る
こ
と
に
外

な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
智
顎
は
信
行
・
法
行
に
つ
い
て
、
説
一
切
有
部
と
成

実
宗
の
見
解
を
踏
え
て
説
明
し
て
い
る
。
両
者
と
も
に
信
行
を
鈍
、

法
行
を
利
と
す
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
が
、
説
一
切
有
部
は

「
行
成
」
と
し
て
、
ま
た
成
実
宗
は
「
根
性
」
と
し
て
、
二
行
に

⑲

対
す
る
本
質
的
な
捉
え
方
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て

智
頒
は
、
こ
の
よ
う
な
信
行
・
法
行
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
見
方

を
踏
襲
し
て
、
次
の
よ
う
な
独
自
の
説
を
主
張
す
る
。

今
師
遠
討
二
源
由
記
久
劫
聴
学
久
劫
坐
禅
。
得
し
為
二
信
法
種

⑳

子
記
世
世
車
習
則
成
二
根
性
記
各
於
二
聞
思
一
開
悟
耳
。

す
な
わ
ち
、
遠
く
源
由
を
た
ず
ね
た
と
き
、
久
劫
の
聴
学
と
久
劫

の
坐
禅
を
因
と
す
る
こ
と
に
よ
り
信
行
と
法
行
の
種
子
と
な
る
。

そ
し
て
久
し
き
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
信
。
法
の
種
子
が
世
世
に
重

習
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
性
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
（
久

し
き
因
の
信
行
と
法
行
）
お
の
お
の
が
間
と
思
に
お
い
て
開
悟
す

る
だ
け
で
あ
る
、
と
述
寺
へ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
聞
・
思
の
開
悟
と
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は
、
信
・
法
二
行
に
対
す
る
認
識
を
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
認

識
を
超
え
て
、
開
悟
す
る
上
で
の
最
も
根
本
的
な
一
行
と
し
て
意

義
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
智
領
に
お
け
る
信

行
・
法
行
と
は
、
な
に
も
行
の
た
め
の
行
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

円
頓
止
観
の
行
を
通
じ
て
開
悟
す
る
た
め
に
終
始
一
貫
し
て
用
い

ら
れ
る
べ
き
根
本
行
の
ひ
と
つ
に
外
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
智
韻
は
、
こ
の
よ
う
な
信
．
法
二
行
に
対
す
る
見
解
を

踏
え
て
、
機
根
根
性
の
利
鈍
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

若
論
二
根
利
鈍
一
者
。
法
行
利
内
観
し
法
故
。
信
行
鈍
蘓
レ
他
聞

故
。
又
信
行
利
一
聞
即
悟
故
。
法
行
鈍
歴
し
法
観
察
故
。
或

倶
利
倶
鈍
。
信
行
人
聞
慧
利
修
慧
鈍
。
法
行
人
修
慧
利
聞
慧

⑳
鈍
。

古
来
、
信
行
を
鈍
、
法
行
を
利
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、

信
行
の
人
は
聞
慧
は
利
で
も
修
慧
は
鈍
で
あ
り
、
法
行
の
人
は
修

慧
は
利
で
も
聞
慧
は
鈍
で
あ
る
と
い
っ
て
、
信
行
と
法
行
に
も
と

づ
い
た
機
根
の
利
鈍
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
両

者
同
格
の
立
場
か
ら
、
一
向
に
信
行
・
法
行
な
る
者
が
あ
り
、
あ

る
い
は
「
信
、
法
は
孤
り
立
た
ず
、
す
ぺ
か
ら
く
間
・
思
あ
い
資

く
《
へ
し
」
と
し
て
相
資
の
根
性
な
る
者
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
一
向

と
相
資
の
二
種
を
前
提
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
転
根
の
安
心
法
が
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

復
次
人
根
不
定
。
或
時
回
転
。
薩
婆
多
明
二
転
レ
鈍
為
声
利
。

成
論
明
二
数
習
則
利
記
此
乃
始
終
論
二
利
鈍
元
不
し
得
一
二
時
弁
一

也
。
今
明
衆
生
心
行
不
定
。
或
須
夷
而
鈍
。
須
夷
而
利
。
任

運
自
爾
。
非
し
関
二
根
転
一
亦
不
二
数
習
弐
或
作
レ
観
不
レ
徹
因
レ
聴

⑳

即
悟
。
或
久
聴
不
レ
解
暫
思
即
決
。
是
故
更
論
二
転
根
安
心
記

こ
の
よ
う
に
自
・
他
と
も
に
わ
た
る
巧
安
止
観
と
は
、
信
行
と
法

行
と
に
も
と
づ
く
根
性
を
基
軸
と
し
、
ま
た
信
。
法
二
行
に
も
と

づ
く
根
性
に
よ
っ
て
開
悟
さ
れ
る
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の

根
性
と
は
、
基
本
的
に
は
信
行
は
聞
慧
が
「
利
」
で
修
慧
が
「
鈍
‐
｜
、

法
行
は
聞
慧
が
「
鈍
」
で
修
慧
が
「
利
」
で
あ
る
と
い
う
同
格
の

立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
の
一
向
の
根
性
と
相
資
の
根
性
が
あ
り
、
さ

ら
に
は
「
衆
生
の
心
行
は
不
定
な
り
、
あ
る
い
は
須
與
に
し
て
し

か
も
鈍
、
須
與
に
し
て
し
か
も
利
な
り
」
と
い
う
回
転
の
根
性
が

あ
る
と
い
う
。
よ
っ
て
安
心
法
を
修
す
る
行
者
の
機
根
は
、
こ
れ

ら
多
種
多
様
性
に
し
た
が
っ
て
全
体
的
に
は
不
定
で
あ
る
と
言
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
巧
安
止
観
で
開
示
さ
れ
る
機
根
不
定

の
見
解
は
、
そ
の
ま
ま
十
乗
観
法
全
体
の
修
す
る
上
で
の
機
根
観

に
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
智
顎
自
身
の
信
法
二

行
に
対
す
る
見
解
が
、
伝
統
的
に
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
認
識
を
超

え
、
聞
思
を
通
じ
て
開
悟
す
べ
き
「
止
観
」
行
の
根
本
一
行
と
し

て
了
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
信
法
二
行
が
な
に
も
巧
安
止
観
に
お
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い
て
の
み
限
定
さ
れ
る
、
へ
き
も
の
で
は
な
く
、
十
乗
全
体
を
通
じ

て
共
通
に
運
用
す
べ
き
行
法
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る

⑳

か
ら
で
あ
る
。

さ
て
十
乗
観
法
と
は
、
そ
も
そ
も
十
境
一
々
に
相
応
す
る
百
法

成
乗
の
観
法
で
あ
る
。
そ
の
十
境
と
は
、
宿
世
の
因
縁
に
よ
っ
て

⑳

複
雑
に
生
起
互
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
前
の
境
（
陰
入
界
境
）

と
発
得
の
境
（
他
の
九
境
）
と
い
っ
た
本
質
的
な
違
い
は
あ
る
に

せ
よ
、
十
境
一
つ
一
つ
の
傾
向
・
性
質
が
厳
然
と
し
て
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
一
つ
の
性
格
が
異
な
る
十
境
に
対

し
て
、
そ
れ
ら
一
々
に
相
応
す
る
十
乗
観
法
の
具
略
は
、
行
者
の

機
根
根
性
が
不
定
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
全
体
的
に
一
義
的

な
様
相
を
た
も
た
な
い
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
利
鈍

不
定
の
機
根
に
も
と
づ
い
て
十
乗
観
法
の
修
観
が
為
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
実
際
に
十
乗
の
具
略
が
三
種
に
分
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
具
略
の
様
相
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る

事
情
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
十
乗
観
法
の
修
行
に
具
略
が
存
在
し
、
ま
た
そ
の
具
略

が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
異
な
る
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ

れ
は
巧
安
止
観
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
内
容
か
ら
、
十
乗
観
法
を

修
す
る
行
者
の
機
根
根
性
が
不
定
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
お
い
て
、
十
乗
の
具
略
が
存
在
し
、
ま

上
記
の
ご
と
く
、
十
乗
の
具
略
の
様
相
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て

異
な
る
と
い
う
必
然
性
が
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
具
略
に
も
と

づ
い
て
十
乗
観
法
全
体
を
統
括
す
る
原
則
は
存
在
し
な
い
も
の
と

判
断
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
古
来
評
価
さ
れ
て
き
た
湛
然

に
始
ま
る
修
行
規
定
、
つ
ま
り
は
三
根
分
別
に
し
た
が
う
修
行
規

定
に
対
し
て
根
幹
か
ら
疑
義
を
挾
む
こ
と
に
結
び
付
く
も
の
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
三
根
分
別
に
し
た
が
う
修
行
規
定
が
、
十
乗
観
法

全
体
を
統
括
す
る
原
則
と
し
て
本
当
に
智
顎
自
身
の
意
に
適
う
行

規
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
こ
れ
ま

で
の
経
過
か
ら
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関

す
る
疑
義
は
、
智
顎
の
法
華
三
昧
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
と
き
一

た
そ
の
具
略
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
必
然
性
が
あ

る
と
言
え
る
。
そ
れ
故
こ
の
よ
う
な
統
一
性
の
な
い
具
略
に
も
と

づ
い
て
十
乗
観
法
全
体
を
包
括
す
る
原
則
が
本
来
的
に
あ
る
の
か

ど
う
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
、
こ
こ
で
改
め
て
考

究
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
機
根
不
定
を
前
提
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
十
乗
全
体
の
具
略
に
統
一
的
な
見
解
が
認
め
ら
れ
な

い
以
上
、
そ
こ
に
十
乗
観
法
全
体
を
統
括
す
る
原
則
的
な
根
拠
を

見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
三
根
分
別
の
疑
義
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層
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
智
頒
の
著
作
中

で
初
期
の
こ
ろ
に
属
す
る
『
法
華
三
昧
臓
儀
」
で
は
、
行
者
の
機

根
を
三
根
に
分
別
し
て
証
相
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
摩

訶
止
観
』
で
は
そ
れ
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
的
な
変
化

が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
事
実
に
着
目
し
て
、
三
根

分
別
に
し
た
が
う
修
行
規
定
が
、
本
来
的
に
十
乗
観
法
全
体
を
統

括
す
る
行
規
と
し
て
智
顎
自
身
の
な
か
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を
証
明
し
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
『
法
華
三
昧
俄
儀
』
が
表
示
す
る
法
華
三
昧
の
特

徴
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
智
顎
の
著
作
の
中
で
初
期
の
こ
ろ
に

属
さ
れ
る
『
法
華
三
昧
餓
儀
』
は
、
智
頻
が
初
め
て
大
蘇
山
か
ら

金
陵
に
入
り
瓦
官
寺
に
住
し
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
慧
思

の
法
華
三
昧
の
思
想
的
影
響
が
強
い
と
き
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

全
体
の
構
成
が
（
一
）
明
三
七
日
行
法
華
餓
法
勧
修
、
（
二
）
明
三

七
日
行
法
前
方
便
、
（
三
）
明
正
入
道
場
三
七
日
修
行
一
心
精
進
方

法
、
（
四
）
明
初
入
道
場
正
修
行
方
法
、
（
五
）
略
明
修
証
相
の
五
章

よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
第
四
「
正
修
行
方
法
」
で

は
、
法
華
三
味
そ
の
も
の
の
行
法
が
十
項
目
に
分
か
れ
て
具
体
的

に
説
明
さ
れ
、
と
く
に
最
後
の
「
明
坐
禅
実
相
正
観
方
法
」
は
、

法
華
三
昧
の
十
行
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
中
心
的
行
法
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
罪
業
を
破
壊
す
る
た
め
の

「
正
観
」
と
い
う
も
の
を
次
の
よ
う
に
端
的
に
捉
え
て
い
る
。

不
し
断
二
結
使
↓
不
し
住
二
使
海
「
観
一
二
切
法
空
如
二
実
相
「
是

⑳

名
二
正
観
毛

こ
の
正
観
の
説
明
に
続
い
て
、
四
句
推
検
を
通
し
た
「
観
心
」
を

基
調
と
し
、
一
切
法
空
を
実
相
の
ご
と
く
観
察
す
る
方
法
が
説
か

れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
方
法
を
通
じ
て
一
切
法
空
を
観
得
す

る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
罪
業
の
破
壊
に
つ
な
が
り
、
こ
こ
で
い
う

法
華
三
昧
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
餓
悔
に
よ
っ
て
相
応
す
る
法
華
三
昧
は
、
そ
の
三
味
力
に

よ
っ
て
普
賢
菩
薩
及
び
十
方
諸
仏
が
行
者
の
前
に
現
れ
、
摩
頂
し
、

一
切
法
門
が
こ
と
ご
と
く
一
念
心
の
中
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
昧
力
故
即
見
二
普
賢
一
及
十
方
仏
摩
頂
説
法
一
切
法
門
悉

⑳

現
一
二
念
中
元

こ
の
よ
う
な
普
賢
菩
薩
の
感
得
が
『
法
華
三
昧
峨
儀
』
で
い
う
法

華
三
味
の
最
高
の
目
的
と
し
て
指
摘
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に

注
意
す
べ
き
あ
る
一
定
の
条
件
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
第

四
「
正
修
行
方
法
」
に
続
く
第
五
「
略
明
修
証
相
」
で
は
、
行
者

の
機
根
を
上
中
下
の
三
根
に
分
け
、
ま
た
各
根
の
な
か
に
上
中
下

の
三
品
が
あ
る
と
し
て
、
証
相
を
九
種
類
に
分
け
て
説
明
し
て
い

る
。
そ
し
て
六
牙
白
象
に
乗
ず
る
普
賢
菩
薩
の
現
前
を
面
見
で
き

る
の
は
、
上
根
の
中
品
行
者
、
及
び
上
品
行
者
の
み
で
、
上
根
下

、戸
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品
以
下
は
面
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

⑳る
。
こ
の
よ
う
な
法
華
三
味
の
証
相
を
九
種
に
分
別
し
、
普
賢
菩

薩
の
現
前
を
上
根
の
行
者
の
み
を
可
能
と
す
る
行
規
は
、
普
賢
の

感
得
が
こ
こ
で
い
う
法
華
三
味
の
最
高
目
的
で
あ
る
こ
と
を
顕
示

し
組
織
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
行
規
そ
の
も
の
は
一

見
湛
然
の
三
根
分
別
に
し
た
が
う
規
定
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
こ
ろ
の
智
韻
の
修
行
規
定
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
に
か
く
「
法
華
三
昧
俄
儀
』
に
お
け
る

法
華
三
昧
は
、
普
賢
菩
薩
の
現
前
を
最
高
の
目
的
と
し
、
ま
た
そ

の
目
的
を
三
根
に
分
け
た
上
根
行
者
の
み
が
可
能
と
す
る
と
こ
ろ

に
大
き
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
『
摩
訶
止
観
』
に
お
け
る
法
華
三
昧
で
は
、
上
記
の
よ
う

な
普
賢
菩
薩
の
現
前
が
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た
三
根
分
別
と
い
っ
た
行
規
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
周
知
の
ご

と
く
、
『
摩
訶
止
観
』
で
は
方
等
三
昧
と
と
も
に
四
種
三
昧
の
中

の
第
三
半
行
半
坐
三
昧
と
し
て
法
華
三
昧
が
説
か
れ
て
い
る
。
四

種
三
昧
全
体
が
身
の
開
遮
、
口
の
説
黙
、
意
の
止
観
と
い
っ
た
三

種
の
共
通
規
定
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
身
の
開
遮
と

口
の
説
黙
の
規
定
は
一
切
論
述
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
説
明
を
先
の

⑳

『
法
華
三
昧
俄
儀
』
に
譲
っ
て
い
る
。
し
か
し
意
の
止
観
に
つ
い

て
は
、
智
顎
は
『
法
華
三
昧
峨
儀
』
の
内
容
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

改
訂
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
智
頻
の
法
華
三
昧
は
、
面
授
の
師
で
あ
る
南
岳
慧
思

に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
た
。
慧
思
の
『
法
華
経
安
楽
行
儀
』
で
は
、

自
身
の
法
華
三
昧
の
附
悟
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
行
法
と
し
て
有

⑳

相
行
と
無
相
行
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
上
記
の
よ
う
な
普
賢

菩
薩
の
現
前
の
内
容
は
有
相
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ

を
最
高
の
目
的
と
し
て
重
視
し
た
と
こ
ろ
に
『
法
華
三
味
峨
儀
』

に
お
け
る
法
華
三
昧
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

『
摩
訶
止
観
』
の
意
の
止
観
の
内
容
は
、
慧
思
の
有
相
行
・
無
相

行
を
受
け
継
い
で
は
い
る
が
、
「
法
華
三
昧
餓
儀
』
で
見
ら
れ
る

よ
う
な
有
相
行
を
中
心
と
し
て
普
賢
菩
薩
の
感
得
を
と
く
に
重
視

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
摩
訶
止
観
』
で
は
有
相
行
と
無
相

行
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
霧
へ
て
い
る
。

特
是
行
人
渉
レ
事
修
二
六
根
峨
「
為
二
悟
入
弄
引
「
故
名
二
有
相
記

若
直
観
二
一
切
法
空
「
為
二
方
便
一
者
。
故
言
二
無
相
記
妙
証
之

⑳

時
悉
皆
両
捨
。

『
法
華
三
味
俄
儀
』
で
は
、
慧
思
か
ら
伝
え
ら
れ
た
有
相
行
・
無

相
行
の
中
で
、
と
く
に
有
相
行
を
高
く
評
価
し
、
普
賢
菩
薩
の
感

得
を
法
華
三
味
の
最
高
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

こ
で
は
「
妙
証
の
と
き
両
っ
な
が
ら
捨
っ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
有

相
行
・
無
相
行
の
二
行
を
超
越
す
る
高
い
次
元
か
ら
有
相
行
の
み
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を
そ
れ
ほ
ど
重
視
す
る
と
い
う
傾
向
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ

故
『
摩
訶
止
観
』
で
は
、
有
相
行
に
相
当
す
る
普
賢
菩
薩
の
現
前

に
つ
い
て
は
、
行
者
が
主
体
的
に
や
が
て
得
零
へ
き
精
神
上
の
能
力

を
象
徴
し
た
も
の
に
外
な
ら
ず
、
普
賢
菩
薩
の
現
前
を
法
華
三
昧

の
最
高
目
的
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

よ
っ
て
「
摩
訶
止
観
』
の
法
華
三
昧
で
は
、
「
妙
証
の
と
き
両
っ

な
が
ら
捨
っ
」
と
あ
っ
て
、
よ
り
高
い
次
元
か
ら
有
相
行
を
捉
え
、

ま
た
普
賢
菩
薩
の
現
前
を
重
視
し
な
い
こ
と
か
ら
、
当
然
そ
こ
に

は
、
『
法
華
三
昧
臓
儀
』
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
者
の
機
根
を
三

根
に
分
別
し
た
行
規
は
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
摩
訶

止
観
』
の
内
容
は
、
普
賢
菩
薩
の
現
前
の
証
得
を
最
高
の
目
的
と

し
、
ま
た
そ
の
証
得
を
上
根
行
者
の
み
に
可
能
と
し
た
『
法
華
三

昧
臓
儀
』
の
内
容
と
比
較
す
る
と
き
、
著
し
い
思
想
上
の
変
化
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
の
止
観
に
お
け
る
法
華
三
昧
の
思
想
的

な
変
化
は
、
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
に
関
し
て
重
要
な
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
法
華
三
昧
を
含
む
四
種
三
昧
は
、
円

教
に
限
ら
れ
た
行
法
で
は
な
く
他
の
三
教
（
蔵
・
通
・
別
）
に
も

通
ず
る
行
法
で
あ
る
が
、
意
の
止
観
に
お
い
て
十
乗
観
法
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
り
円
教
の
三
昧
行
法
と
な
る
正
因
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
よ
っ
て
直
接
的
に
言
え
ば
、
『
法
華
三
昧
繊
儀
』
で
は
三

根
分
別
と
い
っ
た
行
規
が
あ
る
反
面
、
『
摩
訶
止
観
』
で
は
そ
れ

が
棄
却
さ
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
十
乗
観
法
の
修
行
規

定
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

智
韻
の
初
期
の
こ
ろ
に
属
す
る
『
法
華
三
昧
俄
儀
』
は
、
『
摩

訶
止
観
』
と
比
較
し
て
も
、
い
ま
だ
三
諦
思
想
な
ど
の
円
熟
し
た

実
相
原
理
を
構
築
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
説
か
れ

る
法
華
三
昧
は
、
「
次
第
観
」
と
は
異
な
る
「
不
次
第
観
」
と
し
て

説
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
円
熟
し
た
実
相
原
理
と
は
異
な

り
専
ら
空
観
的
立
場
を
基
訓
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
法

華
三
味
餓
儀
』
に
お
け
る
法
華
三
昧
で
は
、
普
賢
の
感
得
と
い
っ

た
目
的
に
も
と
づ
い
て
行
者
の
機
根
を
三
根
に
分
別
す
る
思
想
的

基
盤
を
十
分
に
有
し
て
い
た
と
考
え
る
。
し
か
し
十
乗
観
法
に
よ

っ
て
修
せ
ら
れ
る
『
摩
訶
止
観
』
の
法
華
三
味
は
、
よ
り
高
い
次

元
か
ら
普
賢
菩
薩
の
現
前
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
円
頓
的
性
格
に
よ
る
人
根
不
定
を
前
提
に
す
る
こ
と
か
ら
、

「
法
華
三
昧
餓
儀
』
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
三
根
の
分
別
は
認
め
ら

れ
な
い
事
情
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
湛
然
が
い
う
よ

う
な
三
根
分
別
に
し
た
が
っ
た
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
は
、
智
顎

自
身
の
高
い
境
地
に
立
つ
実
相
観
か
ら
い
っ
て
相
応
し
な
い
も
の

と
推
定
す
る
。
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十
乗
観
法
の
修
行
規
定
を
見
い
だ
す
場
合
、
そ
れ
は
十
乗
の
具

略
が
ま
ず
基
本
的
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
十
境
の
一
々
に

呈
示
さ
れ
る
十
乗
の
具
略
は
、
お
お
よ
そ
三
種
（
Ｉ
三
根
）
に
分

別
で
き
る
共
通
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
の
具

略
の
様
相
が
所
観
の
境
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
性
質
を
も
包
有
す

る
。
そ
の
性
質
と
は
十
乗
観
法
を
修
す
る
行
者
の
機
根
が
本
来
的

に
利
鈍
不
定
で
あ
る
理
由
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
こ
の
性
質
そ

の
も
の
が
智
頷
本
来
の
思
想
と
し
て
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
統
一
性
の
な
い
こ
の
よ
う
な
十
乗
の
具
略
に
お
い
て
、
そ

こ
に
十
乗
観
法
全
体
を
統
括
す
る
行
規
を
導
く
必
然
性
は
本
来
的

に
は
存
在
し
な
い
。
な
ら
ば
古
来
評
価
さ
れ
て
き
た
修
行
規
定
、

す
な
わ
ち
三
根
分
別
に
し
た
が
っ
た
修
行
規
定
は
、
そ
れ
が
湛
然

に
始
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
時
代
的
な
背
景
か
ら
湛

然
自
身
の
学
説
と
し
て
受
け
止
め
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
円

熟
し
た
実
相
原
理
に
立
つ
智
頻
自
身
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

原
則
は
な
か
っ
た
も
の
と
判
断
し
た
い
。
そ
れ
は
智
頒
の
法
華
三

昧
の
思
想
的
変
化
か
ら
も
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
円
頓
止
観
と
し

て
も
っ
と
も
緊
要
な
十
乗
観
法
が
、
智
顎
自
身
の
高
い
境
地
に
立

つ
実
相
観
か
ら
い
っ
て
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
原
則
を
加
え
る
こ
と

ま
と
め

に
よ
り
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
十
乗
観
法
全
体
の
構
想
を
限
定
し
て

し
ま
う
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨③⑦⑥⑤④ ③ ② ① 註

『
摩
訶
止
観
一
（
大
正
四
六
・
五
六
中
）

同
右

『
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
五
九
中
）

同
右
（
大
正
四
六
・
九
一
上
）

同
右
（
大
正
四
六
・
一
○
四
中
）

同
右

同
右

「
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
二
○
下
）

同
右
（
大
正
四
六
・
一
二
下
）

同
右
（
大
正
四
六
・
一
三
一
上
）

同
右
（
大
正
四
六
・
一
三
一
下
）

「
止
観
大
意
』
（
四
六
・
四
六
○
上
）

安
藤
俊
雄
著
「
天
台
学
』
二
八
二
頁
参
照
。

同
右

大
凡
次
の
二
文
に
よ
っ
て
了
解
で
き
る
。

「
此
不
思
議
境
何
法
不
レ
収
。
此
境
発
し
智
何
智
不
レ
発
。
依
二
此
境
一

発
し
誓
乃
至
無
二
法
愛
記
何
誓
不
レ
具
何
行
不
二
満
足
一
耶
」

『
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
五
五
下
）

「
既
自
達
二
妙
境
「
即
起
し
誓
悲
レ
他
、
次
作
し
行
填
レ
願
、
願
行
既

巧
、
破
無
し
不
し
遍
、
遍
破
之
中
、
精
識
二
通
塞
『
令
二
道
品
進
行
「

又
用
し
助
開
し
道
、
道
中
位
之
、
己
他
皆
識
、
安
二
忍
内
外
栄
辱
「

莫
レ
著
二
中
道
法
愛
「
故
得
言
一
疾
入
一
菩
薩
位
芒
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『
摩
訶
止
観
』
（
大
正
四
六
・
五
二
中
）

⑯
新
田
雅
章
著
「
天
台
実
相
論
の
研
究
』
四
二
四
頁
。

⑰
安
藤
俊
雄
著
『
天
台
学
』
二
六
五
’
二
七
七
頁
参
照
。

⑬
『
摩
訶
止
観
」
（
大
正
四
六
・
五
六
中
’
五
九
中
）

⑲
『
摩
訶
止
観
」
（
大
正
四
六
・
五
七
上
）

⑳
同
右

⑳
同
右

⑳
『
嘩
訶
止
観
」
（
大
正
四
六
・
五
八
中
）

⑳
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
安
藤
氏
が
十
乗
観
法
の
成
立
過
程
を
通
し

て
、
第
三
巧
安
止
観
を
十
乗
観
法
の
中
心
行
法
と
定
め
た
学
説
に
よ

っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
詳
細
は
『
天
台
学
』
（
二
六
五
’
二
七
七
、

二
八
六
’
二
九
○
頁
）
参
照
。

④
『
摩
訶
止
観
」
（
四
六
・
五
○
）
。
十
境
の
互
発
に
は
、
次
第
不
次

第
・
雑
不
雑
・
具
不
具
・
作
意
不
作
意
・
成
不
成
・
益
不
益
・
久
不

久
・
難
不
難
・
更
不
更
・
三
障
四
魔
の
十
種
が
あ
る
。

⑮
第
四
正
修
行
方
法
で
は
、
一
明
行
者
厳
浄
道
場
法
、
二
明
行
者
浄

身
方
法
、
三
明
行
者
修
三
業
供
養
、
四
明
行
者
諸
三
宝
方
法
、
五
明

讃
歎
三
宝
方
法
、
六
明
礼
仏
方
法
、
七
峨
悔
六
根
、
八
明
行
道
法
、

九
重
明
諏
経
方
法
、
十
明
坐
禅
実
相
大
観
方
法
、
の
十
項
目
に
分
か

れ
て
い
る
。

『
法
華
三
味
俄
儀
』
（
大
正
四
六
・
九
五
○
上
’
九
五
四
中
）

⑳
『
法
華
三
昧
俄
儀
』
（
大
正
四
六
・
九
五
四
上
）

、
同
右
（
大
正
四
六
・
九
五
四
中
）

⑳
同
右
（
大
正
四
六
・
九
五
五
上
ｌ
中
）

⑳
『
摩
訶
止
観
」
（
大
正
四
六
・
一
四
上
）

⑳
「
法
華
経
安
楽
行
儀
』
（
大
正
四
六
・
七
○
○
上
Ｉ
中
）

③
『
摩
訶
止
観
」
（
大
正
四
七
・
一
四
上
）
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