
こ
の
度
、
武
蔵
野
女
子
大
学
教
授
田
中
教
照
博
士
に
よ
っ
て
、
原
始
仏

教
に
お
け
る
修
行
道
論
に
関
す
る
標
記
の
大
著
が
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
、

平
成
二
年
度
、
東
京
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
「
修
行
道
論
の
展
開

と
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
吉
」
に
、
第
一
章
「
最
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行

道
」
を
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
綿
密
な
考
証
と
、
新
し

い
学
説
を
多
く
含
ん
だ
意
欲
的
な
業
績
と
な
っ
て
い
る
。

田
中
博
士
は
、
東
京
大
学
に
お
い
て
学
問
を
志
し
て
以
来
、
た
だ
一
筋

に
、
他
の
研
究
者
の
あ
ま
り
取
り
組
も
う
と
し
な
い
原
始
仏
教
及
び
初
期

ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
修
行
道
論
に
関
す
る
業
績
を
学
界
に
お
い
て
地
道

に
発
表
し
て
こ
ら
れ
た
。
評
者
の
デ
ー
タ
、
ヘ
ー
ス
だ
け
で
も
博
士
の
修
行

道
論
に
関
す
る
業
績
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
論
文
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

「
南
北
両
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
縁
起
説
」
（
平
川
彰
博
士
古
稀
記
念
論
集
「
仏

教
思
想
の
諸
問
題
」
春
秋
社
．
一
九
八
五
）

｜
‐
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
」
の
禅
定
観
」
印
度
学
仏
教
学
研
究
第
四
○
巻
一

Ｉ
ｆ
、
ノ
ー
く
Ｊ
、
Ｆ
１
、
Ｉ
、
ノ
ー
ｆ
も
ノ
イ
リ
Ｉ
Ｊ
１
／
、
Ｊ
１
ノ
、
Ｊ

書
評
・
紹
介

ｆ
１
Ｉ
１
く
ｊ
ｌ
４
ｆ
ｌ
ｆ
ｊ
Ｊ
１
ｆ
ｈ
ノ
、
ノ
ー
ノ
、
／
、
ノ
、
／
、
／
‐
１

田
中
教
照
著

『
初
期
仏
教
の
修
行
道
論
』

吉

元

信

行

「
戒
・
定
・
菩
ｌ
修
行
道
の
体
系
」
岩
波
講
座
『
東
洋
思
想
』
第
一

○
巻
（
イ
ン
ド
仏
教
３
、
岩
波
書
店
・
一
九
八
九
）

「
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
信
」
淳
心
学
報
第
八
号

「
使
品
よ
り
見
た
『
阿
毘
曇
心
論
」
の
位
置
」
印
度
学
仏
教
学
研
究
第

三
六
巻
’
一
号

「
『
法
瀧
足
論
』
に
お
け
る
修
行
道
論
」
仏
教
学
第
二
三
号

「
部
派
仏
教
に
お
け
る
智
の
展
開
Ｉ
。
〈
－
リ
仏
教
の
修
行
道
と
の
関

連
」
高
崎
直
道
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
集
』

「
有
部
の
修
行
道
論
と
七
覚
支
」
仏
教
学
第
一
九
号

，
も
ち
ろ
ん
、
評
者
が
デ
ー
タ
等
ヘ
ー
ス
を
作
成
す
る
以
前
に
は
さ
ら
に
多

く
の
業
績
が
博
士
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
業
績
の
語
蓄

が
、
こ
こ
に
こ
の
大
著
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
専
門
も
近

く
、
ず
い
ぶ
ん
以
前
よ
り
博
士
と
学
問
的
親
交
を
深
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
評
者
と
し
て
も
、
出
版
を
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
も
序
文
で
述
、
へ
て
い
る
よ
う
に
、
〃
修
行
道
論
″
と
い
う
用
語
は

な
じ
み
の
薄
い
言
葉
で
あ
る
。
本
書
は
、
決
し
て
仏
教
の
修
行
と
は
何
か

と
い
う
解
説
書
で
は
な
い
。
こ
こ
に
言
う
〃
修
行
道
論
″
と
は
、
仏
教
の

修
行
を
、
つ
ね
に
正
覚
に
至
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
見
る
視
点
を
も

っ
た
用
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
は
、
仏
典
に
お
い
て
議
論
の
対
象
に

な
っ
た
修
行
道
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
最
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
か
ら
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭

吉
に
説
か
れ
た
修
行
道
へ
の
展
開
を
点
検
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
修

行
道
論
が
種
を
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
理
由
の
解
明
が

ロ

ー石
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主
眼
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
修
行
道
論
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
視
点

で
初
期
ア
ビ
ダ
ル
↓
、
諭
書
を
読
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
よ
く
わ

か
っ
て
い
な
か
っ
た
各
論
書
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
事
に
解
明
し
て

い
る
。本

書
が
出
版
さ
れ
た
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
本
書
と
テ
ー

マ
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
し
た
英
文
の
著
書
が
上
梓
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の

目
冨
己
弓
撒
厨
昼
、
旦
国
は
稗
巳
講
師
１
両
・
旨
Ｆ
・
の
①
吾
旨
博
士
に
よ
る
司
意

甸
重
・
ミ
ミ
急
、
忌
善
さ
馨
ｃ
急
ぎ
畠
長
ｌ
竺
惣
震
暑
旦
暮
や
句
。
§
ざ
急
ぎ
萱
首

ｇ
ミ
ミ
員
ゞ
Ｆ
の
国
の
ロ
》
同
．
］
・
犀
旨
．
弓
馬
．
で
あ
る
。
該
書
も
田
中
耆
と

同
様
に
、
曽
①
己
昌
ぐ
の
風
ご
旦
昌
騨
口
目
の
得
の
Ｈ
に
一
九
八
七
年
に
提
出

さ
れ
た
博
士
論
文
の
出
版
で
あ
る
と
い
う
。
両
書
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
頃
出

版
さ
れ
た
た
め
、
両
著
者
は
お
互
い
の
著
書
を
参
見
で
き
て
い
な
い
が
、

両
書
と
も
初
期
仏
教
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
ヘ
の
修
行
道
（
特
に
三
十
七
道
品

に
つ
い
て
）
を
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
、
田
中
博
士
が
修
行
道
論
の
展
開
と

論
害
の
成
立
過
程
を
主
眼
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
①
①
昏
旨
博
士
は
、

パ
ー
リ
仏
教
（
’
一
カ
ー
ャ
か
ら
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
ま
で
）
に
お
け
る
三
十
七

道
品
（
三
十
七
菩
提
分
法
）
の
詳
細
な
解
説
を
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

両
書
は
お
互
い
に
相
補
い
合
う
関
係
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
本
書

評
に
当
た
っ
て
も
該
耆
を
逐
次
参
見
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

従
来
学
界
に
お
い
て
、
修
行
道
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
主
と
し
て
ア
ビ

ダ
ル
マ
の
中
で
も
北
伝
の
説
一
切
有
部
の
諭
書
、
な
か
ん
ず
く
、
後
期
ア

ビ
ダ
ル
マ
論
耆
で
あ
る
『
倶
舎
論
」
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
南
伝

七
論
や
六
足
発
智
等
の
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
害
を
中
心
に
論
ず
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ

本
書
は
、
第
一
篇
（
篇
名
は
な
い
が
）
「
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
」

と
第
二
篇
「
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
と
修
行
道
論
」
に
大
別
さ
れ
る
。

第
一
篇
第
一
章
「
最
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
」
は
、
博
士
論
文
に

は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
よ
う
で
、
本
書
の
た
め
の
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
経
典
史
的
に
も
最
古
の
部
分
に
属
し
、
仏
陀
当
時
の
仏
教
の

形
態
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
資
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
『
ス
ッ
タ
・

ニ
・
ハ
ー
タ
』
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
「
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
』
『
テ
ー
リ
ー
カ
ー
タ
ー
』

な
ど
の
韻
文
文
献
に
お
け
る
修
行
道
が
検
討
さ
れ
る
。
経
典
史
的
に
見
る

と
、
こ
れ
ら
最
古
と
言
わ
れ
る
資
料
に
し
て
も
、
や
は
り
仏
滅
後
に
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
世
の
付
加
部
分
も
あ
り
、
厳
密
に
仏
陀
当
時

の
形
態
を
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
著
者
は

こ
の
点
を
よ
く
認
識
し
、
こ
れ
ら
最
初
期
仏
教
の
資
料
の
取
り
扱
い
に
関

す
る
批
判
的
研
究
と
し
て
学
界
で
評
価
を
受
け
て
い
る
荒
牧
典
俊
教
授
の

一
連
の
業
績
（
「
原
始
仏
教
聖
典
の
成
立
に
つ
い
て
」
東
洋
学
術
研
究
二
三

’
一
、
「
騨
薗
目
且
尉
鼻
３
（
曾
謁
や
器
ら
は
釈
尊
の
言
葉
で
あ
り
得

る
か
」
日
本
仏
教
学
会
年
報
五
○
、
扇
ｚ
冨
閏
四
困
昌
冒
洋
員
の
成
立
に

つ
い
て
」
同
四
八
）
の
成
果
に
し
た
が
っ
て
、
「
ス
ッ
タ
・
’
一
バ
ー
タ
、
一
に

諭
書
の
所
説
が
あ
ま
り
に
も
多
様
で
あ
り
、
ひ
と
ま
と
め
に
論
ず
る
こ
と

が
な
か
な
か
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
田
中
博
士

の
著
書
は
、
こ
の
難
所
に
真
っ
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
意
欲
的
な
業
績
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
本
書
の
論
述
に
従
っ
て
、
簡
単
に
紹
介
し

し
生
気
ノ
。

二
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お
い
て
、
第
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
圭
さ
に
釈
尊
の
言
葉
と
見
ら
れ
る

偶
の
中
の
修
行
に
つ
い
て
の
表
現
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
荒
牧
教

授
が
最
初
期
仏
教
に
お
け
る
釈
尊
独
自
の
修
行
が
「
禅
定
修
行
」
で
あ
っ

た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
田
中
博
士
は
こ
れ
に
疑
義
を
呈
し
、
「
念
（
の
Ｐ
冨
）
」

が
修
行
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
最
初
期
の
経
典
に
説
か
れ
た
「
念
」
が
修
行
道
で
あ
る

と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
念
（
協
武
、
の
鼻
煙
）
」

は
修
行
者
の
心
構
え
と
で
も
い
う
￥
へ
き
も
の
で
、
後
に
、
「
四
念
処

（
切
胃
日
鼻
曾
曽
④
）
」
や
「
随
念
（
四
口
口
の
の
色
武
）
」
等
の
修
行
道
に
展
開
す
る

も
の
で
あ
る
。
原
始
仏
教
に
お
け
る
出
家
道
の
徳
目
と
し
て
の
「
信
・
勤

・
念
・
定
・
慧
」
に
お
け
る
「
念
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
念
」
は
、
後
の

ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、
諸
法
の
分
類
の
中
で
「
心
所
（
。
①
菌
、
房
妙
）
」
と
い
う

心
理
的
要
素
で
あ
る
。

田
中
博
士
は
、
「
念
が
修
行
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
（
本
書
ロ
弓
）
と
言
い
な
が
ら
、
別
の
と
こ
ろ
で
「
八
聖
道
」

に
つ
い
て
、
「
正
精
進
と
正
念
は
（
中
略
）
正
定
へ
と
修
行
を
達
成
さ
せ
る

修
行
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
令
．
］
馬
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
博
士
が
「
は
し
が
き
」
に
「
今
日
、
も
っ
と
も
古
い
と
さ
れ
る
文
献

に
念
ず
る
と
い
う
修
行
法
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
念
仏
の
伝
統
に

身
を
置
く
も
の
と
し
て
率
直
な
驚
き
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
」
と
述
懐
し
て

お
ら
れ
る
こ
と
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
よ
く
気
を
つ
け
て
（
、
胃
○
）
」

と
い
う
文
脈
を
「
念
」
と
し
て
修
行
道
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
、
修
行
道
の
基
礎
と
な
る
心
理
作
用
と
理
解
し
た
方
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
評
者
は
考
え
る
。

ち
な
み
に
、
先
に
紹
介
し
た
の
の
菩
言
博
士
も
「
念
」
を
修
行
道
と
は

考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
「
念
（
闇
武
）
」
を
四
つ
の
要
素
に
分

け
て
い
る
。
①
心
に
あ
っ
た
も
の
を
忘
れ
な
い
こ
と
、
②
本
来
的
心
の
現

前
で
そ
れ
以
後
心
を
防
御
す
る
も
の
、
③
心
に
呼
び
起
こ
す
こ
と
、
④
あ

り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
智
に
関
わ
る
Ｂ
①
昏
旨
ロ
堂
）
。

④
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
田
中
博
士
も
「
念
は
法
を
知
る
智
（
目
目
）
を

基
礎
と
し
て
そ
れ
を
失
わ
な
い
こ
と
の
意
味
を
も
つ
」
念
．
曽
）
と
指
摘

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
念
」
を
修
行
道
と
す
る
博
士
は
、
『
ス
ッ
タ
・
’
一
・
〈
ｌ

タ
』
で
も
最
も
古
い
部
分
と
い
わ
れ
る
「
シ
＃
冨
冨
く
Ｐ
閥
Ｅ
に
お
い
て
、

欲
望
を
回
避
す
る
方
法
と
し
て
、
「
念
」
が
修
行
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る

と
言
う
。
そ
し
て
、
弓
閣
ご
四
目
四
ぐ
四
閲
四
」
に
お
い
て
、
「
念
」
の
前
に
、

無
明
を
破
る
た
め
の
「
了
知
解
脱
」
と
い
う
知
的
な
面
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
「
ロ
３
鳴
く
凹
謁
Ｅ
に
お
い
て
、
出
家
道
が
強

調
さ
れ
、
「
ｇ
旨
く
秒
鯛
四
」
「
昌
四
目
ぐ
侭
唱
」
に
お
い
て
、
業
を
制
す
る
た

め
の
修
行
と
し
て
、
縁
起
の
観
察
、
四
諦
、
三
明
、
解
脱
と
い
う
浬
藥
へ

の
道
が
ほ
ぼ
輪
郭
を
整
え
た
と
す
る
。

次
に
、
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
『
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
」
「
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
』

な
ど
、
初
期
の
原
始
経
典
に
お
け
る
修
行
道
を
点
検
し
、
そ
こ
に
五
根
・

五
カ
．
六
神
通
・
七
覚
支
・
八
聖
道
な
ど
の
修
行
道
が
現
れ
、
三
十
七
道

品
す
べ
て
が
出
そ
ろ
い
、
後
の
阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
に
見
ら
れ
る
修
行
道
の

骨
格
が
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
最
初
期
仏

教
に
お
け
る
三
十
七
道
品
の
形
成
過
程
が
こ
の
よ
う
な
形
で
明
ら
か
に
さ

れ
た
こ
と
は
、
本
書
の
一
つ
の
成
果
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
「
ダ
ン
マ
。
ハ
ダ
」
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の
と
こ
ろ
で
、
第
二
五
偶
に
、
「
賢
者
は
流
れ
が
押
し
流
す
こ
と
な
き
中

州
（
呂
忌
）
を
造
れ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
『
ス
ッ
タ
・
’
一
・
ハ
ー
タ
』
一
○

九
三
偶
（
実
際
は
一
○
九
四
偶
）
の
「
中
州
」
は
浬
渠
を
意
味
し
て
い
る

か
ら
、
中
州
を
不
放
逸
と
す
る
「
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
は
、
目
標
を
か
な
り
ダ

ウ
ン
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
や
ご
）
が
、
『
ス
ッ
タ
・
’
一
・
ハ
ー
タ
』

で
は
明
ら
か
に
浬
藥
の
異
名
と
し
て
の
「
中
州
（
島
目
）
」
で
あ
り
、
『
ダ

ン
マ
パ
ダ
」
は
、
洪
水
の
中
の
「
中
州
」
と
い
う
唇
で
あ
る
の
で
、
而
語

を
同
一
次
元
で
と
ら
え
て
よ
い
か
ど
う
か
、
問
題
は
残
る
。

第
二
章
「
阿
含
．
一
一
力
Ｉ
ヤ
に
お
け
る
修
行
道
」
で
は
、
八
聖
道
を
中

心
と
し
た
修
行
道
、
八
聖
道
と
七
覚
支
と
四
念
処
の
関
係
、
戒
・
定
・
慧

の
修
行
道
に
つ
い
て
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
と
の
関
連
に
お
い
て
論
究
さ
れ

る
。
前
章
に
お
い
て
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
の
展
開
と
い
う
と
こ

ろ
へ
向
け
ら
れ
た
博
士
の
視
座
が
、
こ
の
章
で
、
初
期
仏
教
か
ら
初
期
ア

ビ
ダ
ル
マ
ヘ
の
修
行
道
論
の
展
開
へ
と
大
き
く
転
換
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
で
博
士
は
、
『
中
部
経
典
」
「
第
四
十
経
」
及
び
そ
の
相
当
諸
漢

訳
の
比
較
検
討
を
行
い
、
従
来
。
ハ
ー
リ
よ
り
古
い
思
想
を
も
つ
と
さ
れ
て

い
た
漢
訳
に
説
か
れ
る
八
聖
道
が
、
四
諦
の
思
惟
を
根
底
に
置
く
と
い
う

観
点
か
ら
、
思
想
的
に
発
展
し
た
段
階
に
あ
る
と
す
る
の
は
興
味
深
い
指

摘
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
資
料
を
使

っ
て
、
⑦
①
昏
旨
博
士
も
詳
し
い
論
究
を
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た

い
（
の
鼻
巨
邑
即
己
ロ
巴
つ
１
画
い
ら
・

さ
ら
に
本
章
で
は
、
七
覚
支
や
四
念
処
に
つ
い
て
も
・
ハ
ー
リ
・
漢
訳
の

厳
密
な
比
較
検
討
が
な
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
と

の
関
連
が
考
究
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
八
聖
道
は
三
十
七
道
品
の
全
般
に
わ

た
っ
て
一
貫
す
る
修
行
道
と
い
う
面
を
も
ち
、
七
覚
支
は
修
行
道
の
最
終

段
階
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
四
念
処
は
そ
の
前
段
階
を
引
き
受
け
て
い
る

と
結
論
す
る
。
ま
た
、
阿
含
・
’
一
カ
ー
ヤ
の
相
違
は
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ

の
南
北
の
相
違
と
符
合
し
、
部
派
の
伝
承
の
間
に
生
起
し
、
次
第
に
修
行

道
諭
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
の

中
で
も
特
異
な
論
耆
で
あ
る
「
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
は
基
本
的
に
南
伝
に

依
拠
し
、
そ
れ
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

第
二
篇
「
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
と
修
行
道
論
」
で
は
、
ま
ず
、
序
に

お
い
て
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
の
成
立
過
程
や
そ
の
新
古
を
め
ぐ
る
諸

先
学
（
木
村
泰
賢
、
椎
尾
弁
匡
、
渡
辺
楳
雄
、
和
辻
哲
郎
、
山
田
龍
城
、

福
原
亮
厳
、
Ｅ
・
フ
ラ
ウ
ワ
ー
ル
ナ
Ｉ
、
桜
部
建
等
の
各
氏
）
の
所
説
が

紹
介
さ
れ
、
諸
説
紛
食
と
し
て
、
未
だ
に
定
説
の
確
立
し
て
い
な
い
状
況

を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
所
説
を
検
討
し
た
上
で
、
博
士
は
、

い
ず
れ
の
見
解
も
説
得
に
足
る
論
拠
が
十
分
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、

修
行
道
論
の
展
附
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
を

試
み
よ
う
と
す
る
本
書
の
意
図
を
提
示
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
博
士

は
「
修
行
と
い
う
も
の
が
最
初
は
具
体
的
実
践
徳
目
を
修
習
す
る
こ
と
に

は
じ
ま
り
、
や
が
て
理
論
的
説
明
や
修
行
段
階
設
定
の
妥
当
性
を
論
ず
る

理
論
へ
と
漸
次
に
展
附
し
、
そ
の
展
開
は
不
可
遡
及
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

こ
れ
を
基
準
に
と
れ
ば
論
耆
の
新
古
が
は
か
れ
る
と
考
え
る
」
令
．
巴
ご

と
説
得
力
の
あ
る
方
法
論
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
ず
、
最
初
期
の
一
連
の
諭
書
と
さ
れ
て
い
る
『
法
緬
足
論
」

『
分
別
論
（
ぐ
言
冨
侭
“
）
』
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
」
な
ど
の
章
分
け
に
注
目

し
、
三
論
髻
と
も
修
行
に
関
す
る
童
‐
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
中
で
も
一
・
法
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穂
足
論
』
が
形
式
的
に
一
番
大
き
な
手
直
し
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第

一
章
『
法
誼
足
論
』
の
修
行
道
論
」
の
再
検
討
か
ら
始
め
て
い
る
。

こ
こ
で
、
田
中
博
士
は
、
『
法
濡
足
論
』
に
修
道
段
階
論
が
説
か
れ
て

お
ら
ず
、
『
集
異
門
足
論
』
よ
り
新
し
い
と
す
る
従
来
の
お
お
か
た
の
説
を

批
判
し
、
こ
の
論
書
の
前
の
方
に
さ
り
げ
な
く
新
し
い
修
行
道
論
が
付
加

さ
れ
、
後
の
方
に
旧
い
阿
含
経
典
以
来
の
修
行
道
論
が
説
か
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
『
集
異
門
足
論
』
が
『
法
踊
足
論
』
よ
り
新

し
い
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

そ
こ
で
、
第
二
章
「
「
集
異
門
足
論
』
の
修
行
道
論
」
に
お
い
て
、
『
法

荊
足
論
』
と
「
集
異
門
足
諭
』
の
旧
い
部
分
に
お
け
る
修
行
道
論
（
有
漏

・
無
漏
道
、
身
念
住
、
三
無
為
、
四
修
定
な
ど
）
を
詳
細
に
検
討
し
た
結

果
、
『
集
異
門
足
論
』
の
方
が
新
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、

逆
に
『
集
異
門
足
論
」
の
方
が
旧
い
と
考
え
ら
れ
る
部
分
も
あ
り
、
こ
れ

ら
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
、
田
中
博
士
は
、
「
法
瀧
足
論
』
を
新
旧
二

つ
の
修
行
道
論
に
分
離
し
て
、
『
法
穂
足
論
』
第
一
か
ら
第
五
ま
で
は
『
集

異
門
足
論
』
よ
り
新
し
く
、
第
六
か
ら
第
二
一
ま
で
は
旧
い
と
い
う
今
ま

で
に
な
い
解
決
案
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
集
異
門
足
論
」
が
伝

統
的
・
固
定
的
な
旧
い
修
行
道
諭
を
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
旧
い

諭
書
に
見
え
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
諸
灸
の
新
し
い
修
行
道
論
を
も
提

示
し
て
い
る
こ
と
を
見
失
し
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
桜
部
建
博
士
や
今

西
順
吉
教
授
の
説
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
そ
れ
ら
の
先

生
方
か
ら
の
反
論
も
提
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
九
十
八
随
眠
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書

の
綿
密
な
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
七
随
眠
↓
六
随
眠
↓
十
随
眠
↓
九
十
八

随
眠
と
い
う
定
説
を
批
判
し
、
七
随
眠
↓
八
随
眠
↓
（
五
見
）
十
二
随
眠

↓
九
十
八
随
眠
と
い
う
新
し
い
成
立
過
程
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
各
論

害
の
新
古
の
問
題
は
、
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
に
付
加
増
広
や
ま
た
翻
訳
年
代
、
訳
者
の
付
加
の
問
題
も
あ
り
、
慎
重

に
各
主
題
ご
と
に
検
討
す
る
必
要
性
を
あ
げ
、
少
な
く
と
も
三
十
七
道
品

と
い
う
修
行
道
の
中
心
課
題
に
関
し
て
は
「
集
異
門
足
論
』
の
方
が
新
し

い
と
結
論
す
る
。

第
三
章
「
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
の
修
行
道
論
」
で
は
、
こ
の
特
異
な
諭

書
の
所
説
を
一
一
カ
ー
ャ
の
そ
れ
と
比
較
検
討
し
て
、
『
人
施
設
論
」
「
集
異

門
足
論
』
な
ど
と
比
べ
て
、
禅
定
重
視
の
傾
向
が
強
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
博
士
は
、
四
念
処
と
浬
渠
の
関
係
を
検
討
す
る
中
で
、
「
浬
藥
が

四
沙
門
果
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
『
舎

利
弗
阿
毘
曇
論
』
に
特
異
な
解
釈
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
令
．
程
ｅ
と

し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
（
大
正
三
一
・
六
八
一
ｃ
）

な
ど
で
は
、
滅
諦
を
世
俗
と
勝
義
に
分
け
、
さ
ら
に
不
円
満
、
円
満
、
無

荘
厳
、
有
荘
厳
と
い
う
点
か
ら
滅
諦
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
の
不
円

満
が
有
学
、
円
満
Ｉ
有
莊
厳
が
無
学
に
お
け
る
減
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
減
（
浬
樂
）
は
四
沙
門
果
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
（
拙

稿
「
阿
毘
達
磨
集
論
に
お
け
る
滅
諦
の
諸
定
義
」
印
度
学
仏
教
学
研
究
二

六
’
二
、
三
七
○
頁
参
照
）
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
『
解
脱
道
諭
」
に
説

か
れ
る
五
解
脱
の
う
ち
断
解
脱
（
出
世
間
道
を
修
し
能
く
結
を
滅
除
す
る
）

と
掎
解
脱
（
果
を
得
る
と
き
の
楽
心
）
（
大
正
三
二
・
三
九
九
Ｃ
）
な
ど
と

も
関
わ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
浬
梁
の
解
釈
も
説
一
切
有
部
以

外
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
「
減
は
す
な
わ
ち
浬
盤
で
あ
っ

戸 希
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て
、
煩
悩
の
減
で
は
な
い
」
令
．
含
む
と
の
指
摘
と
あ
わ
せ
て
、
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
第
四
章
「
「
分
別
論
』
を
め
ぐ

る
諸
問
題
」
の
中
で
、
心
理
論
を
め
ぐ
っ
て
「
分
別
論
（
く
ぎ
冒
侭
色
）
』
と

の
関
連
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
、
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
が
南
北
両
伝

の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
特
殊
な
論
害
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
害
の
比
較
検
討
の
結
果
、
本
書
で
は
、

『
法
緬
足
論
』
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
『
分
別
論
』
は
共
通
す
る
伝
統
か
ら

出
発
し
て
、
現
存
の
よ
う
な
相
異
な
る
三
論
害
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
諭
吉
に
は
、
古
い
阿
含
・
’
一
カ
ー
ャ
に

も
説
か
れ
る
修
行
道
と
、
後
に
各
部
派
が
独
自
に
発
展
さ
せ
た
修
行
道
が

重
居
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
解
明
さ
れ
た
。
中
で
も
『
法

瀧
足
論
』
で
は
、
他
の
諭
書
に
比
べ
て
四
聖
諦
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
そ
こ
に
説
一
切
有
部
の
見
道
論
の
胚
胎
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
は
、
南
北
両
ア
ビ
ダ

ル
マ
の
折
衷
的
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
南
伝
の
方
に

緊
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
実
証
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
正

体
の
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
で
は
あ
る
が
、
そ
の

成
立
年
代
は
『
分
別
論
』
の
後
、
『
法
稲
足
論
』
の
前
あ
た
り
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
結
論
す
る
。

以
上
、
本
書
の
論
述
に
し
た
が
っ
て
、
評
者
の
興
味
の
お
も
む
く
ま
ま

に
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
四
六
○
頁
を
越
え
る
大
著
を
僅
か
の
紙
幅
で

紹
介
し
た
た
め
、
遺
漏
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
本
誌
に
お
け
る
書
評

三

の
紙
幅
制
限
と
い
う
こ
と
で
容
赦
願
い
た
い
。
本
書
を
通
読
す
る
と
、
い

ず
れ
の
箇
所
を
読
ん
で
も
、
博
士
の
綿
密
さ
と
客
観
性
、
そ
し
て
、
修
行

道
に
関
す
る
執
勘
な
ま
で
の
熱
意
が
随
所
に
惨
み
出
て
い
る
。
ま
た
、
各

章
末
に
設
け
ら
れ
た
註
に
は
、
古
い
文
献
か
ら
最
近
の
内
外
の
研
究
ま
で

諸
文
献
が
網
羅
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
資
料
と
も
な
る
。

た
だ
、
博
士
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
師
事
さ
れ
た
と
い
う
鈩
且
３

国
胃
①
包
口
博
士
の
部
派
仏
教
に
関
す
る
不
朽
の
名
著
時
の
恥
§
の
宮
屋
員
萱
‐

管
鯛
の
§
、
範
誉
詞
雪
。
奇
．
両
騨
己
“
》
駒
。
ｇ
の
津
四
国
名
尉
の
角
①
斡
制
日
の
‐

○
は
①
具
》
忌
引
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
点
、
本
書
に
は
多
く
の
パ
ー
リ
語
文
献
が
使

用
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
索
引
が
「
印
欧
語
索
引
」
（
す
べ
て
・
ハ
ー
リ
語

で
欧
語
は
な
い
）
と
し
て
、
そ
れ
も
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ゞ
ヘ
ッ
ト
順
に
三
頁

し
か
当
て
ら
れ
な
い
の
は
、
せ
っ
か
く
の
大
著
で
あ
る
の
に
、
誠
に
残
念

で
あ
る
。
パ
ー
リ
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
詳
細
な
「
パ
ー
リ
語

索
引
」
（
で
き
れ
ば
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
も
含
め
た
）
が
是
非
ほ
し
い
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。

従
来
、
学
界
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
修
行
道
論
と
い
え
ば
、
も
っ
ぱ

ら
『
倶
舎
論
」
等
の
説
一
切
有
部
の
諭
書
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
原
始
仏
教
の
そ
れ
は
主
と
し
て
南
伝
。
ハ
ー
リ
を
中
心
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
田
中
博
士
が
試
み
た
分
野
は
、

ち
ょ
う
ど
そ
れ
ら
の
研
究
の
及
ば
な
い
空
白
部
分
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
の
成
立
に
つ
い
て

は
、
最
初
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
諸
説
紛
を
と
し
て
、
そ
の
全
容
は
な
か

な
か
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
度
田
中
博
士
は
、
修
行

62



道
論
と
い
う
視
点
か
ら
明
解
な
方
法
論
で
従
来
の
難
点
を
見
事
に
克
服
し
謡

説
得
力
の
あ
る
論
旨
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
近
年
見
ら
れ
な
か
っ
た
快
挙

と
い
え
よ
う
。
本
書
は
、
初
期
仏
教
の
修
行
道
論
の
研
究
と
い
う
こ
と
に

と
ど
ま
ら
ず
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
害
の
文
献
成
立
史
の
有
力
な
方
法
論

を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
今
後
の
学
界
を
益
す
る
こ
と
計
り
知
れ
な
い

も
の
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
田
中
博
士
は
、
印
度
学
仏

教
学
会
な
ど
で
、
中
期
ア
ピ
ダ
ル
マ
論
書
で
あ
る
『
阿
毘
曇
甘
露
味
論
』

「
阿
毘
曇
心
論
』
『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
「
八
挺
度
論
』
「
大
毘
婆
沙
諭
』
に
お

け
る
随
眠
説
の
検
討
な
ど
の
研
究
発
表
を
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
平

成
一
’
二
年
度
、
評
者
が
代
表
者
と
な
っ
た
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研

究
Ｂ
の
分
担
者
と
し
て
、
「
阿
毘
達
磨
集
論
』
に
お
け
る
修
行
道
諭
を
担
当

し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
田
中
博
士
の
そ
の
後
の
研
究
は
お
そ
ら

く
中
期
・
後
期
の
ア
ピ
ダ
ル
マ
論
書
だ
け
で
な
く
、
大
乗
の
諭
書
に
ま
で

も
及
ん
で
お
り
、
本
書
を
哨
矢
と
し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
全
般
に
お
け
る
修

行
道
論
の
展
開
ま
で
研
究
が
及
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
業
績

の
一
日
も
早
い
と
り
ま
と
め
出
版
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
初
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
論

の
展
開
を
点
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
の
成
立
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
。
そ
の
た
め
、
仏
道
修
行

と
は
何
か
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
修
行
道
の
位
置
づ
け
、
修
行
道
の
形
成

過
程
、
三
十
七
道
品
と
い
う
修
行
道
相
互
の
関
係
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い

て
は
力
点
が
置
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
点
、
の
①
昏
旨
書
に

は
か
な
り
詳
細
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
博
士
に
よ
る
同
書
の
評
価
も

是
非
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
論
に
関
し
て
従
来
盲
点

に
な
っ
て
い
た
部
分
に
焦
点
を
当
て
た
田
中
博
士
の
こ
の
業
績
を
、
他
に

類
書
が
な
い
と
い
う
点
も
含
め
て
、
修
行
道
論
に
関
す
る
輝
か
し
い
金
字

塔
と
し
て
讃
え
、
イ
ン
ド
学
、
原
始
仏
教
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
、
イ
ン
ド

大
乗
仏
教
、
あ
る
い
は
、
中
国
・
日
本
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
論
等
を
専

門
と
す
る
読
者
諸
兄
姉
に
推
奨
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
本
稿
は
、
平
成
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
Ｃ
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
）

（
平
成
五
年
二
月
、
山
喜
房
仏
書
林
刊
、
Ａ
５
判
、
は
し
が
き
・
目
次

二
頁
、
索
引
二
頁
、
本
文
四
六
四
頁
、
定
価
一
六
、
○
○
○
円
）
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