
章
」
は
サ
ン
ス

ら
な
い
仏
典
の

因
み
に
、
こ

因
み
に
、
こ
の
仏
典
が
近
代
仏
教
学
の
先
覚
に
よ
っ
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
発
表
年
次
を
辿
る
と
、
一
九
三
一
年
、

両
．
○
房
Ｈ
目
皀
①
Ｈ
以
来
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
研
究
と
し
て
は
程
な
く
し
て
、
同
．
Ｆ
Ｐ
ｇ
ｏ
扉
①
の
、
さ
ら
に
は
、
山
口
益
、
干

潟
龍
祥
、
の
．
国
§
、
閃
．
ｇ
ｐ
Ｎ
の
、
長
尾
雅
人
、
袴
谷
憲
昭
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
、
”
○
胃
算
津
．
目
冒
局
日
四
国
、
兵
藤
一
夫
の
諸
氏
の

論
文
が
枚
挙
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
種
々
の
指
摘
の
な
か
、
玄
檗
が
無
性
の
『
摂
大
乗
論
釈
』
に
お
い
て
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
の
経
文

と
し
て
そ
の
一
節
を
漢
訳
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
そ
れ
に
相
当
す
る
経
名
お
よ
び
一
節
が
見
ら
れ
な
く
、
不
可
解
な

問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
弥
勒
請
問
章
」
は
『
般
若
経
』
の
成
立
後
、
『
解
深
密
経
』
が
出
現
す
る
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
と
か
、
そ
れ
以
降
で
あ
る
と
か
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
仏
典
の
思
想
内
容
、
成
立
年
代
、
成
立
事
情
も
併
せ
て
、
未
詳
の
課
題

「
弥
勒
請
問
章
」
は
『
チ
§
ヘ
ッ
ト
訳
大
蔵
経
』
に
お
い
て
『
般
若
経
』
群
の
中
の
一
章
と
し
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
請
問
章
」
に
は
、

『
解
深
密
経
』
な
ど
、
琉
伽
行
唯
識
の
大
乗
仏
典
に
お
い
て
そ
の
基
本
と
見
な
さ
れ
て
い
る
「
三
性
」
思
想
に
類
似
し
た
所
説
が
見
ら
れ

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
「
請
問
章
」
所
説
の
三
相
は
「
解
深
密
経
』
の
そ
れ
と
同
じ
思
想
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
と
い
う

課
題
が
最
近
提
起
さ
れ
て
い
る
。
『
般
若
経
』
の
思
想
的
傾
向
と
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
。
ま
た
、
こ
の
「
請
問

章
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ
卜
文
が
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
、
漢
訳
の
い
ず
れ
の
『
般
若
経
』
に
も
伝
承
し
て
い
な
く
、
解
明
さ
れ
な
く
て
は
な

「
弥
勒
請
問
章
」
の
三
相
所
説
に
対
す
る
ヅ
ォ
ン
カ
パ
の
解
明

一
つ
子
全
め
る
。
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開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
が
「
弥
勒
請
問
章
」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
『
了
義
未
了
義
論
善
説
心
髄
』
（
通
称
、
レ
ク
シ
ェ
ー
’
一
ン
ポ
）
に
お
い

て
で
あ
る
。
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
請
問
章
」
は
『
二
万
五
千
般
若
経
』
の
第
七
二
章
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
概
ね
次
の
よ
う
な
事
情
か
ら
こ
の
「
請
問
章
」
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
か
と
思
う
。

ツ
ォ
ン
ヵ
パ
は
「
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ポ
』
に
お
い
て
、
先
ず
、
大
乗
琉
伽
行
唯
識
仏
教
の
了
義
と
し
て
の
在
り
方
を
認
め
て
、
そ
の
立

場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
仏
教
思
想
を
尋
ね
、
そ
の
仏
教
の
言
教
の
有
り
方
が
声
通
り
の
も
の
の
上
に
、
す
な
わ
ち
、
言
い
表
わ
さ

れ
た
所
説
の
ま
ま
に
あ
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
以
来
の
仏
教
の
本
質
的
な
意
図
が
明
示
し
表
明
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
更
に
、
声
通
り
の

も
の
を
超
え
て
導
か
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
思
想
を
吟
味
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
前
者
が

「
了
義
」
思
想
と
な
る
も
の
で
、
後
者
の
、
な
お
更
に
導
か
れ
る
余
地
の
あ
る
の
が
「
未
了
義
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
教
相
判
釈

は
、
仏
教
本
来
の
核
心
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
解
明
は
、
中
観
ス
ヴ

ァ
ー
タ
ン
ト
リ
ヵ
の
行
き
方
の
解
明
か
ら
、
更
に
は
、
自
ら
の
最
も
心
よ
せ
る
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
中
観
仏
教
の
了
義
思
想
の
解
明
へ
と
展

が
多
い
こ
と
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
暦
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
の
仏
教
を
再
興
し
た
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
こ
の
「
弥
勒
請
問
章
」

の
思
想
内
容
に
つ
い
て
も
強
い
関
心
の
も
と
に
言
及
し
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
こ
の
「
請
問
章
」
の
三
相
（
三
性
）
所
説
に
つ

い
て
の
解
明
に
は
注
意
す
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
先
覚
に
よ
っ
て
も
そ
の
事
柄
に
注
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
い
さ

さ
か
な
が
ら
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
解
明
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
唯
識
仏
教
の
立
場
か
ら
の
了
義
、
未
了
義
が
吟
味
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
課
題
と
し
て
『
般
若
経
』
の
所
説
が
検

I■■■■
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的
に
語
っ
て
い

述
べ
て
い
る
。

討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
す
季
へ
て
の
も
の
（
一
切
法
）
は
無
自
性
、
空
と
す
る
教
言
に
も
と
づ
く
有
り
方
は
、
未
了
義
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
せ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
残
さ
れ
た
検
討
課
題
と
し
て
、
『
般
若
経
』
に
あ
る
「
弥
勒
請
問
章
」
に
は
、
了
義
な
る
『
解
深
密

経
』
所
説
の
三
性
の
思
想
に
類
似
し
た
教
説
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
請
問
章
」
の
所
説
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。
そ
の
ま
さ
し
く
の
吟
味
検
討
は
直
前
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
レ
ク
シ
ェ
ー
’
一
ン
ポ
』
の
後
編
の
中
、
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
に

基
づ
く
と
こ
ろ
で
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
課
題
の
起
こ
っ
て
く
る
、
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
の
究
明
し
よ
う
と
す
る
経
過
も
注
意

し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
『
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ボ
』
の
前
湘
「
唯
識
草
」
の
繼
め
の
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
事
情
を
端

的
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
、
そ
の
点
に
関
す
る
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
所
述
を
概
略
窺
う
こ
と
と
す
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に

『
ア
ビ
ダ
ル
マ
集
論
』
の
中
に
、
「
広
大
な
る
教
え
（
ぐ
巴
冒
毎
秒
）
の
中
に
、
す
べ
て
の
も
の
（
一
切
法
）
が
無
と
説
か
れ
た
の
は
三

無
自
性
を
特
別
に
意
図
し
て
説
か
れ
た
。
」
（
決
択
分
、
法
品
）
と
語
り
、
『
摂
大
乗
論
』
に
は
、
「
広
大
な
る
教
え
の
中
に
、
無
と
説

か
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
は
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
〔
に
つ
い
て
〕
で
あ
り
、
幻
術
な
ど
の
臂
峨
が
説
か
れ
た
も
の
は
依
他
起
〔
に
つ

い
て
〕
で
あ
り
、
四
種
清
浄
に
よ
っ
て
円
成
実
が
説
か
れ
る
。
」
（
目
‐
圏
）
と
あ
っ
て
、
〔
た
だ
無
な
ど
と
〕
説
か
れ
て
い
る
経
典
は

『
仏
母
経
』
（
『
般
若
経
』
）
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
時
法
輪
が
未
了
義
と
し
て
語
る
も
の
と
し
て
は
ま
た
〔
『
般
若
経
』
〕

そ
の
も
の
や
そ
れ
に
順
じ
た
も
の
を
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
釈
軌
論
』
に
も
、
『
仏
母
経
』
の
中
で
無
自
性
な
ど
と
説

か
れ
た
も
の
を
言
葉
通
り
に
主
張
す
る
こ
と
が
斥
け
ら
れ
て
お
り
、
『
解
深
密
経
』
の
中
に
、
一
切
法
は
無
自
性
と
い
う
ご
と
き
も

の
な
ど
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
了
義
で
な
い
と
出
て
い
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
『
仏
母
経
』
は
第
二
時
法
輪
で
あ
る
と
お
考
え

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ｇ
も
．
寵
〕
恩
冨
凋
巨
苫
）

さ
ら
に
、
そ
の
未
了
義
と
す
る
点
に
つ
い
て
、

こ
の
未
了
義
と
す
る
説
き
方
は
、
第
一
時
法
輪
の
中
で
所
取
能
取
の
二
が
説
か
れ
て
い
る
も
の
を
未
了
義
と
す
る
行
き
方
と
著
し
く

3



と
い
っ
て
、
第

い
る
。
続
い
て
、

そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
〔
三
無
自
性
〕
を
弁
別
せ
ず
に
、
一
切
法
は
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
る
と
説
く
こ
と
が
「
仏
母
経
』
の
目
的

で
あ
っ
て
も
、
〔
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
〕
そ
れ
〔
『
仏
母
経
』
〕
は
未
了
義
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
解
釈
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
言
葉
通
り
に
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
意
味
内
容
は
そ
れ
だ
け
で
は
確
定
的
で
な
く
、
今

な
お
、
そ
の
意
味
内
容
を
示
す
必
要
の
あ
る
点
か
ら
未
了
義
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
２
．
や
瞳
、
Ｐ
冨
侭
巨
浮
）

と
述
べ
て
、
そ
の
未
了
義
と
し
て
の
説
き
方
に
つ
い
て
、
更
に
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

〔
そ
の
〕
説
き
方
は
、
遍
計
執
さ
れ
た
有
り
方
の
諸
法
は
自
相
と
し
て
不
成
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
り
、
ま
た
、

“
依
他
起
の
諸
法
は
清
浄
を
知
得
対
象
（
所
縁
）
と
す
る
そ
の
よ
う
な
勝
義
と
し
て
不
成
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
り
、

Ｊ
“
そ
し
て
、
円
成
実
の
諸
法
は
勝
義
で
も
あ
り
、
諸
法
の
自
体
と
し
て
無
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う

・
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
言
葉
通
り
の
意
味
と
し
て
理
解
す
る
も
の
は
、
『
仏
母
経
』
の
特
に
説
か
れ
て
い
る
所
化
（
薫

陶
さ
れ
る
尋
へ
き
者
）
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
れ
の
特
に
説
か
れ
て
い
る
所
化
は
そ
の
経
典
の
意
味
を
「
解
深
密
経
」
に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
後
の
二
つ
の
法
輪
の
密
意
趣
は
一
つ
で
あ
る
。

（
ぐ
．
己
も
．
“
』
－
ｍ
卸
勺
①
蚕
］
詞
巨
や
ご

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
「
広
大
な
る
教
え
（
３
５
巳
冨
）
を
信
頼
し
て
も
言
葉
通
り
に
受
け
と
め
理
解
し
て
、
そ
の
経
典
の
意
味
は
言
葉
通
り

似
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
眼
識
が
異
熟
の
習
性
と
い
わ
れ
る
自
ら
の
種
子
の
成
熟
か
ら
起
こ
る
、
種
子
と
顕
現
と
を
密

意
趣
し
て
、
眼
と
色
と
の
処
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
〔
第
二
時
の
〕
密
意
趣
の
意
味
は
劣
乗
の
そ
れ
ら
の
経
典
の
主
題
の
意

味
と
し
て
適
切
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
密
意
趣
し
て
無
自
性
と
説
か
れ
る
三
つ
の
無
自
性
の
有
り
方
は
『
般
若
経
』
の
意
味

と
し
て
説
く
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
云
々
つ
『
・
層
．
鴎
‐
震
ゞ
Ｆ
旨
侭
巨
苫
ｌ
こ

っ
て
、
第
一
時
と
第
二
時
法
輪
を
未
了
義
と
し
つ
つ
、
第
一
時
と
第
二
時
と
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
密
意
趣
が
異
な
る
こ
と
を
述
べ
て
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の
意
味
で
あ
る
と
語
る
も
の
は
斥
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
通
り
の
意
味
で
な
い
経
典
の
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
『
解
深
密
経
』

に
よ
っ
て
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
『
解
探
密
経
』
を
了
義
と
し
て
、
「
仏
母
経
』
に
よ
っ
て
は
そ
の
意
味
が
明
確
に
判
明
し
な
く
、

従
っ
て
、
こ
の
経
は
言
葉
通
り
に
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
か
ら
、
未
了
義
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
通
り
に
お
い
て
害
と
な

る
の
は
、
言
葉
通
り
に
理
解
す
る
と
き
、
三
性
の
三
相
と
も
す
》
へ
て
自
性
と
し
て
不
成
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
損

減
見
（
虚
無
的
な
見
解
）
に
陥
る
こ
と
に
あ
る
。
」
（
く
．
回
閉
〉
Ｆ
匡
侭
巨
写
取
意
）
と
述
寺
へ
て
い
る
。

ま
た
、
『
釈
軌
論
』
に
基
づ
い
て
、
「
一
切
法
は
無
自
性
で
あ
る
」
と
度
々
説
い
て
い
る
『
般
若
経
』
の
中
に
、
菩
薩
の
過
失
の
無
い
と

こ
ろ
に
悟
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
や
、
一
切
の
罪
を
繊
悔
す
る
こ
と
な
ど
の
所
説
も
あ
っ
て
、
無
自
性
な
ど
の
教
言
が
言
葉
通
り
の
も
の

で
あ
る
と
き
、
般
若
波
羅
蜜
（
知
慧
の
完
成
）
に
つ
い
て
学
ぶ
、
へ
き
で
あ
る
と
い
う
受
持
や
、
礎
得
し
よ
う
と
す
る
意
欲
や
布
施
に
よ
る

そ
の
報
い
の
因
果
が
有
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
概
ね
、
依
他
起
は
有
り
得
な
い
と
い
う
立
場
に
な
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
般
若

経
』
を
了
義
と
し
て
考
え
る
人
々
は
依
他
起
は
世
間
的
な
言
説
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
勝
義
と
し
て
は
有
る
の
で
な
い
、
と
言
っ
て
、

そ
の
考
え
方
で
受
持
や
因
果
な
ど
も
認
め
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
勝
義
と
し
て
無
を
言
葉
通
り
に
認
め
る
と
き
、
因
果
な
ど
は
有
り

得
な
い
と
い
う
意
味
に
な
る
と
し
て
い
て
、
「
菩
薩
地
』
や
『
摂
決
択
分
』
で
も
、
勝
義
と
し
て
す
識
へ
て
が
成
り
立
た
な
い
と
す
る
の
は

損
減
（
虚
無
的
な
も
の
）
と
し
て
説
か
れ
、
斥
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
こ
れ
ら
の
考
察
の
要
点
と
し
て
、

勝
義
と
し
て
有
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
か
く
の
ご
と
く
阻
止
さ
れ
た
事
物
に
対
し
て
、
因
果
、
繋
縛
、
解

脱
な
ど
が
基
準
を
も
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
が
よ
く
建
立
で
き
る
と
き
適
切
な
応
答
と
な
る
。
倉
．
弓
．
段
‐
雪
．
即
固
侭
届
ｇ
）

と
述
べ
て
、
球
伽
行
唯
識
派
の
考
え
方
に
よ
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
道
理
に
適
う
の
で
あ
っ
て
、
職
伽
行
者
た
ち
の
行
き
方
を
是

と
述
べ
て
、
希

認
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は

『
解
深
密
経
』
の
所
説
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
『
解
深
密
経
』
の
法
輪
の
三
次
第
は
大
衆
の
集
ま
り
ゃ
教
主
５



世
尊
の
人
生
の
節
目
な
ど
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
主
題
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
ま
た
、
一
貫
し
て
無
我
の
意

味
の
決
定
的
な
判
断
（
決
択
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
説
き
方
と
は
違
っ
た
仕
方
で
説
か
れ
る
別
の

経
典
を
、
未
了
義
、
了
義
の
判
断
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
、
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ

ィ
の
「
般
若
波
羅
蜜
ゥ
。
ハ
デ
ー
シ
ャ
』
の
教
言
に
依
り
つ
つ
、
未
了
義
、
了
義
を
判
断
す
る
根
拠
と
な
る
ゞ
へ
き
経
典
の
性
格
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、

『
般
若
波
羅
蜜
ゥ
パ
デ
ー
シ
ャ
』
の
中
に
、
司
○
言
ｚ
○
．
き
ぢ
》
厚
品
の
閏
屋
冒
の
‐
↓
）

お
よ
そ
言
葉
通
り
に
あ
る
そ
の
意
味
は
了
義
こ
そ
で
あ
る
。
実
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
第
二
義
が
あ
る
の
で
な
く
、
こ
の
意
味
が

〔
言
葉
通
り
に
〕
正
に
決
定
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
了
義
で
あ
る
。
ど
う
し
て
意
味
が
決
定
的
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
経

典
そ
の
も
の
〔
に
よ
る
の
〕
と
、
そ
れ
よ
り
別
の
も
の
〔
に
よ
る
の
〕
と
、
両
者
に
〔
属
す
る
も
の
に
〕
よ
る
の
と
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
〔
そ
の
中
の
〕
第
一
〔
の
経
典
そ
の
も
の
と
〕
は
『
入
拐
伽
経
』
や
『
解
深
密
経
』
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
は
自
性
の
有
、
無
を
明
瞭
に
弁
別
し
て
い
る
と
〔
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
は
〕
考
え
て
い
る
。
二
番
目
の
も

の
は
『
八
千
頌
般
若
経
』
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
〔
経
典
の
〕
中
で
は
自
性
の
有
、
無
が
『
解
深
密
経
』
の
よ
う

に
弁
別
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
三
番
目
の
も
の
は
『
二
万
五
千
般
若
経
』
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
典

の
「
弥
勒
請
問
章
」
で
は
言
葉
通
り
の
意
味
に
執
着
し
た
顛
倒
を
断
つ
未
了
義
に
つ
い
て
の
所
説
が
あ
る
こ
と
と
、
『
解
深
密
経
』
に

よ
っ
て
も
こ
の
未
了
義
を
解
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
と
い
う
よ
う
に
〔
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
は
〕
考
え
て
い
る
。
中
間

〔
の
『
八
千
頌
般
若
経
』
〕
に
つ
い
て
は
「
弥
勒
請
問
章
」
が
な
い
点
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
弥
勒
請

問
章
」
に
よ
っ
て
三
相
が
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
『
解
深
密
経
』
に
よ
る
所
説
と
の
二
つ
は
同
一
義
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
お
考

え
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
け
れ
ど
も
〕
そ
れ
ら
二
つ
が
同
一
義
と
い
う
点
で
そ
の
よ
う
に
一
致
し
て
い
て
も
、
世
親
は
、
『
仏

母
経
』
（
『
般
若
経
』
）
の
中
で
無
自
性
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
も
の
を
、
『
解
深
密
経
』
な
ど
の
経
典
に
よ
っ
て
未
了
義
で
あ
る
と
証
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
論
述
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
は
「
弥

勒
詰
問
章
」
に
よ
る
と
こ
ろ
の
三
相
の
建
立
と
『
解
深
密
経
』
の
そ
れ
と
を
同
一
義
の
所
説
と
し
て
考
え
て
い
る
と
論
じ
つ
つ
、
自
ら
は

そ
の
よ
う
な
同
一
義
の
立
場
を
取
ら
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
か
か
る
立
場
を
取
ら
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
無
著
、

世
親
が
未
了
義
と
し
て
論
証
す
る
上
で
、
教
証
と
し
て
「
弥
勒
請
問
章
」
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
点
を
述
べ
て
い
る
。

尤
も
、
無
著
、
世
親
の
時
代
に
、
こ
の
「
請
問
章
」
が
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
未
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に

は
こ
の
理
由
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ヅ
ォ
ン
ヵ
パ
は
こ
の
「
請
問
章
」
の
備
わ
る
『
二
万
五
千
般
若
経
』
が
世
親
の
視
野
に
あ
っ
た
も

の
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
前
提
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
そ
の
理
由
に
加
え
て
、
「
弥
勒
請
問
章
」
の
三
相

建
立
の
説
述
の
有
り
方
は
『
解
深
密
経
』
の
所
説
と
は
違
う
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら
二
つ
は
似
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
区
別
し
難
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
二
つ
は
、
同
一
義
と
い
う
点
か
ら
、
一
切
法
は
勝
義
と
し

て
自
性
が
な
く
、
言
説
と
し
て
有
と
い
う
「
仏
母
経
』
（
『
般
若
経
』
）
の
密
意
趣
あ
る
も
の
と
し
て
述
、
へ
る
こ
と
は
適
切
で
な
く
、

〔
唯
〕
識
派
の
ご
と
く
に
な
る
の
で
あ
り
、
考
察
す
る
事
態
も
ま
た
極
め
て
重
大
で
あ
っ
て
、
〔
後
編
で
あ
る
〕
中
観
派
の
〔
考
察

の
〕
機
会
に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
（
ぐ
・
も
．
沼
．
崩
冨
凋
届
厨
）

と
述
零
へ
、
項
を
改
め
て
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
ツ
ォ
ン
ヵ
。
〈
は
、
そ
の
よ
う
な
究
明
の
経
過
に
あ
っ
て
、
こ
の
『
レ
ク
シ
ェ
ー
’
一
ン
ポ
』
の
後
編
「
中
観
章
」
に
於
い
て
プ
ラ
７

酌
函
ｌ
函
津
用
）
①
］
自
己
函
』
四
○
｛
〕
ｌ
』
』
胃
四
）

明
し
て
お
り
、
『
仏
母
経
』
そ
れ
自
身
に
対
し
て
は
言
葉
通
り
の
も
の
に
お
い
て
前
後
の
矛
盾
を
説
明
し
て
い
る
が
、
「
弥
勒
請
問
章
」

に
よ
っ
て
は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
〔
同
一
義
と
い
う
こ
と
は
無
著
〕
兄
弟
の
意
図
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
９
．
国
》
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ｌ
サ
ン
ギ
カ
の
了
義
の
立
場
を
解
明
し
て
い
く
中
で
、
「
弥
勒
請
問
章
」
の
そ
の
所
説
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論

究
の
中
心
は
、
一
切
法
は
名
称
と
し
て
仮
説
さ
れ
た
の
み
と
い
う
所
説
に
つ
い
て
と
、
『
解
深
密
経
』
の
三
相
の
建
立
の
仕
方
と
こ
の
「
請

問
章
」
の
仕
方
と
が
同
じ
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
三
相
建
立
の
所
説
は
同
じ
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
請
問
章
」
は
『
般
若
経
』
に
含
ま
れ
る
仏
典
で
あ
っ
て
も
、

『
解
深
密
経
』
が
提
言
す
る
よ
う
に
、
「
般
若
経
』
の
所
説
を
言
葉
通
り
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
『
般
若
経
』
は
未
了
義
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ヵ
の
『
般
若
経
』
は
了
義
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
に
お
い
て
当
然
、
容
認
さ
れ
る
も
の

で
な
い
。
“
そ
し
て
、
『
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ポ
』
に
お
い
て
、
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
仏
教
の
基
本
的
な
在
り
方
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
『
般

若
経
』
の
了
義
思
想
に
つ
い
て
の
そ
の
確
認
と
思
想
的
展
開
の
究
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
解
深
密
経
』
の
三
相
建
立
と
同
じ
意
味
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
両
者
の
仏
典
が
同
じ
性
向
の
も
の
と
し
、
そ
の
根
拠
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
弥
勒
請
問
章
」
の
経
文
の
一
節
と
し
て
、
『
レ
ク
シ
ェ
ー
’
一
ン
ポ
』
で
は
、

弥
勒
よ
、
お
よ
そ
遍
計
執
さ
れ
た
色
（
壇
昌
冨
菅
冨
昌
昌
冨
日
．
遍
計
所
執
の
色
）
な
る
も
の
は
実
物
と
し
て
な
い
（
鯵
骨
ゆ
く
壱
目
）
と

見
ら
れ
る
￥
へ
き
で
あ
る
。
分
別
さ
れ
た
色
（
ぐ
房
四
菅
冨
目
員
壱
四
日
）
は
、
分
別
（
畠
冨
巷
鯵
）
が
実
物
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

実
物
と
し
て
あ
る
（
“
自
国
ぐ
忌
日
）
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
〔
そ
れ
は
〕
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
ら
で
は
な

い
（
ロ
騨
曾
ぬ
ぐ
鼻
目
貫
四
‐
自
昏
国
乞
。
お
よ
そ
法
性
の
色
（
号
貰
目
四
画
目
忌
日
）
な
る
も
の
は
、
実
物
と
し
て
無
い
の
で
も
な
く
、
実

物
と
し
て
あ
る
の
で
も
な
く
、
勝
義
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
（
冨
国
日
日
昏
色
‐
冒
煙
ｇ
胃
５
日
）
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
（
く
．
三
）
．
巴
？
匿
回
？
医
長
弓
ざ
』
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
ー
サ
ン
「
中
観
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
の
弥
勒
請
問
章
受
容
」
の
和
訳
に
よ
る
。
近
刊

と
い
う
経
文
を
先
ず
挙
げ
て
い
る
。
『
解
深
密
経
』
の
三
相
の
名
称
は
す
で
に
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
「
遍
計
所
執
」
「
依
他
起
」
「
円
成
実
」

（
こ
の
呼
称
は
玄
焚
漢
訳
に
よ
る
）
で
あ
っ
て
、
「
詰
問
章
」
で
は
「
遍
計
所
執
」
は
同
じ
で
あ
る
が
、
「
依
他
起
」
に
相
当
す
る
名
称
と

る
Ｃ
（
く
．
雪
）

「
大
谷
学
報
』

い
』
配
ｌ
い
］
毎
画
用
）

池
１
１
所
収
）
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し
て
一
分
別
さ
れ
た
も
の
」
（
邑

問
章
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
そ
恥

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
長
行
に
は
、

色
は
三
種
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遍
計
執
さ
れ
た
色
と
は
、
遍
計
執
さ
れ
た
自
性
が
色
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
分
別
さ
れ
た
色
と
は
、

依
他
起
の
自
性
が
色
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
（
依
他
起
）
に
お
い
て
、
色
を
分
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
か
ら
（
依
他

起
と
い
う
性
格
を
、
分
別
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
た
の
）
で
あ
る
。
法
性
と
し
て
の
色
と
は
円
成
実
の
自
性
な
る
も
の
が
色
に
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
（
長
尾
雅
人
訳
に
よ
る
。
『
大
乗
仏
典
』
蛎
所
収
。
た
だ
し
三
相
の
用
語
は
改
め
た
。
）

と
あ
る
。
こ
の
一
節
と
の
関
係
は
別
の
機
会
に
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
長
行
に
よ
っ
て
「
請
問
章
」
に
示
す
三
種
の
名
称

は
『
解
深
密
経
』
に
あ
る
名
称
と
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ツ
ォ
ン
ヵ
。
〈
も
亦
こ
の
「
請
問
章
」
の
解
明
の
許
で
、
「
分
別
さ
れ

た
も
の
」
と
い
う
用
語
は
「
依
他
起
」
と
し
て
了
解
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
直
前
の
「
弥
勒
請
問
章
」
の
経
文
の
中
に
、
分
別
が
実
物
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
分
別
さ
れ
た
色
は
実
物
と
し
て

あ
る
、
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
。
「
実
物
と
し
て
あ
る
」
と
い
う
所
説
は
、
中
観
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ヵ
の
立
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
了

解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
一
方
、
「
請
問
章
」
で
は
、
色
な
ど
は
た
だ
名
称
の
み
で
あ
る
と
か
、
名
称
と
し
て
仮
説
さ
れ
た

の
み
で
あ
る
と
か
説
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
と
矛
盾
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
率
直
な
設
問
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

「
請
問
章
」
で
は
世
尊
と
弥
勒
と
の
問
答
に
よ
っ
て
そ
う
ゆ
う
点
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の
基
本
的
な
了
解

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヅ
ォ
ン
カ
・
〈
が
「
弥
勒
請
問
章
」
の
三
相
の
所
説
に
注
意
す
る
経
文
と
し
て
、

弥
勒
よ
、
行
の
兆
相
（
叩
四
日
い
圃
国
冒
目
房
冨
、
心
作
用
の
兆
し
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
（
ぐ
Ｐ
の
目
）
に
お
い
て
、
色
と
い
う
名
称
や
構
想
や
〔
記

号
や
〕
仮
説
や
言
説
に
よ
っ
て
色
の
自
性
と
し
て
遍
計
執
す
る
こ
と
（
目
忌
日
旨
〕
国
目
。
‐
、
“
且
目
‐
の
自
詩
の
首
‐
冒
煙
言
砦
亭
ぐ
稲
ぐ
騨
園
国
旨

昌
菖
ｑ
騨
爲
目
鱈
‐
唾
ご
煙
亘
国
ぐ
Ｐ
冨
薗
團
己
邑
冨
目
）
、
こ
れ
が
遍
計
執
さ
れ
た
色
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ら
は
諸
々
の
遍
計
執
さ
れ
９

「
分
別
さ
れ
た
も
の
」
（
ぐ
時
騨
蒄
§
且
、
「
円
成
実
」
に
対
し
て
は

に
用
い
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
名
称
は
『
中
辺
分
別
論
』
の
三

「
法
性
」
（
目
肖
日
四
国
）
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
請

「
真
実
品
」
一
六
偶
＆
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と



た
仏
法
で
あ
る
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。
つ
『
・
弓
‐
圏
？
鰭
』
〕
刃
冨
凋
弓
９
１
弓
霞
）

行
の
兆
相
の
そ
の
事
態
が
た
だ
分
別
の
み
つ
『
房
巴
冨
目
幽
ｇ
）
の
法
性
（
あ
り
方
そ
の
も
の
、
号
胄
冒
少
国
）
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
、
分
別
に
よ
っ
て
言
語
表
現
し
、
お
よ
そ
あ
る
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
は
色
で
あ
る
と
い
い
、
受
で
あ
る
と
い
い
、
想
で
あ
る
と
い

い
、
行
で
あ
る
と
い
い
、
識
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
仏
法
で
あ
る
、
に
至
る
ま
で
の
、
こ
れ
ら
の
名
称
や
構
想
や
仮
説
や
言
説
な
る

も
の
は
分
別
さ
れ
た
色
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
、
乃
至
こ
れ
ら
は
分
別
さ
れ
た
仏
法
で
あ
る
。
つ
『
・
や
い
隠
周
冨
凋
弓
冒
）

お
よ
そ
そ
の
遍
計
執
さ
れ
た
色
〔
と
い
う
点
〕
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
色
の
、
永
久
に
し
て
永
遠
に
無
自
性
こ
そ
が
、
ま
た
、
法
無

我
、
如
性
、
真
実
の
究
極
（
実
際
）
が
法
性
の
色
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ら
は
法
性
の
仏
法
で
あ
る
と
い
う
に
至
る
ま
で
で
あ

る
。
（
ぐ
．
ロ
隠
蝉
勺
①
丘
己
輌
弓
冒
１
ｓ

と
い
う
所
説
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
経
文
に
基
づ
い
て
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
は
、
「
遍
計
所
執
」
の
確
認
と
し
て
、
そ
れ
は
名
称
と
し
て
仮
説

さ
れ
た
対
象
で
あ
る
色
を
知
得
対
象
（
所
縁
）
と
し
て
自
性
あ
る
も
の
で
あ
る
と
分
別
す
る
自
体
を
い
う
、
と
述
、
へ
て
い
る
。
ま
た
、
「
分

別
さ
れ
た
も
の
」
の
確
認
と
し
て
、
名
称
な
ど
が
「
分
別
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
そ
の
「
分
別
さ
れ
た
も
の
」
と
は
、
色

な
ど
に
対
し
て
分
別
に
よ
っ
て
仮
説
さ
れ
た
の
み
の
自
体
を
知
得
対
象
と
す
る
分
別
に
よ
っ
て
言
語
表
現
し
、
分
別
さ
れ
た
能
詮
の
事
体

と
、
こ
の
分
別
に
お
い
て
対
象
が
分
別
さ
れ
た
所
詮
の
事
体
と
の
二
つ
の
側
面
か
ら
な
る
と
解
説
し
て
い
る
。

法
性
に
つ
い
て
も
亦
、
分
別
さ
れ
た
も
の
が
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
性
が
な
く
、
我
が
な
く
、
空
（
獣
昌
“
）
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
三
相
の
理
解
の
仕
方
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
入
中
論
釈
』
の
所
説
と
も
一
致
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
中
観
派
の
三
相
の
建
て
方
は
、
『
般
若
経
』
の
意
味
が
そ
の
『
入
中
論
釈
』
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に

考
え
る
尋
へ
き
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

就
い
て
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
指
摘
す
る
そ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
所
説
は
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

〔
渦
巻
い
て
い
る
繩
を
錯
覚
し
て
、
蛇
と
し
て
捉
え
た
〕
か
の
蛇
は
、
繩
に
お
い
て
実
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
遍
計
執
さ
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従
っ
て
、
自
相
と
し
て
成
立
し
た
自
性
の
点
か
ら
い
っ
て
、
勝
義
と
世
俗
と
の
い
ず
れ
の
法
も
成
立
し
な
い
け
れ
ど
も
、
法
性
の
点

か
ら
い
っ
て
自
性
を
建
て
た
そ
の
場
合
に
は
、
世
俗
の
法
は
成
り
立
た
な
く
て
も
、
勝
義
諦
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
性
の

有
、
無
は
詳
し
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
倉
も
も
鴎
、
閉
冨
凋
］
弓
騨
）

と
も
注
意
し
て
い
る
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
『
入
中
論
釈
』
の
、

あ
る
。
（
ぐ
？
己
志

と
述
尋
へ
て
、
そ
し
て
、

れ
た
も
の
守
胃
房
四
言
嚴
）
で
あ
り
、
〔
そ
れ
に
対
し
て
実
際
の
蛇
は
〕
蛇
そ
の
も
の
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
〔
の

蛇
〕
は
そ
れ
〔
繩
〕
の
上
に
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
〔
そ
の
〕
自
性
も
亦
、
依
他
起
の
作

ら
れ
た
縁
起
せ
る
も
の
の
上
に
お
い
て
、
実
に
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

自
性
は
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
他
に
依
ら
な
い
。
（
『
中
論
』
一
五
章
二
）

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
の
領
域
に
お
け
る
〔
自
性
は
虚
構
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
自
性
〕
そ
の
も
の
で
あ
る
。
遍
計
執

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
り
出
さ
れ
た
事
物
に
触
れ
ず
に
、
自
性
の
み
を
〔
す
な
わ
ち
、
在
り
方
の
み
を
〕
ま

の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
れ
故
に
〕
こ
の
三
性
の
建
て
方
に
よ
っ
て
仏
典
の
意
図
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。
倉
．
喝
．
膳
や
画
麗
』
Ｆ
冨
侭
弓
弓
〕
小
川
一
乗
『
空
性
思
想
の
研
究
」
一
三
四
’
一
三
五
頁
参
照
）

し
か
る
に
、
ヅ
ォ
ン
カ
・
〈
は
、
そ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
立
場
を
承
け
て
、

依
他
起
が
そ
れ
〔
自
性
〕
と
し
て
有
る
こ
と
が
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
の
あ
り
の
ま
ま
の
智

（
言
目
四
）
の
対
象
に
お
い
て
は
、
そ
れ
〔
自
性
〕
の
在
る
こ
と
が
円
成
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
依
他
起
の
在
り
方
と
し
て

あ
る
遍
計
所
執
と
し
て
の
、
そ
の
空
な
る
依
他
起
の
在
り
方
で
あ
る
そ
れ
こ
そ
が
仏
の
勝
義
智
の
対
象
に
お
い
て
在
る
の
で
あ
る
か

ら
、
〔
依
他
起
な
る
〕
一
つ
の
在
り
方
こ
そ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
態
に
関
係
し
て
遍
計
所
執
と
円
成
実
と
の
二
と
し
て
建
て
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
（
ぐ
？
ロ
隠
津
悶
固
畠
弓
ご
）
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以
上
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
『
レ
ク
シ
ェ
ー
’
一
ン
ポ
』
に
基
づ
い
て
、
「
弥
勒
請
間
章
」
に
説
く
三
相
の
建
立
の
特
質
を
窺
っ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
特
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
入
中
論
釈
』
の
所
説
を
基
本
と
す
る
そ
の
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
解
明
に
よ
る
と
き
、
「
請
問
章
」

の
所
説
は
『
解
深
密
経
』
の
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
請
問
章
」
の
所
説
で
は
一
貫
し
て
勝
義
と
し
て
無
、
言
説
と
し
て
有

と
い
う
『
般
若
経
』
の
立
場
が
貫
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
弥
勒
請
問
章
」
そ
れ
自
ら
の
中
に
お
い
て
、
「
解
深
密
経
』
と

同
じ
よ
う
に
、
『
般
若
経
』
を
未
了
義
と
し
て
い
る
と
す
る
あ
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
の
考
え
な
ど
は
ッ

依
他
起
を
離
れ
た
所
取
能
取
は
な
い
か
ら
、
依
他
起
に
お
い
て
所
取
能
取
の
二
と
し
て
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
、
へ
き
で

あ
る
。
（
ぐ
．
や
隠
操
閉
冨
侭
弓
§
》
前
掲
小
川
『
研
究
』
一
三
五
頁
参
照
）

に
基
づ
い
て
、
そ
の
立
場
で
は
、
外
な
る
も
の
と
認
識
す
る
も
の
と
に
お
い
て
、
外
な
る
も
の
が
無
く
、
認
識
す
る
も
の
は
有
る
、
な
ど

と
い
う
有
、
無
の
区
別
は
な
い
か
ら
、
所
取
能
取
の
二
は
共
に
依
他
起
と
な
る
の
で
あ
り
、
依
他
起
は
遍
計
所
執
と
し
て
仮
説
さ
れ
る
事

体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
二
つ
が
唯
識
派
の
よ
う
に
能
所
二
取
と
し
て
遍
計
執
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
中
観
派
の
考
え
方
と
し
て
合
理

的
で
な
い
と
し
て
い
る
。
（
ぐ
．
や
侭
鋸
屑
酉
侭
弓
母
）

そ
れ
故
に
、
「
弥
勒
請
問
章
」
の
中
に
依
他
起
が
「
実
物
と
し
て
有
、
無
」
が
説
か
れ
て
い
る
そ
の
「
実
物
」
と
は
、
「
実
物
と
仮
説
」
・

と
し
て
説
か
れ
る
実
物
で
な
く
、
ま
た
、
中
観
派
が
自
相
と
し
て
成
立
し
た
も
の
を
実
物
と
し
て
説
く
そ
れ
で
も
な
く
、
「
た
だ
存
在
す

る
ほ
ど
の
も
の
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
熱
へ
き
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
「
弥
勒
請
問
章
」
に
お
い
て
、
分
別
は
実
物
と
し
て
あ
る
か

ら
、
実
有
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
所
説
は
分
別
に
よ
っ
て
言
説
と
し
て
有
、
無
の
区
別
が
判
別
さ
れ
て
建
て
た
有
で
あ
る
か
ら
、
繩
を

蛇
と
し
て
分
別
に
よ
っ
て
建
て
た
こ
と
と
違
う
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
解
深
密
経
』
の
中
の
「
依
他
起
は
自
相
と
し
て
成
り
立
つ
」

と
説
か
れ
る
も
の
と
も
等
し
く
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
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オ
ン
カ
。
〈
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
は
述
尋
へ
る
ま
で
も
な
い
。

な
お
、
先
に
、
「
弥
勒
請
問
章
」
に
お
い
て
「
分
別
に
よ
っ
て
言
語
表
現
し
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
色
で
あ
る
、
受
で
あ
る
、

乃
至
、
仏
法
に
至
ま
で
の
、
こ
れ
ら
の
名
称
や
構
想
や
仮
説
や
言
説
な
る
も
の
は
分
別
さ
れ
、
た
色
で
あ
る
‐
｜
云
々
と
い
う
よ
う
に
、
「
分

別
さ
れ
た
も
の
」
（
依
他
起
）
な
ど
の
所
説
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
、
こ
の
「
請
問
章
」
で
は
「
知
慧
の
完
成
に
つ
い
て
実
践
し
、

菩
薩
行
に
つ
い
て
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
」
、
そ
れ
ら
「
色
な
ど
は
た
だ
名
称
の
み
で
あ
る
」
と
か
、
「
名
称
と
し
て
た
だ
仮
説
さ
れ
た
の
み
」

で
あ
る
と
学
習
す
簿
へ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
名
称
の
み
と
か
、
名
称
と
し
て
の
仮
説
の
み
と
い
う
こ
と
も
、
言
説
と
し
て
で
あ

る
が
、
ヅ
ォ
ン
カ
・
〈
は
、
名
称
の
み
、
仮
説
の
み
と
い
う
経
説
に
基
づ
き
つ
つ
、
名
称
と
、
名
称
の
依
り
所
で
あ
る
事
体
あ
る
い
は
事
物

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
「
請
問
章
」
の
所
説
に
そ
っ
て
究
明
し
て
い
る
。
「
請
間
章
」
自
身
、
弥
勒
と
世
尊
と
の
問
答
に
よ
っ
て
決
定
的

に
判
断
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
「
事
物
に
対
し
て
偶
然
に
（
型
唱
己
言
』
富
目
）
名
称
が
仮
説
さ
れ
た
」
と
い
う
教
言
を
重
視
し
て
、
名

称
が
起
こ
‐
っ
て
く
る
そ
れ
独
自
の
依
り
所
は
な
い
け
れ
ど
も
、
名
称
に
依
ら
ず
し
て
事
物
に
対
し
て
色
で
あ
る
と
い
う
知
覚
は
生
じ
な
く
、

し
か
も
、
日
常
の
経
験
世
界
に
お
い
て
、
一
般
的
に
名
称
が
起
こ
っ
て
く
る
依
り
所
の
事
物
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
依
り
所
が
あ
る
こ

と
と
、
名
称
と
し
て
た
だ
仮
説
さ
れ
た
の
み
と
し
て
説
か
れ
た
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
（
ぐ
．
己
．
閏
ご
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て

も
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
唯
識
と
の
立
場
の
違
い
と
し
て
中
観
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
略
称
Ｍ
は
『
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ポ
」
の
鼠
国
目
２
本
）
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