
龍
樹
（
］
９
１
鴎
Ｃ
Ｏ
餌
・
）
は
、
大
乗
仏
教
の
思
想
的
な
確
立
者
と
さ
れ
、
そ
の
思
想
の
特
色
は
、
普
通
、
「
空
」
の
思
想
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
「
空
」
の
思
想
は
、
般
若
思
想
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
は
、
ど
の
よ
う
な

主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
大
乗
仏
教
の
基
本
は
、
「
他
を
救
う
こ
と
が
自
ら
の
救
い
と
な
る
」
と
い
う

自
利
利
他
円
満
の
慈
悲
行
と
し
て
の
菩
薩
精
神
で
あ
る
が
、
そ
の
慈
悲
行
は
、
「
空
」
の
思
想
に
よ
っ
て
の
み
原
理
的
に
可
能
と
な
る
こ

と
、
そ
し
て
、
そ
の
「
空
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、

一
、
「
空
」
は
仏
教
の
内
部
批
判
の
た
め
に
釈
尊
の
「
縁
起
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

二
、
「
空
」
は
そ
れ
ま
で
の
既
成
仏
教
で
あ
る
阿
毘
達
磨
仏
教
の
実
体
論
（
有
自
性
論
）
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

①

と
し
て
把
握
す
や
へ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
龍
樹
の
主
著
で
あ
る
『
根
本
中
論
偶
』
に
よ
っ
て
、
再
度
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
『
根
本

中
論
偶
』
は
二
十
七
章
四
百
四
十
八
偶
に
よ
っ
て
椛
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
龍
樹
の
主
張
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、

そ
れ
が
一
人
称
で
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
特
に
注
目
し
調
査
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
何
故
な
ら
ば
、
対
象
化
さ
れ
て
い
る

客
観
的
な
論
理
で
は
な
く
、
自
ら
の
主
張
が
主
体
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
一
人
称
に
よ
る
主
観
的
な
主
張
こ
そ
、
龍
樹
の

仏
教
の
特
色
が
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
直
接
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
、
へ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
１

業
論
に
対
す
る
龍
樹
の
批
判

小

川

一

乗



因
を
、
わ

三
、
「
〆
ｌ
届
〕

一
一
一
Ｆ
，
ｒ

二
、
〔
ぐ
胃
目
ｌ
昌
巴１

四
、

五
、
〔
〆
〆
ぐ
目
ｌ
暗
ｌ
ｇ
〕

す
べ
て
の
事
物
は
空
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
常
な
ど
の
諸
為
の
見
解
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
も
、
ど
こ
に
も
、
誰
に
も
、
ど
う

そ
の
一
人
称
ト

ー
、
〔
帰
敬
偶
〕

減
す
る
こ
と
な
く
（
不
滅
）
、
生
じ
る
こ
と
な
く
（
不
生
）
、
断
滅
で
な
く
（
不
断
）
、
常
住
で
な
く
（
不
常
）
、
同
一
で
な
く
（
不

一
）
、
別
異
で
な
く
（
不
異
）
、
来
る
こ
と
な
く
（
不
来
）
、
去
る
こ
と
な
く
（
不
去
）
、
戯
論
が
寂
滅
し
て
、
至
福
で
あ
る
、
そ
の
よ

う
な
縁
起
を
説
示
し
た
ま
え
る
正
覚
者
（
世
尊
）
に
、
諸
々
の
説
法
者
の
中
の
最
も
勝
れ
た
方
と
し
て
、
私
は
敬
礼
い
た
し
ま
す
。

お
よ
そ
、
我
（
即
日
四
口
）
と
諸
々
の
事
物
の
個
々
別
々
の
本
質
（
３
３
倖
ぐ
秒
）
を
説
く
か
れ
ら
を
、
〔
釈
尊
の
〕
教
説
の
内
容
を
了

知
し
て
い
る
者
と
は
、
私
は
思
わ
な
い
。

命
い
た
し
ま
す
。

し
て
あ
ｈ
ノ
え
よ
う
か
。

「
〆
〆
胄
ご
Ｉ
届
〕

Ｆ
ｊ

お
よ
そ
、
緑

「
中
道
」
で
湯

行
為
者
は
行
為
（
業
）
に

を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
な
い

お
よ
そ
一
切
の
見
解
を
断
た
ん
が
た
め
に
、
慈
感
に
よ
っ
て
正
法
（
縁
起
）
を
説
き
示
さ
れ
た
ゴ
ー
タ
マ
（
世
尊
）
に
、
私
は
帰

人
称
に
よ
る
主
張
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

で
坐
め
る
ｃ

縁
起
で
あ
る
も
の
、

に
縁
っ
て
起
こ
り
、
ま
た
、
行
為
は
そ
の
行
為
者
に
縁
っ
て
起
こ
る
。
そ
れ
以
外
の
〔
業
の
〕
成
立
の
原

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
「
空
性
」
で
あ
る
と
説
く
。
そ
れ
は
「
縁
っ
て
の
仮
説
」
で
あ
り
、
そ
れ
が

２



龍
樹
が
一
人
称
を
も
っ
て
表
明
し
て
い
る
主
張
は
、
意
外
に
も
少
な
く
、
帰
敬
偶
を
含
め
て
以
上
の
五
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
五

①

例
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
内
容
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
拙
著
等
に
お
い
て
究
明
し
て
き
た
よ
う
な
龍
樹
の
「
空
」

の
思
想
の
特
徴
が
、
そ
れ
ら
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
中
、
第
一
例
は
帰
敬
偶
で
あ
り
、
第
五
例
（
第
二
十
七
章
「
観
邪
見
品
」
第
二
十
九
’
三
十
偶
）
は
『
根
本
中
論
偶
』
の
最
後
の

偶
で
あ
り
、
と
も
に
釈
尊
に
対
す
る
帰
命
・
敬
礼
を
表
白
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
縁
起
を
説
き
た
ま
え
る
釈
尊
」
が
讃

嘆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
縁
起
」
を
「
空
」
と
し
て
説
く
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
の
が
、
有
名
な
第
四
例
（
第
二
十
四
章
「
観

四
諦
品
）
第
十
八
偶
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
お
よ
そ
、
「
縁
起
」
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
「
空
性
」
で
あ
る
と
説
く
」
と
、

龍
樹
の
思
想
的
立
場
が
明
確
に
一
人
称
を
も
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
第
三
例
（
第
十
章
「
観
薪
火
品
」
第
十
六
偶
）
は
、
釈
尊
が
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
し
た
実
体
論
に
阿
毘
達
磨
仏
教

が
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
の
正
統
派
宗
教
が
主
張
す
る
常
住

な
我
（
騨
日
目
）
の
存
在
や
、
「
自
性
」
と
い
う
事
物
の
本
質
を
想
定
す
る
阿
毘
達
磨
仏
教
の
実
体
論
（
有
自
性
論
）
に
対
す
る
批
判
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
実
在
を
主
張
す
る
者
を
、
「
釈
尊
の
教
説
の
内
容
を
了
知
し
て
い
る
者
と
は
、
私
は
思
わ
な
い
。
」
と
、
龍
樹
は
厳
し
く

裁
断
し
て
い
る
よ
う
に
、
阿
毘
達
磨
仏
教
（
代
表
的
に
は
説
一
切
有
部
）
に
よ
っ
て
、
三
世
に
亘
っ
て
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事
物
の

「
自
性
」
（
“
ご
画
９
脚
く
鱒
）
は
、
龍
樹
か
ら
見
れ
ば
、
常
住
な
「
我
」
を
主
張
す
る
仏
教
以
外
の
学
説
に
お
け
る
実
体
論
と
何
ら
変
わ
り
の

な
い
有
自
性
諭
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
龍
樹
の
「
空
」
の
思
想
は
、
「
一
切
法
無
自
性
（
す
べ
て
の
事
物
は

自
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
）
」
と
い
う
主
張
が
中
心
、
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
四
例
が
、
龍
樹
の
「
空
」
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
、
本
稿
の
酵
頭
に
提
示
し
た
具
体
的
内
容
で
あ
る
二
点
を
端
的
に
示
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
も
う
一
例
が
一
人
称
で
説
か
れ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

そ
れ
が
第
二
例
（
第
八
章
「
観
業
作
者
品
」
第
十
二
偶
）
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
行
為
（
業
）
と
行
為
者
（
作
者
）
と
の
関
係
性
に
お

３



い
て
の
み
業
と
作
者
と
を
認
め
、
そ
れ
以
外
の
「
業
」
の
成
立
を
認
め
な
い
「
空
」
の
立
場
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
阿
毘
達
磨

仏
教
の
業
論
を
批
判
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
龍
樹
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
既
成
仏
教
で
あ
る
阿

毘
達
磨
仏
教
に
お
け
る
実
体
論
（
有
自
性
諭
）
批
判
と
関
連
し
て
、
そ
の
業
論
も
、
一
人
称
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
程
の
主
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
見
な
す
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
阿
毘
達
磨
仏
教
の
業
論
に
対
す
る
批
判
が
一
章
を
も
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
「
根
本
中
論
偶
』
の
第
十
七
章
三
十
三
偶
全
体
の
独
自
な
構
成
内
容
か
ら
も
伺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
章
で
は
、
そ
の
前

半
の
二
十
偶
ま
で
と
い
う
一
章
の
三
分
の
二
近
く
ま
で
を
も
費
や
し
て
、
批
判
対
象
（
対
論
者
の
主
張
）
と
し
て
の
業
論
に
つ
い
て
の
説

②

明
に
当
て
ら
れ
、
『
根
本
中
論
偶
』
全
二
十
七
章
の
中
に
あ
っ
て
、
独
自
な
構
成
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の

業
論
が
仏
教
の
中
で
極
め
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
業
論
が
釈
尊
の
業
思
想
と
は
相
異
し
た

非
仏
教
的
な
も
の
と
し
て
、
龍
樹
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
業
論
に
対
す
る
龍
樹
の
批
判
は
、
『
根
本
中
論
偶
』
の
第
十
七
章
「
観
業
果
品
」
に
ま

と
め
て
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
業
」
の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て

略
説
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
時
代
に
な
っ
て
、
、
ハ
ラ
モ
ン
教
の
教
義
と
し
て
、
業
の
思
想
に
基
づ
く
輪
廻
転
生
説
が
説

か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
カ
ー
ス
ト
制
度
（
階
層
的
身
分
差
別
）
が
確
立
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
業
の
思
想
と
は
、
人
間
が
こ
の
世
の
生

を
終
え
た
後
、
次
の
世
で
い
か
な
る
生
を
受
け
る
か
は
、
こ
の
世
で
為
し
た
行
為
、
す
な
わ
ち
、
業
（
冨
鄙
日
目
）
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
り
、
ま
た
、
輪
廻
転
生
説
と
は
、
人
間
は
単
に
こ
の
世
の
み
で
滅
び
る
の
で
は
な
く
、
肉
体
の
滅
後
に
お
い
て
、
こ
の
世

で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
（
業
）
に
従
っ
て
次
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
輪
廻
転
生
す
る
主
体
と
し
て
の

我
（
い
§
§
）
が
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
や
ハ
ラ
モ
ン
教
に
お
け
る
業
の
思
想
に
よ
る
実
体
論
的
な
論
廻
転
生
説
は
、

現
在
の
人
生
を
来
世
の
た
め
の
仮
の
世
と
考
え
、
ひ
た
す
ら
よ
り
良
き
来
世
を
請
い
願
う
生
き
方
と
な
り
、
一
方
で
は
、
現
在
世
も
過
去

4



世
の
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
諦
め
を
生
み
、
次
第
に
カ
ー
ス
ト
制
度
を
定
着
さ
せ
固
定
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
実
体
論
的
発
想
に
基
づ
く
業
思
想
に
対
し
て
、
釈
尊
は
、
「
縁
起
」
の
思
想
に
よ
っ
て
、
輪
廻
転
生
す
る
主
体
と
し
て
の

「
我
」
の
実
体
性
を
否
定
し
、
輪
廻
転
生
説
を
否
定
し
て
、

「
解
説
は
不
動
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
後
の
生
存
で
あ
る
。
も
は
や
、
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
（
輪
廻
の
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
）
は

③

な
い
、
と
い
う
智
見
が
生
ま
れ
た
。
」

と
、
そ
の
初
転
法
輪
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
実
体
的
に
考
え
ら
れ
る
、
生
存
の
継
続
と
し
て

の
輪
廻
に
流
転
す
る
自
己
存
在
は
成
立
し
な
い
と
い
う
智
見
こ
そ
が
、
「
縁
起
」
に
お
け
る
解
脱
の
内
実
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
業
」
に
つ
い
て
も
、

「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
卑
し
い
人
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
零
ハ
ラ
モ
ン
と
な
る
の
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て
卑
し

④

い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
零
ハ
ラ
モ
ン
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
」

と
説
き
、
実
体
論
的
な
輪
廻
転
生
説
に
基
づ
く
業
思
想
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
は
「
縁
起
」
に
お
い
て
、
過
去
世
に
お

け
る
業
の
結
果
と
し
て
の
現
在
世
へ
の
生
ま
れ
を
否
定
し
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
そ
の
も
の
の
上
に
、
行
為
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
業
の

結
果
（
業
報
）
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
世
の
業
の
結
果
と
し
て
の
現
在
世
と
い
う
実
体
論
的
発
想
は
何
ら
根
拠
の
な

い
構
想
（
分
別
）
で
し
か
な
い
と
、
「
縁
起
」
と
い
う
智
見
に
よ
っ
て
確
信
し
た
釈
尊
は
、
自
ら
の
行
為
の
上
に
、
そ
の
よ
う
に
し
か
行

為
せ
ざ
る
を
え
な
い
自
ら
の
行
為
者
と
し
て
の
責
任
を
持
ち
、
自
ら
の
現
前
の
行
為
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
自
ら
の
過
去
に
目
を
向
け
る
と

い
う
、
他
律
的
で
な
い
自
律
的
な
業
の
思
想
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
業
思
想
を
、
龍
樹
は
、
先
の
第
二
例

に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
業
」
を
行
為
と
行
為
者
と
の
相
互
の
関
係
性
（
相
依
相
待
）
に
よ
っ
て
説
明
し
つ
つ
、
「
業
」
が
実
体
的
発

想
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５



釈
尊
は
、
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
実
体
論
的
な
業
思
想
を
批
判
し
た
が
、
釈
尊
亡
き
後
の
仏
教
は
、
次
第
に
イ
ン
ド
宗
教
に
お
い
て
一
般

的
で
あ
っ
た
実
体
論
的
な
輪
廻
転
生
説
を
受
け
入
れ
、
輪
廻
転
生
す
る
主
体
と
し
て
の
「
我
」
を
否
定
し
た
仏
教
の
「
無
我
」
の
立
場
を

取
り
な
が
ら
も
、
輪
廻
転
生
を
可
能
に
す
る
「
業
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
に
基
づ
い
た
独
自
の
実
体
論
に
よ
っ
て
構

築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
龍
樹
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
け
る
業
論
で
あ
る
。

⑤

さ
て
、
龍
樹
が
「
根
本
中
論
偶
』
の
第
十
七
章
「
観
業
果
品
」
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
業
論
批
判
の
最
初
は
、
ま
ず
阿
毘
達
磨
仏
教

に
お
い
て
、
業
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
の
一
端
を
、
第
一
偶
か
ら
第
五
偶
に
わ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

自
分
を
よ
く
制
御
し
て
他
人
を
利
益
す
る
慈
悲
の
心
は
、
そ
れ
は
法
（
正
し
い
道
義
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
世
と
後
世
と
に
お
い

て
果
報
を
受
け
る
種
子
で
あ
る
。
（
第
一
偶
）

「
業
（
行
為
）
は
、
思
業
（
意
志
）
と
思
已
業
（
意
志
の
表
現
）
と
で
あ
る
。
」
と
最
高
の
仙
人
（
釈
尊
）
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
。

〔
そ
し
て
〕
「
そ
の
業
に
は
多
く
の
種
類
の
区
別
が
あ
る
」
と
宣
言
さ
れ
た
。
（
第
二
偶
）

そ
の
中
、
お
よ
そ
思
業
と
い
わ
れ
る
そ
の
業
は
意
業
（
意
志
に
関
す
る
も
の
）
〔
と
考
え
ら
れ
〕
、
思
已
業
と
い
わ
れ
る
業
は
、
身

業
（
身
体
に
関
す
る
も
の
）
と
語
業
（
言
葉
に
関
す
る
も
の
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
第
三
偶
）

①
言
葉
（
語
）
と
、
②
動
作
（
身
体
）
と
、
③
〔
煩
悩
よ
り
〕
い
ま
だ
離
れ
て
い
な
い
無
表
と
名
称
さ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、

④
同
じ
く
〔
煩
悩
よ
り
〕
離
れ
て
い
る
他
の
無
表
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
、
（
第
四
偶
）

⑤
〔
善
い
果
報
の
〕
享
受
と
結
び
付
い
て
い
る
福
徳
（
善
行
）
と
、
⑥
同
種
の
非
福
徳
（
悪
行
）
と
、
⑦
思
（
意
志
）
と
い
う
こ

れ
ら
七
法
が
業
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
第
五
偶
）

こ
こ
に
は
、
二
業
と
三
業
と
、
無
表
業
を
含
む
七
業
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
業
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
説
明
は
阿
毘
達
磨
仏
教
の

中
の
説
一
切
有
部
の
そ
れ
に
近
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
の
中
に
、
「
無
表
」
と
い
う
業
、
す
な
わ
ち
、
外
に
表
現
さ
れ
て
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と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
実
体
論
に
お
い
て
は
常
住
論
か
断
滅
論
し
か
な
く
、
常
住
論
に
立
て
ば
、
果
報
の
位
に
な
っ
て
も
業

は
存
続
し
、
断
滅
論
に
立
て
ば
、
断
滅
し
た
業
が
果
報
を
生
む
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
不
合
理
で
あ
り
、
業
と
果
報
と
の
継

続
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
龍
樹
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
龍
樹
に
よ
る
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
い
て

は
、
業
と
果
報
と
の
継
続
が
、
第
七
偶
か
ら
第
十
一
偶
に
わ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

芽
な
ど
の
相
続
（
連
続
）
は
、
種
子
か
ら
〔
現
起
し
〕
、
そ
れ
（
芽
）
よ
り
果
実
が
現
起
す
る
。
従
っ
て
、
種
子
を
離
れ
て
そ
れ
（
芽

な
ど
の
相
続
）
は
現
起
し
な
い
。
（
第
七
偶
）

そ
し
て
、
種
子
か
ら
〔
芽
な
ど
の
〕
相
続
が
、
ま
た
、
〔
芽
な
ど
の
〕
相
続
か
ら
果
実
が
生
起
す
る
。
種
子
を
先
と
し
て
果
実
が

あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
〔
種
子
と
果
実
と
は
〕
断
滅
し
た
も
の
で
も
な
く
、
常
住
の
も
の
で
も
な
い
。
（
第
八
偶
）

お
よ
そ
心
の
相
続
は
、
そ
の
思
（
意
志
）
よ
り
〔
現
起
し
〕
、
そ
れ
（
思
）
よ
り
果
が
現
起
す
る
。
心
を
離
れ
て
そ
れ
（
心
の
相

他
人
に
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
業
が
第
四
偶
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
無
表
業
」
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
釈
尊
入
滅

以
後
の
阿
毘
達
磨
仏
教
の
特
徴
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
諸
種
の
業
は
、
実
体
論
に
基
づ
い
た
輪
廻
転
生
を
可
能
に
す
る
た
め

の
業
論
の
上
で
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
第
一
偶
に
お
い

て
「
そ
れ
は
今
世
と
後
世
と
に
お
い
て
果
報
を
受
け
る
種
子
で
あ
る
」
と
い
う
実
体
的
な
表
現
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
論
的
な
業
論
に
対
し
て
、
実
体
的
な
発
想
に
お
い
て
は
、
業
（
行
為
）
と
そ
の
果
報
と
の
両
者
の
間
の
継
続
が
不

可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
、
次
の
第
六
偶
で
あ
り
、

も
し
も
業
が
熟
し
た
時
（
果
報
の
位
）
ま
で
存
続
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
常
住
な
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
も
〔
熟
し

た
時
に
〕
す
で
に
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
す
で
に
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
果
報
を
生
じ
え
よ
う
か
一

た
時
に
〕

（
第
六
偶
）

７



続
）
は
現
起
し
な
い
。
（
第
九
偶
）

そ
し
て
、
心
か
ら
相
続
が
、
ま
た
、
そ
の
相
続
か
ら
果
が
生
起
す
る
。
業
を
先
と
し
て
果
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
断
滅
し
た

も
の
で
も
な
く
、
常
住
の
も
の
で
も
な
い
。
（
第
十
偶
）

十
白
業
道
（
十
善
業
道
）
は
、
法
（
正
し
い
道
義
）
を
成
立
さ
せ
る
方
便
で
あ
る
。
今
世
と
後
世
と
に
お
け
る
法
の
果
は
、
五
つ

の
欲
楽
（
感
覚
的
享
楽
）
で
あ
る
。
（
第
十
一
偶
）

⑥

と
。
こ
れ
ら
は
経
量
部
の
業
論
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
、
第
十
一
偶
を
除
い
た
他
の
四
偶
に
説
明
さ
れ
て
い
る
業
論
は
極
め
て

常
識
的
な
説
明
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
常
識
的
な
業
の
継
続
が
、
た
と
え
心
相
続
で
あ
っ
て
も
、
同
様
に
、
実
体
論
に
お
い
て
合
理
的

に
成
立
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
龍
樹
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
論
究
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
詳
し

く
説
明
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
と
も
あ
れ
、
芽
と
種
子
と
が
と
も
に
実
体
で
あ
れ
ば
、
種
子
か
ら
芽
へ
の
継
続
に
は
、
多
く
の
大

き
な
過
失
が
あ
り
、
四
生
（
自
生
、
他
生
、
共
生
、
無
因
生
）
の
す
べ
て
に
お
い
て
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
『
根
本
中
論
偶
』
の
第
一
章
「
観
因
縁
品
」
の
第
一
偶
に
お
い
て
、

「
自
よ
り
に
も
あ
ら
ず
、
他
よ
り
に
も
あ
ら
ず
、
〔
自
他
の
〕
両
方
よ
り
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
、
無
因
よ
り
に
も
あ
ら
ず
、
諸
友

の
法
は
如
何
な
る
も
の
も
、
何
処
に
お
い
て
も
、
決
し
て
、
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
」

と
説
か
れ
、
順
次
に
四
生
が
否
定
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
『
根
本
中
論
偶
』
の
基
本
に
そ
っ
て
、
吹
の
第
十
二
偶
に
、

も
し
こ
の
よ
う
な
分
別
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
多
く
の
大
き
な
過
失
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
分
別
は
こ
こ

で
は
全
く
合
理
的
で
な
い
。
（
第
十
二
偶
）

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
業
（
種
子
）
か
ら
果
報
（
芽
）
へ
の
継
続
と
い
う
分
別
（
説
明
）
は
、
実
体
的
な
存
在
の
間
で
は
「
多
く

の
大
き
な
過
失
」
が
あ
り
、
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
常
識
的
な
業
の
継
続
が
、
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
阿
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る
一
不
侠
廷

す
な
わ
ち
、

毘
達
磨
仏
教
か
ら
の
合
理
的
な
回
答
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
、
実
体
論
に
陥
っ
て
い
る
阿
毘
達
磨
仏
教
で
は
、

種
子
か
ら
芽
が
生
じ
る
と
い
う
世
間
の
常
識
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
阿
毘
達
磨
仏
教
は
、
業
か
ら
果
報
へ
の
継
続

を
可
能
に
す
る
た
め
の
独
特
な
手
段
を
種
々
考
え
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
次
の
第
十
三
偶
か
ら
第
二
十
偏
に
わ
た
っ
て
説
か
れ

る
「
不
失
法
」
（
画
く
菅
ｇ
隙
Ｐ
）
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
「
不
失
法
」
と
い
う
存
在
を
考
え
る
思
考
は
い
か
に
も
実
体
論
的
発
想
と
い
え
よ
う
。

不
失
法
は
債
券
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
業
は
負
債
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
（
不
失
法
）
は
、
範
囲
（
界
）
と
し

て
は
四
種
（
三
界
と
無
漏
界
）
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
本
性
と
し
て
は
〔
善
で
も
な
く
悪
で
も
な
い
〕
無
記
で
あ
る
。
（
第
十
四
偶
）

〔
そ
れ
は
、
見
道
〕
所
断
で
は
な
く
、
実
に
修
道
所
断
と
し
て
断
ぜ
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
不
失
法
に
よ
っ
て
諸
々
の
業
の

果
報
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
（
第
十
五
偶
）

も
し
も
〔
そ
の
不
失
法
が
、
見
道
〕
所
断
と
し
て
、
或
は
、
業
の
転
移
に
よ
っ
て
断
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
、
業
を
破

壊
す
る
こ
と
等
の
過
失
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
第
十
六
偶
）

同
じ
範
囲
（
界
）
の
、
同
類
で
な
い
も
の
と
同
類
の
も
の
と
の
一
切
の
業
が
結
生
す
る
と
き
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
つ
の
も

の
（
不
失
法
）
が
生
じ
る
。
（
第
十
七
偶
）

実
に
、
こ
の
〔
不
失
〕
法
は
、
二
種
類
（
同
類
と
非
同
類
）
の
す
雫
へ
て
の
各
々
の
業
が
見
ら
れ
る
と
き
、
生
じ
る
。
そ
し
て
、
〔
業

の
果
報
と
し
て
の
〕
異
熟
の
と
き
に
も
存
続
し
て
い
る
。
（
第
十
八
偶
）

そ
れ
（
不
失
法
）
は
、
果
報
が
通
過
し
て
か
ら
、
或
は
、
死
ん
で
か
ら
、
消
滅
す
る
。
そ
の
場
合
、
有
漏
と
無
漏
と
の
区
別
が
表

示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
第
十
九
偶
）

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
諸
、

説
明
し
よ
う
。
（
第
十
三
偶
） 諸

々
の
仏
と
声
聞
と
独
覚
と
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
分
別
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
適
応
さ
れ
る
も
の
を
私
は
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と
、
こ
こ
に
「
不
失
法
」
が
仏
説
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
、
「
不
失
法
」
は
釈
尊
が
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、
後
の
阿

毘
達
磨
仏
教
に
な
っ
て
苦
肉
の
作
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
「
不
失
法
」
と
い
う
一
つ
の
実
体
が
業
の
継
続
を
可
能
に
す
る

存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
、
そ
の
教
理
的
性
質
（
法
体
の
特
徴
）
が
こ
こ
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
は
、

い
ま
の
課
題
で
は
な
い
か
ら
、
要
約
す
れ
ば
、
こ
の
「
不
失
法
」
は
、
阿
毘
達
磨
仏
教
の
中
の
正
量
部
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
主
体
的
原

理
で
あ
り
、
輪
廻
の
主
体
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
・
無
漏
界
の
四
界
に
わ
た
っ
て
存
続
し
、
そ
の
性
質
は
無
覆
無

記
（
善
で
も
な
く
不
善
で
も
な
く
し
て
、
聖
道
を
覆
っ
た
り
さ
ま
た
げ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
心
を
不
浄
な
ら
し
め
た
り
す
る
こ
と
の
な

い
も
の
）
で
あ
る
。
「
不
失
法
」
は
有
為
法
で
あ
り
常
住
で
は
な
く
、
業
か
ら
果
報
が
生
じ
て
そ
れ
が
過
去
へ
と
通
過
し
た
後
に
、
或
は
、

身
体
の
死
後
に
消
滅
す
る
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
過
去
か
ら
現
在
へ
、
現
在
か
ら
未
来
へ
と
業
の
果
報
を
失
わ
ず
継
続
せ
し
め
る
役
割

を
は
た
す
存
在
と
し
て
「
不
失
法
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
先
の
第
十
二
偶
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
、
第
二
十
偶

に
お
い
て
、
常
住
と
断
滅
と
の
二
論
を
回
避
す
る
た
め
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
、
「
不
失
法
」
が
一
つ
の
実
体
と
考
え

ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
見
解
が
合
理
的
根
拠
を
持
ち
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
重
ね
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
不
失
法
」
に
類
す
る
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
も
の
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
説
一
切
有
部
の
「
得
」

（
も
働
冒
）
が
あ
る
。
「
得
」
と
は
、
有
情
が
自
分
に
得
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
自
分
の
身
に
引
き
つ
け
繋
ぎ
止
て
お
く
力
で
あ
り
、
心
不
相

応
行
法
（
物
で
も
な
く
、
心
と
関
係
す
る
も
の
で
も
な
い
実
体
）
と
さ
れ
て
い
る
。
龍
樹
が
、
阿
毘
達
磨
仏
教
の
業
論
に
お
け
る
業
か
ら

果
報
へ
の
継
続
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
、
「
得
」
で
は
な
く
、
「
不
失
法
」
を
批
判
対
象
と
し
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
無
我
に
立

つ
仏
教
が
、
我
（
倒
冒
目
）
と
い
う
常
住
な
主
体
的
原
理
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
類
す
る
一
種
の
輪
廻
の

主
体
と
し
て
の
「
不
失
法
」
が
、
た
と
え
そ
れ
が
「
我
」
と
同
等
な
常
住
な
法
（
存
在
）
で
な
い
と
し
て
も
、
実
体
的
存
在
（
法
体
）
と

て
い
る
。
（
第
二
十
偶
）

空
性
で
あ
っ
て
し
か
も
断
滅
で
な
く
、
輪
廻
で
あ
っ
て
し
か
も
常
住
で
な
い
業
の
不
失
法
は
、
仏
（
世
尊
）
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
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龍
樹
は
、
以
上
の
二
十
偶
ま
で
に
お
い
て
、
批
判
対
象
と
し
て
の
阿
毘
達
磨
仏
教
の
業
論
を
批
判
的
な
指
摘
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
た

後
、
第
二
十
一
偶
以
下
に
お
い
て
、
輪
廻
に
転
生
す
る
実
体
化
さ
れ
た
業
論
を
否
定
し
、
実
体
論
的
発
想
に
よ
ら
な
い
業
と
果
報
と
の
関

係
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

何
故
に
業
は
生
じ
な
い
の
か
。
お
よ
そ
無
自
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
故

に
、
減
す
る
こ
と
も
な
い
。
（
第
二
十
一
偶
）

も
し
業
が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
な
ら
ば
、
疑
い
な
く
、
常
住
な
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
業
は
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
も

の
と
な
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
常
住
な
も
の
は
作
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
第
二
十
二
偶
）

も
し
も
業
が
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
〔
果
報
を
〕
受
け
る
と
い
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
は
、
〔
梵
行
（
清
浄
な
行
い
）
を
行
っ
て
も
〕
非
梵
行
に
住
す
る
と
い
う
過
失
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う

差
っ
。
そ
し
て
、

（
第
二
十
三
偶
）

そ
う
で
あ
れ
ば
、
疑
い
な
く
、
一
切
の
言
説
（
慣
習
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
、
福
徳
（
善
）
を
な
す
者
と
罪
悪
を
な
す
者
と

の
区
別
も
全
く
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
（
第
二
十
四
偶
）

も
し
も
自
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
業
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
（
業
）
の
異
熟
さ
れ
た
異
熟
が
さ
ら
に
異
熟
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
第
二
十
五
偶
）

こ
の
業
は
煩
悩
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
煩
悩
は
真
実
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
も
し
も
そ
れ
ら

の
煩
悩
が
真
実
と
し
て
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
業
が
真
実
と
し
て
存
在
し
よ
う
か
。
（
第
二
十
六
偶
）

業
と
諸
女
の
煩
悩
と
は
、
諸
々
の
身
体
の
諸
縁
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
も
し
も
そ
れ
ら
の
業
と
煩
悩
と
が
空
で
あ
る
な
ら
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そ
の
よ
う
に
、
〔
業
の
〕
行
為
者
は
化
人
と
し
て
の
現
れ
で
あ
り
、
作
ら
れ
た
か
れ
の
業
は
、
化
人
に
よ
っ
て
化
作
さ
れ
た
他
の

化
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
第
三
十
二
偶
）

諸
々
の
煩
悩
も
、
諸
々
の
業
も
、
諸
々
の
身
体
も
、
諸
々
の
行
為
者
も
、
諸
灸
の
果
報
も
、
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
城
（
腰
気
楼
）
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
陽
炎
や
夢
に
似
て
い
る
。
（
第
三
十
三
偶
）

こ
れ
ら
十
三
偶
に
お
け
る
龍
樹
の
主
張
が
、
か
れ
の
「
空
」
の
思
想
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
論
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
現
前
の
行
為
（
業
）
は
、
本
来
的
に
は
「
縁
起
」
で
あ
り
、

「
自
性
」
を
持
っ
た
実
体
的
な
存
在
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
こ
に
実
体
的
な
業
を
構
想
す
る
な

⑦

ら
ぱ
、
「
多
く
の
大
き
な
過
失
」
に
陥
る
こ
と
は
免
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
「
縁
起
」
で
あ
り
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
本
来
性
の
上
に
成
立
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
し
か
も
、
現

ぱ
、
諸
点
の
身
体
に
つ
い
て
何
が
語
ら
れ
よ
う
か
。
（
第
二
十
七
偶
）

か
の
衆
生
は
無
明
に
覆
わ
れ
渇
愛
に
結
縛
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
。
か
れ
は
〔
業
の
果
報
の
〕
受
者
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
か
れ

は
〔
業
の
〕
行
為
者
か
ら
異
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
か
れ
（
行
為
者
）
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
（
第
二
十
八
偶
）

お
よ
そ
、
こ
の
業
は
〔
阿
毘
達
磨
論
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
〕
縁
よ
り
生
起
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
非
縁
よ
り
生
起
し

て
い
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
行
為
者
も
ま
た
存
在
し
な
い
。
（
第
二
十
九
偶
）

も
し
も
業
と
行
為
者
と
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
業
よ
り
生
じ
る
果
報
が
ど
う
し
て
存
在
し
よ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
果
報
が
存
在

し
な
い
と
き
、
〔
そ
の
果
報
の
〕
受
者
が
ど
う
し
て
存
在
し
よ
う
か
。
（
第
三
十
侭
）

あ
た
か
も
神
通
を
具
え
た
教
師
（
世
尊
）
が
、
化
人
を
化
作
し
、
そ
の
化
作
さ
れ
た
化
人
が
、
さ
ら
に
他
〔
の
化
人
〕
を
化
作
す

る
よ
う
に
、
（
第
三
十
一
喝
）

12



に
存
在
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
本
来
的
な
自
己
存
在
性
を
見
失
い
、
自
ら
の
現
実
の
存
在
を
確
実
な
も
の
と
し
て
固
執
し
、
そ
こ
に
非

本
来
的
な
自
己
存
在
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
本
来
的
な
自
己
存
在
と
錯
覚
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
錯
覚

に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
作
り
出
さ
れ
た
非
本
来
的
な
自
己
存
在
を
、
龍
樹
は
「
化
人
」
と
し
て
こ
こ
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
体
化
さ

れ
た
こ
の
非
本
来
的
な
自
己
存
在
は
、
あ
た
か
も
「
化
人
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
化
人
の
行
為
（
業
）
を
実
体
化
し
、
そ
こ
に

輪
廻
転
生
を
構
想
す
る
こ
と
の
愚
行
は
、
釈
尊
の
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
し
か
も
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の

愚
行
が
仏
教
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る
の
が
龍
樹
の
「
空
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
龍
樹
は
、

こ
の
真
実
と
し
て
の
本
来
的
な
自
己
存
在
に
目
覚
め
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
非
本
来
的
な
自
己
存
在
を
純
化
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
真
の

仏
道
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
阿
毘
達
磨
仏
教
の
実
体
論
的
発
想
に
お
け
る
仏
道
は
、
釈
尊
が
無
駄
で
あ
る
と
捨
て
去
っ
た

修
定
主
義
か
苦
行
主
義
か
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
精
神
や
肉
体
の
安
定
を
計
る
程
度
の
ヨ
ー
ガ
的
な
役
割
し
か
果
た
し
得

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
龍
樹
に
と
っ
て
の
真
の
仏
道
と
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
に
目
覚
め
る
人

間
成
就
の
道
で
あ
る
。
本
来
的
な
自
己
存
在
に
目
覚
め
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
生
死
し
て
い
く
非
本
来
的
な
自
己
存
在
そ
の
ま
ま
で
、
し

か
も
、
そ
こ
に
の
み
仏
道
が
開
か
れ
て
い
る
事
実
を
、
龍
樹
は
「
空
」
に
お
い
て
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
の
仏
教
を
再
確
認
し
、

そ
こ
に
「
生
死
即
浬
樂
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
原
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

①
こ
の
点
に
つ
い
て
原
理
的
に
論
述
し
た
の
が
拙
著
『
大
乗
仏
教
の
原
点
皇
死
即
浬
藥
ｌ
』
（
文
栄
堂
、
一
九
九
○
）
で
あ
る
。
参
見
し
て

頂
け
れ
ば
、
本
稿
の
内
容
に
対
す
る
理
解
が
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

②
『
根
本
中
論
偶
』
に
お
い
て
、
対
論
者
の
主
張
（
批
判
対
象
）
を
こ
の
よ
う
に
一
章
の
大
半
を
割
い
て
説
明
し
て
い
る
章
は
他
に
は
な
い
ち
な

み
に
、
龍
樹
の
「
廻
諄
論
』
で
は
、
全
七
十
偶
の
中
の
第
二
十
偶
ま
で
が
、
龍
樹
の
「
空
」
思
想
に
対
す
る
対
論
者
の
反
論
に
当
て
ら
れ
、
こ
の
章

と
同
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

③
冒
四
言
冒
四
‐
昌
圃
意
胃
ゞ
や
局
探
留
日
冒
苗
‐
日
厨
司
ぐ
、
や
怠
い

①註

1 0

1 、



⑤
『
根
本
中
論
偶
』
第
十
七
章
に
対
す
る
研
究
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
龍
樹
の
立
場
を
一
つ
の
視
点
で
と
ら
え
て
、
こ
の
章

に
対
す
る
独
自
の
解
釈
を
試
み
た
。
安
井
広
済
「
中
観
学
説
に
お
け
る
業
の
理
解
」
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
二
十
号
）
、
梶
山
雄
一
「
中
観
哲
学

と
因
果
論
」
（
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
因
果
』
）
、
巌
城
孝
憲
「
中
観
思
想
に
お
け
る
生
命
観
の
一
考
察
」
（
「
日
本
仏
教
学
会
年
報
ｌ
仏
教
の
生
命

観
ｌ
』
第
五
十
五
号
、
五
十
六
頁
以
下
）
な
ど
。

⑥
こ
の
第
十
一
偶
の
内
容
は
一
種
の
ド
グ
マ
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
本
稿
で
は
必
要
な
い
の
で
省
略
す
る
。

⑦
こ
の
第
十
七
章
「
観
業
果
品
」
の
全
体
の
構
成
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
『
根
本
中
論
偶
』
に
対
す
る
注
釈
者
た
ち
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一

で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
者
の
思
想
的
特
徴
や
時
代
背
景
に
よ
る
解
釈
の
相
異
が
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
な
事
と
い
え
よ
う
。
本
稿
に
お
け
る
以

上
の
よ
う
な
理
解
に
当
た
っ
て
は
、
龍
樹
自
ら
の
注
釈
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
無
畏
注
』
に
特
に
注
意
し
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
第
十
二
偶
に
対

㈱
す
る
本
稿
の
理
解
は
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
『
無
畏
注
』
で
は
「
他
者
は
言
う
」
と
な
っ
て
い
て
、
第
三
者
の
見
解
の
よ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
『
無
畏
注
』
に
は
、
阿
毘
達
磨
仏
教
の
具
体
的
な
学
派
名
は
出
て
い
ず
、
対
論
者
の
見
解
は
「
阿
毘
達
磨
の
中
に
」
と
い
う
言
い
方
で

示
さ
れ
て
い
る
。

④
曾
茸
色
昌
凰
冨
』

け
る
業
論
（
上
）

毎
ヘ
ン
０

馬
雫
①
ざ
．
こ
の
偶
に
代
表
さ
れ
る
釈
尊
の
業
論
に
関
す
る
最
近
の
論
文
と
し
て
は
、
奈
良
康
明
「
『
ス
ッ
タ
’
一
・
ハ
ー
タ
』
に
お

ｌ
文
化
史
の
立
場
か
ら
ｌ
」
（
藤
田
宏
達
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
イ
ン
ド
哲
学
と
仏
教
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
八
九
）
が
あ
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