
仏
陀
以
来
の
仏
教
思
想
の
展
開
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
言
教
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
社
会
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
仏

教
思
想
領
域
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
初
期
大
乗
仏
教
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
は
大
乗
諸
経
典
の
上
に
窺
わ
れ
る
と
共
に
、
ま
た

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
ー
リ
ャ
デ
ー
ヴ
ァ
、
ア
サ
ン
ガ
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
な
ど
の
伝
え
ら
れ
る
著
作
に
お
い
て
も
顕
著
な
も
の
が
知

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
経
典
と
諭
書
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
と
は
言
え
、
そ
れ
ら
の
大
乗
諸
経
典
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諭
書
が
著

作
せ
ら
れ
て
き
た
動
向
と
し
て
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
仏
陀
の
本
意
と
し
て
の
仏
教
開
顕
と
い
う
仏
道
に
集
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
特
に
諭
書
に
お
い
て
は
、
合
理
的
批
判
精
神
で
も
っ
て
伝
統
的
な
言
教
の
言
葉
を
超
え
て
で
も
仏
陀
精
神
の
核
心

に
直
参
せ
ん
と
し
た
求
道
の
跡
が
窺
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
唯
識
思
想
も
か
か
る
動
向
の
上
に
窮
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
仏
教
の
伝
承
に
あ
っ
て
、
西
暦
十
四
・
五
世
紀
に
在
世
し
た
仏
教
者
ツ
ォ
ン
カ
パ
（
宗
喀
巴
・
房
８

厘
秒
恩
》
属
望
‐
巨
尼
）
の
偉
業
も
ま
た
、
単
に
チ
蕊
ヘ
ッ
ト
仏
教
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
大
乗
仏
教
思
想
史
の
上
か
ら
も
仏

教
展
開
の
核
心
に
呼
応
せ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
因
に
、
そ
の
偉
業
は
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
を
祖
師
と
す
る
ゲ
ル
ク
。
〈
な
る
黄
帽
派
仏

大
乗
唯
識
思
想
の
成
立

Ｉ
ツ
ォ
ン
ヵ
。
〈
所
引
の
「
中
辺
分
別
論
』
所
説
を
通
じ
て
Ｉ

片
野
道
雄
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教
教
団
を
中
心
と
し
た
そ
の
後
の
チ
ペ
ッ
ト
仏
教
者
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
る
が
、
ま
た
、
代
表
的

な
著
作
の
一
つ
で
あ
る
大
乗
仏
教
概
論
『
了
義
未
了
義
論
〃
善
説
心
髄
〃
』
（
○
国
己
ｚ
ｏ
ｍ
曾
倫
Ｌ
官
民
］
白
駕
迫
冒
閾
目
冒
冒
．
認
鼠

冒
ご
ｏ
ｚ
ｏ
の
．
自
】
亀
）
に
お
い
て
も
そ
の
時
代
社
会
を
背
景
と
し
た
著
者
独
自
の
仏
教
学
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

直
前
に
述
べ
↑
る
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
著
書
名
の
上
に
「
了
義
・
未
了
義
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
一
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
シ
｜
オ
ン
ヵ
。
〈
の
、

ま
さ
し
く
そ
の
了
義
未
了
義
と
い
う
言
葉
に
う
い
て
了
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、

言
教
の
示
さ
れ
る
ま
ま
に
そ
の
意
味
を
別
様
に
導
く
こ
と
が
で
き
な
く
、
意
味
が
確
定
し
て
い
る
（
鯉
１
菌
‐
己
冨
菌
）
と
い
う
点
で
了

義
（
昌
菌
‐
働
旦
盲
）
、
ま
た
、
示
さ
れ
る
ま
ま
に
そ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
っ
て
へ
そ
の
深
意
を
解
説
し
て
他
の

意
味
に
導
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
或
い
は
、
言
葉
通
り
に
考
え
て
よ
い
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
で
は
究
極
的
な
真
実
で
は
な
く
、
そ

れ
以
外
に
更
に
そ
れ
の
真
実
性
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
が
導
か
れ
る
べ
き
も
の
（
胃
昏
“
‐
ロ
①
菌
ぐ
息
）
で
あ
る

点
よ
り
未
了
義
（
国
①
樹
‐
胃
昏
騨
）
で
あ
る
。

①

と
い
う
説
明
文
の
上
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
わ
る
了
義
未
了
義
と
い
う
視
点
か
ら
論
究
さ
れ
よ
う
と
す
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
こ
の
著

作
の
趣
意
は
、
冒
頭
の
造
論
の
詩
頌
に
お
い
て
端
的
に
表
明
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

多
く
の
教
誠
を
聞
き
、
理
証
上
の
正
し
い
方
法
に
つ
い
て
も
多
く
の
労
に
よ
っ
て
い
て
、
現
観
の
徳
の
聚
を
も
っ
て
劣
る
こ
と
が
な

い
多
く
の
人
々
が
、
更
に
努
力
し
て
も
未
だ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
の
〔
大
乗
仏
教
の
了
義
未
了
義
の
〕
根
拠
が
、
（
第
七
偶
）

師
な
る
文
殊
の
御
恩
に
よ
っ
て
よ
く
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
殊
に
慈
愛
の
思
い
か
ら
〔
そ
れ
に
つ
い
て
〕
私
は
述
べ
る
。
〔
仏
陀
〕

②

所
説
の
真
実
を
理
解
す
る
と
い
う
思
察
を
も
っ
て
無
比
な
る
説
明
を
望
む
人
々
は
敬
う
て
聞
き
な
さ
い
。
（
第
八
偶
）

と
述
べ
て
い

そ
れ
ら

そ
れ
ら
〔
了
義
未
了
義
の
〕③

よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。

マ
（
》
Ｏ
と
‐
一
、
声
仁
、

二
つ
の
判
断
も
亦
、
こ
れ
は
未
了
義
で
あ
る
、
こ
れ
は
了
義
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
聖
教
の
み
に

ワ
ー



そ
の
意
味
を
決
定
的
な
も
の
に
す
る
証
明
と
し
て
の
理
証
に
よ
っ
て
、
よ
く
思
惟
さ
れ
て
い
る
方
〔
す
な
わ
ち
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
、
ア
サ
ン
ガ
、
ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド
ゥ
な
ど
偉
大
な
学
轍
〕
に
し
た
が
っ
て
、
〔
大
乗
仏
教
の
〕
密
意
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

③

最
終
的
に
は
汚
れ
を
離
れ
る
道
理
性
を
も
つ
↑
て
〔
そ
の
了
義
未
了
義
性
が
〕
判
断
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
著
作
の
序
文
か
ら
窺
わ
れ
る
了
義
未
了
義
論
は
、
単
に
仏
陀
以
来
の
言
教
を
並
列
的
に
掲
げ
て
、
そ
れ

ら
の
優
劣
を
論
ず
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
初
期
大
乗
仏
教
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
も
、
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
の

そ
の
時
代
の
仏
教
思
想
領
域
に
あ
っ
て
、
改
め
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
サ
ン
ガ
ー
ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド
ゥ
の
両
思
想
を
講
究
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
、
大
乗
仏
教
の
開
顕
を
志
向
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の
『
了
義
未
了
義
論
』
は
そ
の
よ
う
な
志
向
に
基
づ
い
て
大
乗
中
観
、
並
び
に
大
乗
唯
識
の
両
思
想
の
了
義
性
が

論
究
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
乗
唯
識
仏
教
の
了
義
性
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
は
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
、
主
に
『
解
深
密
経
』

④

の
三
性
三
無
自
性
に
関
わ
る
経
文
を
教
証
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
経
文
に
よ
っ
て
了
義
未
了
義
と
し
て
安
立
さ
れ
る
方
軌
と
し
て
は
、

言
教
に
つ
い
て
、
諸
存
在
の
そ
れ
自
身
独
自
の
固
有
の
本
質
的
な
特
質
あ
る
も
の
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
と
、
成
り
立
た
な
い
も
の
と
が

善
分
別
さ
れ
、
あ
る
が
ま
ま
の
如
性
に
お
い
て
実
在
性
の
有
、
無
が
誤
認
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
し
く
了
知
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
る
の
で

あ
る
、
と
し
て
、
即
ち
、
三
時
の
転
法
輪
の
所
説
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
視
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
と
に
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
は

と
し
内
従
っ
て
言
教
の
、

『
解
深
密
教
』

私
の
密
意
に
し
て
甚
深
な
る
教
説
が
如
実
に
了
知
さ
れ
な
い
で
そ
の
教
法
を
信
頼
し
て
い
る
。
然
も
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
正
さ

に
無
自
性
で
あ
り
、
不
生
で
あ
り
、
不
滅
で
あ
り
、
本
来
寂
静
で
あ
り
、
自
性
浬
藥
で
あ
る
と
い
う
教
え
の
意
味
を
言
葉
通
り
に
ば

か
り
執
着
し
て
い
る
。
彼
等
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
無
と
い
う
見
解
や
無
相
と
い
う
見
解
に
至
る
こ
と

に
な
る
。
“
無
と
い
う
見
解
、
無
相
と
い
う
見
解
に
至
っ
て
、
更
に
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
相
を
損
減
し
、
諸
存
在
に
っ

、
即
ち
、

所
説
の
、

３



⑤

に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
乗
唯
識
の
了
義
性
は
三
性
説
に
基
づ
く
大
乗
の
無
自
性
・
般
若
空
な
る
教
法
の
密
意
の
開
顕
に
視
点
が
お

か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
。
然
る
に
、
無
自
性
・
般
若
空
義
が
顕
わ
な
る
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
に
は
、
無
な
る
も
の
を
有
と
誤
認
し
た
り
、

或
い
は
、
実
在
な
る
も
の
を
無
と
誤
認
す
る
と
い
う
増
益
と
損
減
と
の
二
つ
の
極
端
な
一
辺
倒
な
る
誤
認
が
善
分
別
さ
れ
る
こ
と
に
も
な

る
と
し
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
こ
の
『
了
義
未
了
義
論
』
に
お
け
る
大
乗
唯
識
の
了
義
性
の
解
明
と
し
て
は
、
具
体
的
に
は
そ
の
増
益
と
損

減
と
の
両
極
端
な
誤
認
の
仕
方
を
吟
味
検
討
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
、
特
に
、
『
礒
伽
師
地
論
』
の
「
菩
薩
地
」
や
「
摂
決
択
分
」
、

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
、
『
中
辺
分
別
論
」
を
基
本
的
な
論
書
と
し
て
順
次
章
節
を
改
め
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諭
書
に
基
づ
い
て
論
究

が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
「
中
辺
分
別
論
』
の
中
に
説
か
れ
る
仕
方
」
と
い
う
章
節
の
許
に
掲
げ
て
い
る
『
中
辺
分
別
論
』
の
詩
頌
と
し
て
は
、

第
一
偶
及
び
第
二
偶
を
も
っ
て
代
表
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
章
節
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

等
に
と
っ
て
は
｛

る
と
い
わ
れ
る
。

い
て
の
構
想
分
別
さ
れ
た
も
の
（
遍
計
所
執
）
の
特
質
を
も
損
減
し
、
諸
存
在
に
つ
い
て
の
他
な
る
条
件
に
依
存
す
る
も
の
（
依
他

起
）
の
特
質
を
、
そ
し
て
、
完
成
さ
れ
た
も
の
（
円
成
実
）
の
特
質
を
も
損
減
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
云
え
ば
、

勝
義
生
よ
、
何
と
な
れ
ば
、
依
他
起
の
特
質
と
円
成
実
の
特
質
と
が
実
在
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
遍
計
所
執
の
特
質
も
ま
た
了
知

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
凡
そ
依
他
起
な
る
存
在
相
と
円
成
実
な
る
存
在
相
と
に
お
い
て
無
相
を
見
る
彼

等
に
と
っ
て
は
実
に
遍
計
所
執
な
る
存
在
相
を
も
損
減
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
は
三
種
の
存
在
相
を
と
も
に
損
減
す

偶
及
び
第
二
偶
を
も
っ
て
代
圭

『
中
辺
〔
分
別
論
〕
』
の
中
に

虚
妄
な
る
分
別
は
あ
る
。
そ
｝

三三

桑
、

ー

廷

’一
V ー

一
つ
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
〔
す
な
わ
ち
虚
妄
な
る
分
別
の
な
か
〕
に
空
性
が

第
一
章
相
品
の

4



‐
存
在
し
、
そ
の
〔
空
性
の
〕
な
か
に
ま
た
、
か
れ
〔
す
な
わ
ち
虚
妄
な
る
分
別
〕
が
存
在
す
る
。

（
第
一
偶
）

ゞ
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
尋
へ
て
の
も
の
は
空
で
も
な
く
、
空
で
な
い
の
で
も
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
有
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
無
で
あ
る⑥

か
ら
、
さ
ら
に
ま
た
有
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
中
道
で
あ
る
。

（
第
二
偶
）

⑦

と
説
か
れ
て
い
る
。
初
め
の
詩
頌
に
よ
っ
て
空
性
の
相
が
、
第
二
〔
偶
〕
に
よ
っ
て
そ
れ
こ
そ
が
中
道
と
し
て
示
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
詩
頌
に
つ
い
て
は
既
に
先
覚
に
よ
っ
て
、
第
一
章
相
品
の
中
枢
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
論
の
基
調
と
な
る
も
の
で

あ
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
と
っ
て
も
、
正
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
『
中
辺
分
別
論
』
に
対
す
る
了
解
が
そ
の

背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
は
そ
れ
ら
の
詩
頌
の
許
の
長
行
に
基
づ
き
、
第
一
偶
は
空
性
思
想
を
、
第
二
偶
は
中
道

思
想
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
仏
教
伝
統
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
両
思
想
の
上
に
大
乗
唯
識
の
了
義
性
が
究
明
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
内
意
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
続
い
て
ツ
ォ
ン
ヵ
。
〈
は
、
そ
の
第
一
偶
に
つ
い
て
、

そ
こ
で
、
あ
る
場
所
に
あ
る
も
の
が
な
い
と
き
、
前
者
〔
す
な
わ
ち
あ
る
場
所
〕
は
後
者
〔
す
な
わ
ち
あ
る
も
の
〕
と
し
て
は
空
で

あ
る
、
〔
と
い
う
よ
う
に
〕
ま
た
、
〔
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
た
後
に
も
〕
な
お
〔
否
定
さ
れ
え
な
い
で
〕
何
ら
か
余
っ
た
も
の
が

こ
こ
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
今
や
実
在
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
有
、
無
を
如
実
な
る
ま
ま
に
知
る
の
が
、
空
性
へ

の
顛
倒
な
き
悟
入
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
〔
の
第
一
偶
〕
は
そ
れ
〔
空
性
へ
の
正
し
い
悟
入
〕
を
示
さ
ん
が
た
め
に
空

⑧

性
が
明
ら
か
に
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
了
解
は
、
『
中
辺
分
別
論
』
相
品
第
一
偶
下
の
二
つ
の
説
明
文
か
ら
な
る
長
行
の
中
、
後
半
の
説
明
文

に
基
づ
い
て
い
る
。
第
一
偶
の
許
の
長
行
の
後
半
の
説
明
文
の
中
に
見
ら
れ
る
引
用
の
言
葉
に
つ
い
て
は
既
に
近
年
先
覚
に
よ
っ
て
、
’
一

カ
ー
ャ
な
ど
原
始
仏
典
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
更
に
は
大
乗
琉
伽
唯
識
思
想
の
上
に
ま
で
展
開
し
て
き
た
様
相
が
詳
し
く
究

⑨

明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
、
原
始
仏
典
以
来
の
伝
承
と
い
う
点
に
は
特
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
長
行
及
び
ス
テ
ィ

ラ
マ
テ
ィ
の
註
釈
に
基
づ
い
て
第
一
偶
の
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

５



ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
第
一
偶
は
、
大
乗
の
基
本
と
し
て
展
開
す
る
、
大
乗
至
極
と
し

て
の
空
性
へ
の
顛
倒
な
き
悟
入
の
た
め
に
、
空
性
の
正
し
い
相
が
き
わ
め
て
簡
潔
な
詩
頌
に
よ
っ
て
了
義
な
る
様
相
を
も
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
第
一
偶
下
の
そ
の
長
行
は
空
性
へ
の
顛
倒
な
き
悟
入
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
偶
は
史
さ
し
く
、
有
無

を
如
実
な
る
ま
ま
に
知
る
と
い
う
菩
薩
の
実
践
を
通
じ
て
、
空
性
の
正
し
い
相
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
は

更
に
そ
の
第
一
偶
及
び
長
行
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
長
行
に
お
い
て
「
あ
る
場
所
に
あ
る
も
の
が
な
い
」
と
い
う
そ
の
、

あ
る
場
所
と
は
、
空
の
事
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
虚
妄
な
る
分
別
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
依
他
起
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が
な
い
、
と
い
わ

れ
る
無
と
い
う
こ
と
は
所
取
能
取
な
る
別
個
の
二
つ
の
実
体
〔
に
つ
い
て
〕
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
遍
計
所
執
で
あ
る
。
〔
従
っ
て
第

一
偶
の
ｂ
句
に
い
う
〕
そ
こ
に
〔
二
つ
の
も
の
は
〕
存
在
し
な
い
、
と
は
、
前
者
な
る
か
〔
の
依
他
起
〕
が
後
者
な
る
こ
〔
の
遍
計

所
執
〕
と
し
て
空
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
〔
遍
計
所
執
に
し
て
二
と
し
て
構
想
分
別
さ
れ
た
も
の
〕
が
な
い
と
き
、

そ
〔
の
否
定
さ
れ
た
〕
場
所
に
余
れ
る
も
の
、
即
ち
残
さ
れ
た
そ
の
実
在
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
〔
第
一

偶
ａ
句
に
い
う
〕
虚
妄
な
る
分
別
は
あ
る
、
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
第
三
句
〔
の
、
し
か
し
そ
こ
に
空
性
が
存
在
し
〕
は
依
他
起
と
円

⑩

成
実
と
の
二
つ
〔
が
実
在
〕
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
四
句
は
あ
る
別
の
疑
い
を
断
つ
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
ま
た
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
註
釈
に
基
づ
い
て
こ
の
第
一
偶
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。

そ
の
註
釈
に
見
ら
れ
る
四
種
の
解
説
の
中
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
第
一
番
目
の
解
説
に
も
と
づ
い
て
、
‐
即
ち
、
す
べ
て
の
も
の
は
兎
角
の
よ

う
に
自
性
が
全
く
な
い
と
考
え
る
損
減
論
を
遮
す
る
た
め
に
第
一
句
が
、
又
、
‐
虚
妄
な
る
分
別
の
実
在
を
い
う
場
合
、
経
の
中
に
、
す
べ

て
の
も
の
は
空
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
も
の
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
断
つ
た
め
に
第
二
句
が
、
そ
し
て
、
第
一
句

第
二
句
が
示
さ
れ
て
く
る
と
き
、
空
性
は
無
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
疑
い
に
対
し
て
第
三
句
が
、
し
か
も
、
二
と
し
て
の
空
が
虚
妄

な
る
分
別
に
お
い
て
い
つ
も
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
空
と
い
う
こ
と
が
常
に
了
解
さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
除
く
た
め
に
第
四

句
が
お
か
れ
て
い
る
、
と
説
く
解
説
に
よ
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
第
二
偶
に
つ
い
て
も
そ
の
許
の
長
行
及
び
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
註
釈
に
基
づ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

「
空
で
も
な
い
」
は
円
成
実
に
対
し
て
、
「
空
で
な
い
の
で
も
な
い
」
は
依
他
起
と
遍
計
所
執
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一

類
の
解
釈
、
或
い
は
、
虚
妄
な
る
分
別
と
空
と
を
別
個
の
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
な
ど
の
考
え
方
に
反
す
る
も

の
で
も
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
が
説
明
す
る
「
迦
葉
品
」
の
中
道
思
想
所
説
に
つ
い
て
、
他
の
中
観
派
の
人
々
の
考
え

る
よ
う
に
、
『
中
辺
分
別
論
』
よ
り
「
迦
葉
品
」
が
勝
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
し
て
も
、
唯
識
の
こ
の
筋
道
こ
そ
中
道
の
意
味
を
開
顕
す

る
も
の
で
あ
り
、
唯
識
の
方
軌
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
ら
二
つ
は
同
義
と
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
言
及
し
て
い
る
。

後
の
チ
、
ヘ
ッ
ト
に
お
け
る
註
釈
吉
に
は
こ
の
第
一
偶
に
つ
い
て
、
第
一
句
は
初
転
法
輪
を
、
第
二
句
は
第
二
時
転
法
輪
を
、
第
三
第
四

句
に
よ
っ
て
最
後
の
転
法
輪
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
如
何
な
る
唯
識
学
の
伝
承
に
よ
る

か
、
そ
の
事
情
は
詳
ら
か
で
な
い
。

『
中
辺
分
別
論
』
相
品
第
一
偶
の
許
の
長
行
に
見
ら
れ
る
ニ
カ
ー
ャ
以
来
の
所
説
は
既
に
先
覚
の
指
摘
す
る
通
り
『
瑞
伽
師
地
論
』
の

「
菩
薩
地
」
の
中
に
も
知
ら
れ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
に
よ
っ
て
も
そ
の
所
説
は
、
こ
の
『
了
義
未
了
義
論
』
の
本
章
の
冒
頭
に
お
い
て
論
究

す
る
「
菩
薩
地
に
説
か
れ
る
仕
方
」
と
い
う
条
項
下
で
、
重
要
視
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
・
・

シ
オ
ン
・
ハ
カ
は
「
菩
薩
地
真
実
品
」
第
四
に
相
当
す
る
個
所
に
お
け
る
、
空
性
を
悪
取
す
る
損
減
と
い
う
誤
認
の
仕
方
を
述
べ
る
文
章

⑪

を
引
用
し
、
更
に
空
性
を
よ
く
理
解
す
る
行
き
方
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

前
者
〔
プ
ド
ガ
ラ
を
見
解
と
す
る
者
〕
は
知
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
た
だ
迷
妄
の
み
に
あ
る
が
、
す
べ
て
の
知
る
べ
き
も
の
を
損
減

し
て
い
な
く
、
そ
れ
が
も
と
で
地
獄
に
生
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
法
を
求
め
る
他
の
人
に
対
し
て
偽
る
こ
と
が
な
い
。
学
習
す

る
事
柄
に
つ
い
て
も
無
頓
着
と
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
後
者
〔
の
空
を
悪
く
取
ら
え
る
者
〕
は
そ
れ
ら
〔
プ
ド
ガ
ラ
を
見
解
と
す

一
一
一

【
ａ
Ｊ



と
杢
辿
べ
、以

上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
凡
そ
あ
る
場
所
に
あ
る
も
の
が
無
い
と
き
、
前
者
〔
す
な
わ
ち
あ
る
場
所
〕
は
後
者
〔
す
な
わ
ち
あ
る

も
の
〕
と
し
て
空
で
あ
り
、
〔
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
た
後
に
も
な
お
否
定
さ
れ
え
な
い
で
何
ら
か
〕
余
っ
た
も
の
が
実
在
す
る
、

と
こ
の
よ
う
に
見
る
者
は
空
性
に
顛
倒
な
く
悟
入
す
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
「
菩
薩
地
」
の
所
説
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に
そ
の
個
所
に
続
く
「
菩
薩
地
」
の
所
説
に
も
と
づ
き
、

色
な
ど
の
〔
構
想
さ
れ
る
〕
事
体
が
そ
れ
ら
な
る
も
の
と
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
概
念
の
設
定
さ
れ
た
自
体
と
し
て
は
空
で
あ
る
、
と

い
う
の
は
〔
直
前
に
述
べ
る
〕
前
半
の
言
葉
〔
す
な
わ
ち
、
凡
そ
あ
る
場
所
に
あ
る
も
の
が
無
い
と
き
、
前
者
す
な
わ
ち
あ
る
場
所

は
後
者
す
な
わ
ち
あ
る
も
の
と
し
て
空
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
〕
の
意
味
で
あ
り
、
〔
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
た
後
に
も
な
お
〕
余
っ

た
も
の
が
実
在
す
る
と
い
う
の
は
、
概
念
の
設
定
の
根
拠
で
あ
る
た
だ
事
体
な
る
も
の
の
み
（
く
閉
目
白
弾
』
‐
四
）
や
た
だ
概
念
の
設
定
の

み
（
冒
旦
目
目
日
脚
目
）
は
有
る
、
と
い
う
よ
う
に
「
菩
薩
地
」
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
凡
そ
あ
る
も
の
が
空
で
あ
る
と

い
う
の
は
遍
計
所
執
を
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
空
の
事
体
は
依
他
起
で
あ
り
、
前
者
〔
す
な
わ
ち
遍
計
所
執
〕
と
し
て
後
者
〔
す
な

わ
ち
依
地
起
〕
が
空
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
空
が
円
成
実
で
あ
る
。
そ
れ
ら
〔
三
性
と
い
う
点
か
ら
〕
の
有
、
無
の
意
味
は
先
に
説

明
し
た
如
く
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
無
な
る
も
の
を
有
と
誤
認
す
る
増
益
の
極
端
な
る
も
の
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
が
有
の
辺
〔
が

断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
〕
、
そ
し
て
、
有
な
る
も
の
を
無
と
誤
認
す
る
損
減
の
極
端
な
る
も
の
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
が
、
無
の
辺
が
断

ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
と
し
て
無
と
い
う
こ
と
が
顕
わ
と
な
っ
て
く
る
の
で
も
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
空
性
が
ま
さ
に
勝
義
の
き
わ
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
少
即
ち
「
菩
薩
地
」
の
中
に
、
「
先
の
〔
有
な
る
〕
も
の

と
こ
の
無
な
る
も
の
と
の
両
者
の
有
、
無
か
ら
解
放
さ
れ
た
教
法
の
特
相
を
も
っ
て
摂
約
さ
れ
て
い
る
そ
の
事
体
は
二
と
し
て
無
で

あ
る
。
二
と
し
て
無
な
る
は
二
辺
を
断
じ
た
こ
の
上
な
い
中
道
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
者
〕
よ
り
反
対
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
「
菩
薩
地
」
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
。
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以
上
、
大
乗
唯
識
の
了
義
思
想
を
解
明
せ
ん
と
す
る
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の
著
述
に
基
づ
い
て
、
「
中
辺
分
別
論
』
相
品
第
一
・
第
二
偶
、
及

び
そ
の
許
の
長
行
に
つ
い
て
些
さ
か
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
頌
は
、
仏
教
伝
統
の
無
自
性
・
空
性
思
想
、
或
い
は
そ

こ
に
展
開
す
る
中
道
思
想
の
中
に
、
了
義
な
る
も
の
と
し
て
の
大
乗
唯
識
の
基
本
的
立
場
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
知
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
仏
教
思
想
領
域
に
あ
っ
て
大
乗
唯
識
の
成
立
事
情
が
窺
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
も
あ

る
。
殊
に
第
一
偶
下
の
ニ
カ
ー
ャ
以
来
の
伝
統
を
伝
え
る
長
行
は
そ
の
事
情
を
内
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

「
如
実
な
る
ま
ま
に
観
察
し
（
意
昏
働
９
国
秒
日
ぃ
四
目
四
目
冨
噂
：
）
如
実
な
る
ま
ま
に
知
る
（
冒
沙
昏
号
目
菌
目
も
且
目
豐
）
」
と
い
う
実
践
の

上
に
、
了
義
と
し
て
の
大
乗
唯
識
思
想
が
表
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
重
ね
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
唯
識
思

と
い
っ
て
、
こ
の
条
項
で
の
論
究
を
結
ん
で
い
る
。

前
上
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
『
中
辺
分
別
論
』
の
長
行
に
見
ら
れ
る
ニ
ヵ
ー
ャ
以
来
の
所
説
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
ヵ
、
〈
の
適
用
と

こ
の
「
菩
薩
地
」
に
基
づ
く
適
用
と
に
お
い
て
些
さ
か
、
そ
の
表
現
の
相
違
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
趣
意
と
し
て
は

同
じ
了
解
の
仕
方
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
ニ
カ
ー
ャ
以
来
の
所
説
の
上
に
三
性
思
想
を
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
も
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
あ
る
場
所
に
あ
る
も
の
が
な
い
、
即
ち
、
依
他
起
に
お
い
て
遍
計
所
執
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
註
釈
に
基
づ
い
て
、
比
丘
の
居
住
す
る
寺
院
に
し
て
、
比
丘
が
い
な
く
な
っ
て
寺
院
が
残
る

と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
で
、
比
丘
と
寺
院
と
を
並
列
し
て
、
一
方
の
否
定
に
よ
る
他
方
の
有
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
空
の

開
顕
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
、
ま
た
、
イ
ン
ド
仏
教
以
来
よ
く
用
い
ら
れ
る
職
で
あ
る
が
、
シ
オ
ン
。
〈
ヵ
に
よ
っ
て
も
、
繩
な

る
も
の
に
し
て
、
暗
が
り
で
蛇
だ
と
怖
れ
る
世
界
（
遍
計
所
執
）
に
対
し
て
、
目
覚
め
て
蛇
が
否
定
さ
れ
て
繩
と
知
ら
れ
る
世
界
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
依
他
起
の
有
、
あ
る
い
は
、
空
性
思
想
が
了
解
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

四

９



想
の
形
成
ざ
れ
て
き
た
一
動
向
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
思
想
構
造
を
論
理
的
に
明
確
化
す
る
三
性
説
の
成
立
す
る
要
因
と
も
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
の
了
解
す
る
三
性
説
の
論
理
構
造
全
体
を
委
細
に
検
討
す
る
に
至
ら
な
か
っ

た
が
、
す
べ
て
の
も
の
は
無
自
性
・
空
で
あ
る
と
い
う
大
乗
の
密
意
の
開
顕
と
し
て
、
了
義
な
る
も
の
と
し
て
提
示
せ
ら
れ
る
大
乗
唯
識

思
想
は
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
所
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
三
性
説
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
’

①
，
直
前
の
引
用
は
ラ
ム
リ
ム
チ
ェ
ン
モ
の
取
意
、
句
の
匡
侭
ぐ
○
］
皇
認
》
国
？
函
と
’
千
岸
長
尾
雅
人
『
西
蔵
仏
教
研
究
」
一
○
七
’
一
○
八
頁
参
照
。

②
拙
稿
「
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
造
了
義
未
了
義
論
の
試
解
目
」
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
三
四
集
、
五
○
頁
参
照
。

③
右
『
年
報
」
五
一
頁
参
照
。

④
右
「
年
報
」
五
二
’
七
一
頁
参
照
。

⑤
右
「
年
報
』
六
○
頁
参
照
。

⑥
『
大
乗
仏
典
」
（
中
公
公
論
社
）
一
五
巻
所
収
の
長
尾
雅
人
訳
参
照
。

⑦
影
印
北
京
版
、
一
五
三
巻
、
一
七
七
’
四
’
一
’
三
。

③
影
印
北
京
版
、
一
五
三
巻
、
一
七
七
’
四
’
三
’
四
。

⑨
長
尾
雅
人
「
空
性
に
お
け
る
余
れ
る
も
の
」
長
尾
「
中
観
と
唯
識
』
五
四
二
頃
以
下
、
向
井
亮
弓
琉
伽
論
』
の
空
性
説
ｌ
『
小
空
経
』
と
の
関

連
に
お
い
て
」
「
印
仏
研
』
二
二
’
二
号
、
三
六
八
頁
以
下
参
照
。

⑩
影
印
北
京
版
、
一
五
三
巻
、
一
七
七
’
四
’
四
’
六
。
“

⑪
前
掲
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
七
七
頁
以
下
参
照
。

註 本
稿
は
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
の
大
谷
大
学
仏
教
学
会
例
会
に
於
い
て
発
表
し
た
も
の
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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