
「
大
乗
大
義
章
』
は
周
知
の
如
く
佛
教
教
義
の
諸
問
題
に
つ
い

て
盧
山
慧
遠
（
三
三
四
’
四
一
七
）
と
鳩
摩
羅
什
（
三
五
○
’
四
○
九
）

と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
往
復
書
簡
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
イ
ン
ド
よ
り
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
佛

教
が
、
中
国
の
学
僧
の
あ
い
だ
に
受
容
さ
れ
て
ゆ
く
様
相
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
中
の
慧
遠
の
質
問
か
ら

は
慧
遠
と
い
う
一
個
人
の
中
国
僧
、
広
く
い
え
ば
彼
の
ひ
き
い
る

教
団
、
あ
る
い
は
中
国
佛
教
全
体
が
当
時
直
面
し
て
い
た
問
題

が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
い
か
に
慧
遠
が
鳩
摩
羅
什
に
よ
り
伝

え
ら
れ
た
新
ら
し
い
佛
教
体
系
に
接
し
反
応
し
た
か
を
具
体
的
に

あ
ら
わ
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
鳩
摩
羅
什

の
答
え
の
中
か
ら
は
、
中
国
佛
教
の
基
礎
を
築
い
た
こ
の
翻
訳
三

蔵
が
中
国
の
僧
と
問
答
を
通
じ
て
自
分
の
佛
教
理
解
を
中
国
に
広

め
て
い
っ
た
様
子
も
知
ら
れ
、
ま
た
鳩
摩
羅
什
自
身
の
佛
教
思
想

『
大
乗
大
義
章
』
に
お
け
る
空
の
論
義
に
つ
い
て

を
知
る
た
め
の
資
料
が
ほ
と
ん
ど
散
失
し
て
い
る
今
日
、
特
に
重

要
で
あ
る
。
以
上
の
意
味
で
『
大
乗
大
義
章
』
の
研
究
は
大
き
な

①

課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
大
乗
大
義
章
』
の
中
に
み
ら
れ
る

慧
遠
と
鳩
摩
羅
什
の
空
に
つ
い
て
の
論
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

ま
ず
『
大
乗
大
義
章
』
の
問
答
に
触
れ
る
ま
え
に
慧
遠
と
鳩
摩

②

羅
什
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
鳩
摩
羅
什
は
中
央
ア
ジ
ア
の
亀

蕊
に
生
ま
れ
た
が
、
若
く
し
て
説
一
切
有
部
の
根
拠
地
で
あ
っ
た

闘
賓
へ
留
学
し
、
そ
こ
で
は
特
に
阿
含
を
研
究
し
た
。
帰
国
の
途

中
沙
勤
国
に
止
ま
り
阿
毘
達
磨
を
勉
強
し
た
が
、
同
国
で
大
乗
の

教
え
に
触
れ
、
そ
れ
に
帰
依
し
た
。
そ
の
と
き
受
調
し
た
の
は

「
中
論
』
『
百
論
』
『
十
二
門
論
』
の
中
観
系
論
害
で
あ
っ
た
と

③

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
亀
遊
へ
帰
国
し
て
初
め
て
『
放
光
般
若
経
』

に
接
し
た
後
、
広
く
大
乗
の
経
論
を
諦
し
、
そ
の
秘
奥
を
あ
き
ら

ロ
ゞ
ハ
ー
‐
ト
ー
。
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
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④

か
に
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鳰
摩
羅
什
は
大
乗

を
所
依
と
し
て
亀
葱
国
で
活
躍
し
て
い
た
が
、
前
奏
の
符
堅
に
よ

っ
て
遣
わ
さ
れ
た
呂
光
の
軍
隊
に
よ
っ
て
亀
蕊
が
征
服
さ
れ
た
と

き
、
鳩
摩
羅
什
は
捕
虜
と
な
り
中
国
に
つ
れ
か
え
さ
れ
た
。
し
か

し
前
奏
が
減
ぽ
さ
れ
長
安
に
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
十
年
ち
か

く
姑
蔵
に
止
ま
り
、
つ
い
に
四
○
一
年
に
長
安
に
到
着
し
た
。
以

後
四
○
九
年
に
入
寂
す
る
ま
で
九
年
間
に
わ
た
っ
て
、
大
乗
の
主

要
な
経
典
や
中
観
系
の
論
害
を
訳
出
し
、
佛
教
思
想
の
普
及
を
助

け
、
後
の
中
国
佛
教
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

一
方
慧
遠
は
当
時
の
中
国
佛
教
界
を
代
表
す
る
学
僧
で
厳
格
な

持
戒
者
で
あ
り
、
念
佛
結
社
白
蓮
社
の
創
設
者
で
あ
る
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
践
を
重
ん
じ
た
修
禅
者
で
あ
り
、
解
行
と

⑤

も
に
僧
伽
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
鳩
摩
羅
什
が
長
安
に
到

っ
て
間
も
な
く
文
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
が
後
に
な
っ

て
『
大
乗
大
義
章
』
に
編
集
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
通
は

⑥

四
○
三
年
ご
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

慧
遠
は
二
十
一
才
に
し
て
弟
の
慧
持
と
と
も
に
釈
道
安
（
一
三

二
’
三
八
五
）
に
師
事
し
出
家
し
た
。
そ
の
後
二
十
五
年
、
道
安
に

随
い
親
し
く
教
え
を
受
け
た
が
、
三
七
九
年
に
符
堅
に
よ
る
襄
陽

攻
撃
を
目
前
に
し
て
師
と
別
れ
、
盧
山
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
以
後
、
八
十
三
才
の
高
齢
で
入
寂
す
る
ま
で
、
盧
山
を

一
歩
も
出
る
こ
と
な
く
厳
し
い
修
行
の
毎
日
を
続
け
た
。

慧
遠
は
道
安
門
下
に
入
っ
て
か
ら
常
に
般
若
経
と
そ
の
中
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
空
の
思
想
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
道
安
に
師
事
し
た
後
、
道
安
の
般
若
経
の
講
義
を
聴
き
、

⑦

諮
然
と
し
て
悟
り
、
「
儒
道
九
流
、
皆
糠
枇
耳
。
」
と
歎
じ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
道
安
が
そ
の
門
人
と
共
に
襄
陽
に
十
五

年
間
滞
在
し
た
期
間
中
、
毎
年
二
度
、
欠
か
さ
ず
放
光
般
若
経
を

講
じ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
願
山
に
入
っ
た
後
も
慧
遠
は
般
若

経
の
研
究
を
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
、
鳩
摩
羅
什
が
四
○
五
年
に

『
大
智
度
論
』
百
巻
の
翻
訳
を
完
了
し
た
後
、
慧
遠
は
こ
の
膨
大

な
中
観
系
の
諭
吉
を
研
究
し
た
。
し
か
し
彼
は
『
大
智
度
論
』
は

繁
広
で
あ
り
初
学
の
者
に
は
難
解
で
あ
る
た
め
、
こ
の
論
を
二
十

⑧

巻
に
抄
出
し
て
『
大
智
論
抄
』
を
撰
し
た
。
こ
れ
か
ら
し
て
も
慧

遠
が
常
に
般
若
経
に
深
い
関
心
を
懐
い
て
お
り
、
そ
の
学
説
の
開

明
を
望
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

盧
山
に
入
山
し
て
後
、
慧
遠
の
佛
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
は
、
阿
毘
達
磨
論
書
の
伝
来
で
あ
る
。
阿
毘
達
磨
系
の
諭
書

は
前
秦
の
末
か
ら
多
く
訳
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
八
三
年

に
は
『
大
毘
娑
沙
論
』
十
二
巻
が
僧
伽
賊
澄
に
よ
り
、
『
八
挺
度

論
』
が
僧
伽
提
娑
と
竺
佛
念
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
。
共
に
説
一

切
有
部
の
論
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訳
出
は
中
国
の
僧
侶
の
問
に

00
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阿
毘
達
磨
へ
の
大
き
な
関
心
を
起
こ
さ
せ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

翻
訳
は
長
安
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
盧
山
に
い
た
慧

遠
が
阿
毘
達
磨
を
研
究
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
僧
伽
提
婆
が
三
九

一
年
に
盧
山
に
至
っ
た
以
後
で
あ
ろ
う
。
僧
伽
提
婆
は
そ
こ
で
慧

遠
な
ど
の
請
に
応
じ
て
『
阿
毘
曇
心
論
』
四
巻
を
訳
し
た
。
こ
の

論
害
の
訳
出
は
即
座
に
慧
遠
及
び
盧
山
に
住
し
た
教
団
全
体
の
学

風
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
慧
遠
は
そ
の
著
作

の
『
三
報
論
』
の
中
で
、
業
の
果
報
を
論
じ
る
た
め
に
『
阿
毘
曇

⑨

心
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
三
九
七
年
に
僧
伽
提
婆
は
盧
山

を
去
り
建
康
に
到
る
が
、
そ
こ
で
も
阿
毘
達
磨
の
研
究
は
彼
の
指

導
の
も
と
で
栄
え
、
方
等
経
は
魔
書
で
あ
る
と
提
唱
す
る
も
の
も

⑩

あ
ら
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
当
時
慧
遠
は
阿
毘
達
磨

の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
が
『
阿
毘
曇
心
論
』

な
ど
の
阿
毘
達
磨
は
、
実
践
修
行
を
行
う
上
で
、
解
脱
へ
至
る
道

を
精
密
に
組
織
的
に
説
明
し
て
い
る
諭
書
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
慧
遠
の
般
若
経
と
阿
毘
達
磨
へ
の
関
心
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
が
『
大
乗
大
義
章
』

に
お
け
る
慧
遠
の
空
に
つ
い
て
の
質
問
の
中
で
大
き
な
比
重
を
持

つ
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
阿
毘
達
磨
の
体
系
で
は
法

を
実
有
と
認
め
る
が
、
大
乗
の
経
典
や
中
観
系
の
諭
書
で
は
人
法

二
無
我
を
主
張
し
、
一
切
法
の
空
無
相
た
る
こ
と
を
論
じ
る
。
慧

遠
が
鳩
摩
羅
什
に
投
げ
か
け
た
質
問
は
、
こ
の
両
説
の
間
に
あ
る

矛
盾
は
い
か
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
慧
遠
は
般
若
経
の
空
思
想
に
も
、
阿
毘
達
磨

の
教
学
体
系
に
も
親
し
ん
で
い
た
の
で
、
こ
の
両
者
を
統
合
す
る

佛
教
体
系
を
目
標
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
問
い
た
だ

す
た
め
に
鳩
摩
羅
什
に
阿
毘
達
磨
と
大
乗
の
法
に
関
す
る
相
矛
盾

す
る
点
を
指
摘
し
、
そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
道
を
求
め
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
慧
遠
の
期
待
に
対
し
て
鳩
摩
羅
什
は
終
始
、

大
乗
の
教
え
こ
そ
佛
教
の
窮
極
の
教
え
で
あ
る
と
反
論
し
、
阿
毘

達
磨
を
邪
見
と
し
て
退
け
る
立
場
か
ら
答
え
て
い
る
。

『
大
乗
大
義
章
』
の
中
で
空
の
理
解
に
直
接
関
連
す
る
問
答
は

四
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
第
十
二
、
問
四
相
丼
答
・
第
十
三
、
問
如

．
法
性
・
真
際
井
答
・
第
十
四
、
間
実
法
有
井
答
・
第
十
五
、
問

⑪

分
破
空
井
答
で
あ
る
。
こ
の
中
の
第
十
三
、
問
如
・
法
性
・
真
際

井
答
は
、
当
時
大
き
な
問
題
と
さ
れ
て
い
た
如
・
法
性
・
真
際
と

い
う
諸
法
実
相
の
同
義
語
の
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
問
わ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
法
を
実
有
と
す
る
か
、
空
無
相
と
す
る
か
、
の

問
題
に
直
接
触
れ
な
い
の
で
、
以
下
取
り
上
げ
な
い
。
さ
ら
に
ま

た
、
第
十
四
、
問
実
法
有
井
答
で
は
、
色
香
味
触
の
四
大
は
因
縁

に
よ
り
成
立
す
る
の
か
、
実
有
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
主
題
と
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歪
・
・
こ
の
項
に
お
け
る
慧
遠
の
問
い
の
中
心
は
、
『
阿
毘
曇
心
論
』

で
は
諸
法
は
生
、
住
や
異
、
減
の
四
相
を
持
つ
と
説
か
れ
て
い
る

が
、
『
大
智
度
論
』
で
は
、
‐
諸
法
を
無
相
と
す
る
の
で
、
こ
の
矛

盾
は
い
か
に
し
て
解
消
さ
れ
る
、
へ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に

あ
る
Ｆ
慧
遠
は
ま
ず
『
阿
毘
曇
心
論
』
に
よ
り
、

経
云
。
‐
前
四
相
各
行
八
法
、
後
四
相
各
行
一
相
。
二
相
更
相

⑫

為
故
、
不
受
無
窮
之
難
。

と
、
諸
法
に
四
相
が
あ
る
と
い
う
学
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ

で
「
経
云
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
『
阿
毘
曇
心
論
』
の

説
で
あ
る
が
？
こ
の
論
害
で
は
有
為
法
に
お
の
お
の
生
、
住
か
異
、

減
の
四
相
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
四
相
に
よ
り
諸
法
の
生
滅
の
過
程

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
説
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
と
、

四
相
の
お
の
お
の
に
も
生
等
の
相
が
あ
る
こ
と
に
な
り
へ
さ
ら
に

ま
た
こ
れ
ら
の
四
相
に
も
生
等
が
あ
る
云
一
裏
と
い
う
い
わ
ゅ
る

す
る
も
の
で
、
ど
の
問
い
も
、
こ
れ
に
対
す
る
鳩
摩
羅
什
の
答
え

も
、
次
の
第
十
五
、
問
分
破
空
井
答
の
問
答
と
同
類
の
課
題
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
第
十
二
、
問
四
相
丼
答
と
、
第

十
五
、
間
分
破
空
井
答
の
二
問
答
を
考
察
し
、
慧
遠
の
質
問
と
鳩

摩
羅
什
の
答
え
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ｆ
く

一
間
四
相
井
答

「
無
窮
之
難
」
と
呼
ば
れ
る
問
題
が
起
る
。
↑
こ
れ
に
答
え
て
『
阿

毘
曇
心
論
』
は
本
相
（
先
の
生
住
異
滅
の
相
）
と
従
相
（
生
の
生

乃
至
減
の
減
の
四
相
）
は
相
互
の
関
係
に
よ
り
生
じ
る
と
論
じ
て

い
る
。
つ
ま
り
こ
・
の
論
は
四
の
本
相
と
生
生
、
住
住
《
異
異
、
滅

滅
の
合
計
八
相
を
認
め
る
が
、

此
相
各
各
相
為
。
如
生
生
各
各
相
生
ｐ
如
是
住
住
各
各
相
生
、

⑬

異
異
各
各
相
異
、
壊
壊
各
各
相
異
Ｃ

と
い
う
よ
う
に
本
相
は
従
相
と
の
相
互
関
係
に
よ
り
生
じ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
相
は
お
の
お
の
八
相
（
そ
れ
自
体
句
他
の

三
本
相
と
四
の
従
相
）
を
み
な
行
ず
る
が
、
従
相
は
た
だ
一
法

（
生
生
の
例
を
と
れ
ぱ
へ
本
相
の
生
相
の
み
）
を
行
ず
る
か
ら
、

生
は
生
生
と
、
生
生
は
生
と
の
相
互
関
係
に
よ
り
成
立
す
る
の
で
、

「
無
窮
之
難
」
は
的
を
得
て
い
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
‐

こ
の
『
阿
毘
曇
心
論
』
の
説
に
た
い
し
て
慧
遠
は
『
大
智
度
論
』

で
は
四
相
を
認
め
る
な
ら
ば
必
ず
「
無
窮
之
難
」
に
陥
る
と
説
か

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

而
大
智
諭
云
、
若
生
能
生
生
、
則
生
復
有
生
。
若
復
有
生
へ

⑭

則
有
生
夫
生
生
者
。
如
此
便
為
無
窮
。

も
し
生
相
が
生
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
生
に

も
ま
た
生
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
終
り
が
な
く
な
る
。
「
無
窮
之

難
」
で
あ
る
。
こ
の
論
法
を
以
て
『
智
度
論
』
は
、
諸
法
は
本
来
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寂
滅
で
あ
り
、
空
無
相
で
あ
り
、
個
別
の
四
相
を
持
た
な
い
と
論

じ
る
の
で
あ
る
。

》
↑
慧
遠
は
こ
の
相
反
す
る
二
説
に
直
面
し
て
、
い
ず
れ
に
も
是
非

を
決
し
難
い
と
述
令
へ
て
い
る
。
も
し
『
智
度
論
』
の
説
く
よ
う
に

四
相
を
想
定
す
る
こ
と
が
「
無
窮
之
難
」
を
ま
ね
く
の
で
あ
れ
ば
、

因
縁
に
は
崖
分
（
最
終
的
限
界
）
が
な
く
な
り
、
逆
に
有
窮
で
あ

れ
ば
、
因
縁
の
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
が
な
く
な
る
結
果
に
な
る
。

そ
こ
，
で
こ
の
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
説
に
つ
い
て
慧
遠
は
鳩
摩
羅
什

の
意
見
を
尋
ね
て
い
る
。

銅
↑
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
鳩
摩
羅
什
は
次
の
よ
う
な
観
点
よ

り
応
答
し
て
い
る
。
慧
遠
が
そ
の
質
問
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
と

お
り
、
『
阿
毘
曇
心
論
』
と
『
大
智
度
論
』
の
四
相
に
つ
い
て
の

論
述
は
互
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
鳩
摩
羅
什
の
答

え
の
底
に
は
佛
教
の
名
で
知
ら
れ
る
宗
教
体
系
は
純
一
な
も
の
で

は
な
く
、
種
々
の
機
根
に
相
応
す
る
教
え
を
内
蔵
す
る
複
雑
な
も

の
で
あ
る
と
す
る
佛
教
観
が
み
ら
れ
る
。
釈
尊
の
教
法
の
中
に
は

矛
盾
す
る
教
え
が
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
聴
者
の
機

根
に
応
じ
た
対
機
説
法
の
結
果
で
あ
る
と
鳩
摩
羅
什
は
説
明
し
て

い
る
。
釈
尊
の
教
え
全
体
の
中
に
は
利
根
の
も
の
に
施
し
た
高
度

な
教
え
も
あ
れ
ば
、
鈍
根
の
も
の
を
予
測
し
た
劣
れ
る
教
え
も
あ

る
心
そ
こ
で
こ
の
間
の
真
仮
優
劣
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
佛
教
全

体
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
鳩

摩
羅
什
は
大
乗
の
教
法
こ
そ
が
甚
深
の
佛
法
で
あ
る
と
信
じ
て
、

大
乗
優
位
の
立
場
か
ら
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
し
か
し
大
乗
が
甚
深

の
佛
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
大
乗
が
唯
一
絶
対
の
教

え
で
あ
る
と
さ
れ
る
今
へ
き
で
は
な
い
。
釈
尊
の
説
法
は
み
な
す
べ

て
解
脱
へ
導
く
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
す

る
機
に
と
っ
て
は
最
善
の
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
鳩
摩
羅
什
は
小

乗
経
典
も
大
乗
経
典
同
様
に
釈
尊
の
説
法
と
し
て
嵩
め
る
が
、
そ

れ
に
執
著
す
る
こ
と
は
徹
底
し
て
非
難
し
て
い
る
。
そ
し
て
な
ぜ

小
乗
経
典
が
釈
尊
に
よ
り
説
か
れ
た
か
を
追
及
し
、
大
乗
の
立
場

か
ら
釈
尊
の
教
化
活
動
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
の
た
め
鳩
摩
羅
什
の
答
え
は
大
乗
と
小
乗
、
大
乗
と
阿
昆
達

磨
教
学
と
の
相
異
優
劣
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
特
に
阿
毘

達
磨
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
誤
っ
た
説
で
あ
る
と
全
面
的
に
否
定

し
、
‐
大
乗
こ
そ
が
釈
尊
の
真
実
の
教
え
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
大
乗
の
立
場
か
ら
『
阿
毘

曇
心
論
』
の
よ
う
に
諸
法
に
四
相
を
想
定
す
れ
ば
種
々
の
不
合
理

が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
諸
法
は
大
乗
経
典
が
説
く
よ
う
に
無

相
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
で
、
こ
の
答
え
は
終
っ
て
い
る
。

答
え
の
内
容
に
そ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
鳩
摩
羅

什
は
諸
法
が
四
相
を
持
つ
と
す
る
学
説
は
迦
栴
延
子
の
阿
毘
曇

、rー
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（
説
一
切
有
部
を
示
す
）
の
中
に
の
み
見
ら
れ
る
説
で
あ
り
、
佛

説
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
阿
毘
達
磨
は
釈
尊
自
身
説

法
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
代
の
論
議
師
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い

か
ら
、
佛
教
を
知
る
上
で
所
依
と
す
る
に
は
適
当
で
は
な
い
と
す

る
見
解
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
と
釈
尊
は
衆

経
の
中
で
法
を
大
き
く
分
け
て
生
住
異
滅
の
四
相
を
持
つ
有
為
法

と
、
そ
の
よ
う
な
相
を
持
た
な
い
無
為
法
が
あ
る
と
説
く
が
、
同

時
に
処
々
に
諸
法
は
た
だ
名
字
の
み
で
あ
り
、
実
有
で
な
い
と
も

説
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
故
に
先
の
説
の
み
に
注
目
し
て
、

後
の
説
を
無
視
し
、
決
定
し
て
有
為
法
に
四
相
が
あ
る
と
執
着
す

る
こ
と
は
大
き
な
過
ち
で
あ
り
、
ま
し
て
生
生
の
相
が
あ
る
と
は

決
し
て
い
え
な
い
。
こ
れ
が
鳩
摩
羅
什
の
阿
毘
達
磨
へ
の
反
論
で

あ
る
。
そ
し
て
阿
達
毘
磨
全
体
に

此
是
他
人
意
、
非
信
所
安
、
何
得
相
答
。
如
他
人
有
過
、
則

⑮

非
所
知
。

と
厳
し
く
判
決
を
下
し
、
そ
の
諸
法
を
実
有
と
す
る
立
場
を
否
定

し
て
い
る
。
そ
し
て
慧
遠
が
阿
毘
達
磨
の
学
説
と
大
乗
の
諸
法
を

空
・
無
相
と
す
る
こ
と
と
を
対
比
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

に
全
く
同
調
せ
ず
、
『
阿
毘
曇
心
論
』
の
説
に
つ
い
て
論
じ
る
こ

と
を
拒
否
し
て
い
る
。
鳰
摩
羅
什
か
ら
み
れ
ば
、
阿
毘
達
磨
の
体

系
は
釈
尊
の
小
乗
経
の
中
の
説
へ
の
執
著
か
ら
生
じ
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
大
乗
経
も
小
乗
経
も
含
め
た
佛
典
全
体
の
有
機
的
関
係
を

見
過
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
大
乗
大
義
章
』
を
通
じ
て
鳩
摩
羅
什
は
慧
遠
が
多
く
の
場
合

問
題
と
す
る
説
一
切
有
部
の
論
書
は
小
乗
経
典
の
意
図
を
誤
解
し

た
邪
論
で
あ
り
、
佛
説
で
は
な
い
と
力
説
す
る
。
た
と
え
ば
、

⑯

言
有
為
法
四
相
者
、
是
迦
旛
延
子
意
、
非
佛
所
説
。

あ
る
い
は
、

又
三
十
四
心
九
無
礪
道
九
解
脱
道
、
皆
非
佛
説
。
何
以
故
。

四
阿
含
毘
尼
及
摩
訶
術
中
無
此
説
故
。
但
阿
毘
曇
者
、
作
如

是
分
別
。
若
佛
有
此
説
者
、
当
求
木
末
。
而
来
難
以
之
為
過
。

⑰

不
受
所
論
。

鳩
摩
羅
什
に
よ
る
と
、
釈
尊
の
説
法
は
み
な
聴
衆
の
執
著
を
破
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
乗
経
の
中
で
五
陰
等
が

有
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
自

我
な
ど
の
有
為
法
の
無
常
を
具
体
的
に
示
し
、
無
常
な
る
も
の
を

捨
て
る
よ
う
に
つ
と
め
る
た
め
で
あ
っ
て
、
諸
法
の
実
有
を
主
張

す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
阿
毘
達
磨
論
師
た
ち
は
阿
含

は
法
の
実
有
も
説
く
も
の
と
誤
解
し
、
そ
の
命
題
の
下
に
阿
毘
達

磨
の
教
学
体
系
を
樹
立
し
た
。
こ
れ
は
鳩
摩
羅
什
か
ら
す
れ
ば
、

ま
っ
た
く
の
邪
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
鳩
摩
羅
什
は
迦

旛
延
子
の
教
学
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ほ
ど
の
厳
し
い
批
判
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
慧
遠
が
『
阿

毘
曇
心
論
』
の
研
究
を
通
じ
て
特
に
阿
毘
達
磨
を
重
視
す
る
よ
う

に
な
り
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
説
を
以
て
鳩
摩
羅
什
に
問
い
迫
っ
て

き
た
た
め
で
あ
り
、
大
乗
を
自
己
の
立
脚
地
と
し
て
い
た
鳩
摩
羅

什
は
こ
れ
を
徹
底
的
に
拒
否
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
鳩
摩
羅
什
自
身
、
若
く
し
て
説
一
切
有
部
の
教
学
を
学
ん

だ
後
、
大
乗
へ
廻
心
し
た
経
験
笹
持
ち
、
以
後
大
乗
を
擁
護
し
小

乗
の
論
師
と
論
争
を
交
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な

事
情
も
阿
毘
達
磨
に
対
す
る
厳
し
い
態
度
を
持
た
せ
る
要
因
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
阿
毘
達
磨
教
学
否
定
に
続
い
て
、
阿
毘
達
磨
論
師
た

ち
の
論
述
の
根
拠
と
な
っ
た
小
乗
経
典
の
四
相
の
説
に
つ
い
て
、

大
乗
の
立
場
か
ら
解
釈
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
諸
法
は
空
で
あ
る
な

ら
ば
、
な
ぜ
釈
尊
は
小
乗
経
典
の
中
で
四
相
に
つ
い
て
説
い
た
の

か
と
い
う
疑
問
を
取
り
上
げ
る
。
釈
尊
は
一
切
法
は
無
常
か
常
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
説
く
が
、
無
常
と
は
「
先
無
後
有
」
、
あ

る
い
は
「
已
有
便
無
」
な
る
も
の
を
示
し
、
常
は
こ
の
よ
う
な
相

を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
有
為
法
で
、
後
者
は
無
為
者
で

あ
る
。
そ
し
て
有
為
法
の
無
常
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
す
た
め
に
、

そ
れ
ら
は
生
住
異
滅
の
相
を
持
つ
と
説
か
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
四
相
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ

る
が
、
要
す
る
に
、
釈
尊
が
四
相
を
説
い
た
意
図
は
そ
の
説
法
を

聞
く
衆
生
を
し
て
無
常
な
る
も
の
に
対
し
て
厭
離
の
念
を
起
こ
さ

せ
、
道
を
得
て
解
脱
せ
し
め
る
た
め
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

鳩
摩
羅
什
の
見
解
を
こ
こ
で
要
約
す
れ
ば
、
大
乗
小
乗
を
問
わ

ず
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
教
法
は
す
べ
て
衆
生
の
執
著
を
破
し
佛
法

に
向
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
五
陰
十
二
入
十
八
界
十
二
因

縁
等
の
法
は
あ
る
が
、
自
我
は
な
い
と
す
る
小
乗
の
説
は
、
我
に

対
す
る
執
著
を
捨
て
さ
せ
る
た
め
の
教
え
で
、
五
陰
等
の
実
有
た

る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
本
意
で
は
な
い
。
同
様
に
大
乗
経
典

で
五
陰
等
の
法
は
空
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
は
、
法
に
対
す
る
負

著
を
否
定
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
法
が
虚
無
で
あ
る
こ
と
を
主
張

す
る
た
め
で
は
な
い
。
釈
尊
の
教
法
は
み
な
或
る
立
場
や
見
解
を

肯
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
お
の
お
の
の
機
根
の
衆
生
の
執
著
を

除
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
佛
の
教
え
は
み
な
否
定

的
に
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
畢
寛
じ
て
実
相
は
「
断
一
切

⑱

語
道
、
減
一
切
心
行
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
言
説
を
以
て
は

表
現
で
き
な
い
。
釈
尊
の
言
葉
は
月
を
さ
す
指
の
如
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
佛
法
の
教
え
を
把
握
す
れ
ば
、
大
乗
経
典
と
小
乗
経

典
の
矛
盾
も
解
消
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
鳩
摩
羅
什
の
考
え
で
あ

る
。
釈
尊
は
衆
生
の
無
明
の
病
に
応
じ
て
薬
を
与
え
る
良
医
に
た

と
え
ら
れ
て
い
る
。
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ゞ
是
故
佛
佛
随
衆
生
所
解
、
於
第
一
義
中
三
品
説
道
。
為
鈍
根

衆
生
故
、
説
無
常
苦
空
。
是
衆
生
聞
一
切
法
無
常
苦
已
、
即

《
深
厭
離
、
》
即
得
断
愛
得
解
脱
。
為
中
根
衆
生
故
説
、
一
切
無

我
、
安
穏
寂
滅
泥
恒
。
是
衆
生
間
一
切
法
無
我
、
唯
泥
疸
安

穏
寂
滅
、
即
断
愛
得
解
脱
。
為
利
根
者
説
、
一
切
法
、
従
本

已
来
、
不
生
不
滅
、
畢
寛
空
、
如
泥
疸
相
。
是
故
於
一
義
中
、

随
衆
生
結
使
心
錯
、
便
有
深
浅
之
異
。
如
治
小
病
名
為
小
薬
、

治
大
病
名
為
大
薬
、
随
病
故
便
有
大
小
。
衆
生
心
有
三
毒
之

⑲

ゞ
病
、
軽
重
亦
復
如
是
。

し
か
し
鳩
摩
羅
什
は
佛
法
は
大
乗
と
小
乗
に
当
然
区
別
さ
れ
る
性

質
の
教
え
を
含
む
が
、
釈
尊
自
身
の
意
識
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う

な
区
別
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
大
乗
と
小
乗
が
区
別
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
釈
尊
入
滅
後
五
百
年
来
、
佛
弟
子
た
ち

が
諸
の
論
師
に
随
い
お
の
お
の
の
所
安
に
附
し
固
執
し
た
こ
と
に

初
ま
り
、
以
後
大
小
二
乗
の
区
別
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
元
来
釈
尊
に
お
い
て
は
唯
一
の
佛
法
し
か
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
鳩
摩
羅
什
は
大
乗
・
小
乗
・
阿
毘
達
磨
の
関
係

を
総
合
的
に
組
織
し
た
教
相
判
釈
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
こ
で
第

三
に
、
『
阿
毘
曇
心
論
』
の
四
相
の
説
を
検
討
し
、
そ
の
不
合
理

を
論
じ
、
諸
法
の
生
相
の
不
可
得
を
立
証
し
、
法
の
畢
筧
空
・
無

相
た
る
こ
と
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

⑳

ま
ず
、
法
は
八
相
を
持
つ
と
す
る
説
は
「
衆
難
之
府
」
で
あ
る

と
し
て
、
八
相
が
一
時
に
生
ず
れ
ば
、
因
縁
（
生
住
異
滅
の
連
続

関
係
）
が
な
く
な
り
、
八
相
が
次
第
に
生
ず
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

『
智
度
論
』
に
い
う
よ
う
に
「
無
窮
之
難
」
に
堕
し
、
共
に
不
合

理
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
八
相
が
想
定
さ
れ
る
と
も
う

一
つ
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
生
の
相
は
法
と
は
別
な
の
か
、
同
「

な
の
か
。
も
し
別
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
不
合
理
で
あ
る
。
と
い
湯
，

の
は
、
生
は
有
為
法
の
相
で
あ
る
が
、
も
し
生
相
を
離
れ
て
法
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
は
有
為
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
生
相
が
法
と
合
し
て
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
法
は
生
と
合

し
て
非
法
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
阿
毘
曇
心
論
』

の
説
は
こ
の
よ
う
な
難
点
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
の
説
は
四

相
は
畢
寛
空
で
夢
幻
の
如
し
と
説
く
大
乗
経
典
の
み
な
ら
ず
、
そ

れ
ら
は
た
だ
名
字
の
み
あ
り
と
す
る
小
乗
経
典
に
も
反
す
と
鳩
摩

羅
什
は
力
説
し
て
い
る
。

是
故
佛
小
乗
経
中
説
、
生
滅
住
異
、
但
有
名
字
、
無
有
定
相

也
。
大
乗
経
中
説
、
生
是
畢
寛
空
、
如
夢
幻
、
↓
但
惑
凡
天
心

⑳耳
。

は
こ
の
点
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
鳩
摩
羅
什
は
「
大
乗
之
法
、
是
所
信
伏
故
、
以

⑳

之
為
論
。
」
と
、
自
己
の
立
場
を
明
ら
か
に
大
乗
の
上
に
置
き
、
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因
と
果
と
の
間
に
は
一
切
の
関
係
は
不
可
得
で
あ
る
こ
と
を
論
証

し
、
そ
の
た
め
法
は
生
ず
る
こ
と
は
な
く
、
本
来
無
生
で
あ
り
、

生
相
を
持
た
な
い
こ
と
を
論
じ
、
大
乗
か
ら
の
四
相
に
つ
い
て
の

見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

．
諸
法
無
生
。
求
生
定
相
、
不
可
得
故
。
若
因
中
有
法
者
、
則

不
応
名
生
。
如
褒
中
出
物
、
非
蕊
所
生
。
若
因
中
先
無
者
、

⑳

法
何
故
不
従
非
因
中
生
。
・
・
・
：
．

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
鳩
摩
羅
什
は
諸
法
は
空
で
あ
る
と
い
う
結

論
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

是
故
諸
佛
如
来
知
、
生
法
無
有
定
相
、
経
証
凡
夫
之
目
、
如

夢
中
事
、
無
有
本
未
、
以
此
因
縁
説
、
一
切
法
無
生
無
滅
、

⑳

・
断
言
語
道
、
滅
諸
心
行
、
同
泥
疸
相
。

と
、
佛
智
よ
り
す
れ
ば
生
法
に
定
相
は
な
く
、
無
生
無
滅
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
慧
遠
の
質
問
は
『
大
智
度
論
』
に
み
ら
れ
る
徹
塵
に

つ
い
て
の
論
義
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
『
智
度
論
』

の
徴
塵
に
つ
い
て
の
説
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
論
の
中

で
は
三
種
の
有
（
相
対
有
、
仮
名
有
、
法
有
）
が
説
か
れ
て
い
る

が
、
そ
の
第
二
の
仮
名
有
に
つ
い
て
は
、

二
問
分
破
空
井
答

如
酪
有
色
香
味
触
四
事
、
因
縁
和
合
仮
名
為
酪
。
誰
有
不
同

因
縁
法
有
、
錐
無
亦
不
如
兎
角
亀
毛
無
。
但
以
因
縁
合
故
仮

⑮

名
有
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
酪
な
ど
は
色
香
味
触
の
四
事
の
因
縁
和

合
に
よ
り
仮
り
に
酪
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

仮
名
有
と
さ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
詳
し

く
説
い
て
鈍
と
毛
の
瞼
え
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

復
次
、
有
極
微
色
香
味
触
故
、
有
毛
分
、
毛
分
因
縁
故
有
毛
。

毛
因
縁
故
有
襄
。
簔
因
縁
故
有
繧
。
繧
因
縁
故
有
饒
、
饒
因

⑳

縁
故
有
衣
。

こ
こ
で
は
極
微
の
色
香
味
触
の
因
縁
和
合
に
よ
り
、
毛
分
が
あ
り
、

乃
至
衣
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
文
章
で
は
、

逆
に
色
等
が
な
け
れ
ば
、
毛
分
も
な
く
、
乃
至
衣
も
な
い
と
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
衣
な
ど
は
極
微
な
ど
の
和
合
に
よ
り

あ
る
か
ら
実
体
な
く
仮
名
有
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
『
智
度
論
』
は
さ
ら
に
極
微
に
つ
い
て
考
察
を

お
こ
な
い
、
こ
れ
ら
も
最
終
的
に
は
仮
名
の
み
で
あ
る
と
結
論
す

る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
微
塵
は
至
細
で
分
が
な
い
か
ら
他
の
徴
塵

と
和
合
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
識
は
鹿
で
あ
る

か
ら
破
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
微
塵
は
破
す
こ
と
は
で
き

る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
反
論
を
設
け
、
そ
れ
に
「
至
微
無
実
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⑳

強
為
之
名
」
と
答
え
、
微
塵
は
至
細
で
実
体
が
な
い
が
、
こ
れ
は

鮪
で
あ
る
も
の
と
相
対
し
て
強
い
て
微
塵
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
、

仮
名
有
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
に
種
々
の
理
由
を

あ
げ
て
微
塵
は
つ
い
に
不
可
得
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

慧
遠
の
質
問
は
こ
の
『
智
度
論
』
の
微
塵
の
説
に
関
連
し
た
も

の
で
あ
る
。
『
智
度
論
』
に
よ
る
と
鯉
は
毛
分
に
よ
り
成
立
し
、

毛
分
は
色
香
味
触
の
極
微
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と

『
智
度
論
』
の
論
を
あ
げ
た
後
、
こ
の
存
在
の
最
も
細
微
な
る
も

の
と
想
定
さ
れ
る
極
微
は
有
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
無
で
あ
る
か
、

と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
い
る
。
も
し
極
微
が
実
法
で
あ
れ
ば
、

慨
が
『
智
度
論
』
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
分
析
を
と
お
し
て
空
で
あ

る
と
立
証
さ
れ
て
も
、
醤
を
構
成
し
て
い
る
極
微
に
つ
い
て
は
未

だ
空
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
な
い
。
一
尺
の
極
を
毎
日
半

分
切
り
と
っ
て
も
永
久
に
な
く
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

こ
の
場
合
、
極
微
が
実
有
と
さ
れ
、
常
見
に
堕
し
て
し
ま
う
。
逆

に
極
微
が
実
法
で
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
亀
毛
の
如
く
全

く
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
断
見
に
陥
る
。
ど
ち
ら
の
説
を
と

っ
て
も
中
道
と
は
な
り
え
ず
、
極
微
を
仮
名
の
み
と
す
る
根
拠
が

な
く
な
る
。
慧
遠
の
指
摘
す
る
所
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
物
質
を
分
析
し
い
き
つ
い
た
極
限
に
あ
る
極
微
は
有
な

の
か
、
無
な
の
か
。
慧
遠
の
論
述
か
ら
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
あ

り
方
以
外
に
極
微
は
あ
り
え
ず
、
い
ず
れ
の
場
合
も
過
失
に
陥
る

の
で
、
な
ぜ
『
智
度
論
』
は
極
微
を
仮
名
と
論
じ
た
の
か
、
そ
の

根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
以
上
の
よ
う
に
問
い
進
め
て
き
た
慧

遠
は
そ
の
手
紙
の
最
後
に
、
「
然
則
有
無
之
際
、
其
安
在
乎
。
不

⑳

有
不
無
義
可
明
芙
。
」
と
述
べ
、
鳩
摩
羅
什
に
そ
の
疑
問
を
解
く

鍵
を
求
め
て
い
る
。

以
上
の
慧
遠
の
質
問
に
対
し
て
鳩
摩
羅
什
は
、
微
塵
は
み
な
仮

名
の
み
で
あ
り
、
も
と
よ
り
有
や
無
と
規
定
さ
れ
る
べ
き
自
性
は

な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
仮
名
の
み
で
内
に
実
事
の
な
い
法
は
、

常
見
や
断
見
に
堕
し
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。
ま
ず
鳩
摩
羅
什

は
そ
の
返
答
の
初
め
に
微
塵
に
つ
い
て
、

佛
法
中
都
無
微
塵
之
名
。
但
言
色
若
麓
若
細
悉
無
常
、
乃
至

⑳

不
説
有
極
微
極
細
者
。

と
い
い
、
諸
法
は
み
な
す
べ
て
無
常
で
あ
る
と
さ
れ
、
微
塵
の
存

在
は
み
と
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
極
微
極
細
な
る
も
の
の

み
な
ら
ず
、
一
切
法
は
不
可
得
で
あ
る
と
す
る
命
題
か
ら
こ
の
解

答
は
出
発
し
て
い
る
。
さ
ら
に
外
道
や
佛
弟
子
（
阿
毘
達
磨
論
師

を
示
す
）
は
微
塵
の
存
在
を
認
め
る
が
、
大
乗
は
こ
の
両
者
の
邪

見
邪
論
を
破
す
る
た
め
に
、
微
塵
は
決
定
相
な
く
た
だ
仮
名
の
み

あ
る
と
説
く
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
五
指
が
和
合
し
て

仮
に
拳
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
色
等
も
和
合
し
て
仮
り
に
微
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塵
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
鳩
摩
羅
什
は
論
じ

て
い
る
。

で
は
な
ぜ
『
智
度
論
』
は
微
塵
に
よ
り
一
切
が
構
成
さ
れ
て
い

る
と
説
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
鳩
摩
羅
什
は
次
の
よ

う
に
答
え
て
い
る
。
釈
尊
の
説
法
で
は
無
我
門
と
空
法
門
の
二
種

の
法
門
を
以
て
諸
法
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
無
我

門
で
は
五
陰
十
二
入
十
八
界
十
二
因
縁
な
ど
は
決
定
し
て
実
有
の

法
で
あ
り
、
自
我
の
み
が
不
実
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
空
法
門
で
は
自
我
の
み
な
ら
ず
、
五
陰
等
も
皆
空
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
『
智
度
論
』
の
説
は
無
我
門
に
約
し
て
説
か
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
微
塵
か
ら
一
切
万
物
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
説

く
の
で
あ
る
。
し
か
し
空
法
門
に
約
す
れ
ば
、
微
塵
も
す
雫
へ
て
存

在
せ
ず
、
或
る
も
の
を
実
有
、
或
る
も
の
を
仮
と
分
別
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
微
塵
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
大
乗
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
色
等
は
仮
名
の
み
で
あ
る
か
ら
、
常
と
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
微
塵
は
仮
名
の
み
で

あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
因
縁
和
合
に
よ
り
生
じ
、
念
念
に
減

す
る
も
の
で
、
永
遠
不
変
の
自
性
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
法
は
陰
入
界
に
摂
さ
れ
て
い
る
か
ら
全
無
と
も
い

え
な
い
。
つ
ま
り
衆
因
縁
の
法
は
た
だ
仮
名
の
み
あ
り
、
実
体
的

存
在
を
持
た
な
い
。
自
性
と
し
て
有
で
は
な
い
か
ら
、
常
見
に
堕

し
な
い
。
仮
名
の
具
体
的
例
と
し
て
鳩
摩
羅
什
は
色
入
と
触
入
の

二
事
が
和
合
し
て
火
が
生
じ
る
が
、
こ
の
二
入
の
外
に
第
三
の
火

法
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
も
し
そ
の
よ

う
な
火
法
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
別
に
所
作
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
所
作
は
な
い
。
こ
の
た
め
火
は
和

合
の
法
で
、
た
だ
仮
名
の
法
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
。常

見
の
難
は
以
上
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
が
、
微
塵
は
実
有
で

な
け
れ
ば
無
で
あ
り
断
見
に
陥
る
と
い
う
慧
遠
の
難
は
ど
の
よ
う

に
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
鳩
摩
羅
什
は
、

諸
法
は
空
で
あ
っ
て
も
断
見
に
陥
る
こ
と
は
な
い
と
反
論
し
て
い

る
。
諸
法
が
空
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
は
顛
倒
の
邪
見
を
破
す
た

め
で
あ
り
、
空
が
そ
の
ま
ま
実
相
で
は
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
法

が
実
有
で
な
く
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
虚
無
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
単
に
実
有
を
否
定
す
る
表
現
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
に
よ
れ
ば
、
実
相
は
一
切
の
相
も
、

す
べ
て
の
言
語
も
絶
し
て
い
る
。
実
相
に
お
い
て
は
合
相
も
離
相

も
、
有
相
も
無
相
も
あ
て
は
ま
ら
ず
、
一
切
の
諸
見
は
減
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
実
相
は
断
見
と
は
異
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
と
い
う
の
が
鳩
摩
羅
什
の
答
え
で
あ
る
。
彼
は
実
相
に
つ
い
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て
、

如
是
若
鹿
色
若
細
色
若
遠
若
近
若
好
若
醜
若
過
去
若
未
来
、

⑳

悉
是
虚
妄
。
皆
如
水
中
月
、
不
可
説
相
。

と
い
い
、
一
切
の
分
別
を
す
べ
て
絶
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。最

後
に
慧
遠
の
「
然
則
有
無
之
際
、
其
安
在
乎
。
不
有
不
無
義

可
明
美
」
の
一
節
に
応
じ
て
、
鳩
摩
羅
什
は
佛
法
の
中
で
諸
法
が

非
有
非
無
と
説
か
れ
る
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
要

す
る
に
、
有
や
無
へ
の
執
著
を
破
す
る
た
め
の
考
え
で
あ
り
、
そ

の
教
説
を
聞
い
た
者
が
さ
ら
に
非
有
非
無
に
著
す
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
も
ま
た
有
。
無
と
同
様
に
破
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
琴
へ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
で
は
釈
尊
の
説
法
の
目
的
は
、
あ

る
特
定
の
事
柄
を
立
証
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
を
負

著
か
ら
解
放
し
、
無
相
の
真
理
へ
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す

る
鳩
摩
羅
什
の
基
本
的
態
度
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

又
衆
生
、
無
始
世
界
以
来
、
深
著
戯
論
故
、
少
於
有
無
中
、

見
有
過
患
、
直
至
浬
藥
者
、
是
故
佛
意
欲
令
出
有
無
故
、
説

非
有
非
無
。
…
…
若
非
有
非
無
雌
破
有
無
、
還
戯
論
非
有
非

無
者
、
爾
時
佛
言
、
捨
非
有
非
無
、
亦
如
捨
有
無
。
一
切
法

⑪

不
受
不
負
、
是
我
佛
法
。

鳩
摩
羅
什
に
よ
れ
ば
諸
法
の
実
相
に
お
い
て
は
一
切
の
諸
見
が
減

し
て
い
る
。
そ
れ
は
諸
法
に
お
い
て
は
有
・
無
な
ど
と
分
別
さ
れ

る
実
事
は
な
く
、
決
定
し
て
有
や
無
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。
慧
遠
の
色
等
の
微
塵
は
有
で
あ
る
か
、
無
で
あ
る
か
と

い
う
質
問
に
、
鳩
摩
羅
什
は
諸
法
の
実
相
は
本
来
そ
の
よ
う
に
分

別
さ
れ
る
今
へ
き
も
の
で
は
な
い
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゞ

以
上
の
よ
う
に
『
大
乗
大
義
章
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
二

つ
の
手
紙
を
素
材
と
し
て
、
盧
山
の
慧
遠
と
鳩
摩
羅
什
と
の
あ
い

だ
に
か
わ
さ
れ
た
空
に
つ
い
て
の
論
義
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
の

中
で
鳩
摩
羅
什
は
慧
遠
が
阿
毘
達
磨
と
大
乗
の
説
を
対
比
し
て
考

え
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
を
否
定
し
、
大
乗
の
立
場
か
ら
論
を
進

め
て
ゆ
く
姿
勢
を
つ
ね
に
保
っ
て
い
る
。
そ
し
て
空
は
一
切
の
表

現
を
絶
し
た
諸
法
の
実
相
を
意
味
し
、
有
・
無
い
ず
れ
と
も
さ
れ

ず
、
常
見
に
も
断
見
に
も
堕
す
こ
と
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
論
義
を
通
じ
て
鳩
摩
羅
什
の
伝
え
た
佛
教
が
、
中
国
の

教
団
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
『
大
乗
大
義
章
』
は
大
い
に
注
目

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

註①
従
来
の
『
大
乗
大
義
章
』
の
研
究
に
は
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
』

華
雨

宮
１

士
匡

も
幸
い
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（
遺
文
篇
・
研
究
篇
の
二
巻
）
昭
和
三
十
五
年
、
司
○
宮
一
己
刃
三
）
旨
‐

、
（
〕
ロ
』
同
ミ
ご
』
爵
葦
篁
ミ
ミ
ミ
雪
辱
ミ
ミ
ミ
ミ
Ｑ
ミ
ミ
》
ご
亀
．
な

ど
が
あ
る
。

②
鳩
摩
羅
什
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
「
佛
教
史
上
に
お
け

る
肇
論
の
意
義
」
、
塚
本
善
隆
編
『
肇
論
研
究
」
昭
和
三
十
年
一

三
○
’
一
四
六
頁
、
横
超
慧
日
・
諏
訪
義
純
『
羅
什
』
昭
和
五
十
七

年
な
ど
参
照
。

③
『
高
僧
伝
』
Ｔ
五
○
三
三
○
ｃ
・

④
同
右
Ｔ
五
○
三
三
一
ａ
。

⑤
慧
遠
の
伝
記
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
「
中
国
初
期
佛
教

↓
史
上
に
お
け
る
慧
遠
」
、
木
村
英
一
編
『
菩
遠
研
究
ｌ
研
究
篇
』
三

’
八
七
頁
、
固
涛
冒
冒
胃
埼
』
園
員
§
首
‐
９
ミ
ミ
§
具
ｇ
営
曇
》

乞
圏
』
弓
息
置
山
田
参
照
。

⑤
塚
本
善
隆
「
中
国
初
期
佛
教
史
上
に
お
け
る
慧
遠
」
、
木
村
英
一

編
『
慧
遠
研
究
ｌ
研
究
篇
」
六
八
頁
。

⑦
》
『
高
僧
伝
』
Ｔ
五
○
三
五
八
ａ
。

③
同
右
Ｔ
五
○
三
六
○
ｂ
。

⑨
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
ｌ
遺
文
篇
』
（
以
下
『
慧
研
』
と
略
称

す
る
）
七
○
頁
。

⑩
『
弘
明
集
』
「
萢
伯
倫
与
生
観
二
法
師
書
」
Ｔ
五
二
七
八
ｂ
。

⑪
以
下
こ
れ
ら
の
書
簡
を
検
討
す
る
に
当
り
、
「
慧
遠
研
究
Ｉ
遺
文

篇
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
。
第
十
二
、
問
四
相

丼
答
、
『
慧
研
』
三
六
’
三
八
頁
。
第
十
三
、
問
如
・
法
性
・
真
際
、

「
慧
研
』
三
八
’
三
九
頁
。
第
十
四
、
問
実
相
有
井
答
、
『
慧
研
』

四
○
’
四
二
頁
。
第
十
五
、
問
分
破
空
井
答
、
四
二
’
四
五
頁
。

⑫
『
慧
研
』
三
六
頁
。
こ
の
『
阿
毘
曇
心
論
』
の
説
に
つ
い
て
は
、

園
：
旨
の
○
口
》
§
．
§
・
』
弓
．
閉
や
鵲
騨
ご
○
言
院
が
詳
し
い
。

⑬
Ｔ
二
八
八
八
一
ｂ
。

⑭
『
慧
研
』
三
六
頁
。
『
大
智
度
論
」
Ｔ
二
五
二
五
ｂ
参
照
。

⑮
『
慧
研
』
三
七
頁
。

⑯
同
右
三
七
頁
。

⑰
同
右
二
六
頁
。

⑬
同
右
三
八
頁
。

⑲
同
右
四
一
一
頁
。

⑳
同
右
三
七
頁
。
｜
》
》
イ
《
ゞ
？

⑳
同
右
三
七
頁
。

⑳
同
右
三
七
頁
。

⑳
同
右
三
七
頁
。

⑭
同
右
三
八
頁
。

⑳
Ｔ
二
五
一
四
七
ｃ
。

⑳
同
右
。

⑳
同
右
。

⑳
「
慧
研
』
四
二
頁
。

⑳
同
右
四
二
頁
。

⑳
同
右
三
六
頁
。

③
同
右
四
四
頁
。
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