
佛
教
に
従
え
ば
、
人
は
煩
悩
に
よ
っ
て
業
を
お
こ
し
、
業
に
よ
っ
て
苦
果
を
招
く
と
云
わ
れ
る
。
煩
悩
と
業
と
苦
と
、
こ
の
三
者
一

連
の
関
係
か
ら
云
え
ば
、
苦
を
招
く
直
接
の
原
因
は
業
で
あ
っ
て
、
煩
悩
は
間
接
の
原
因
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
業
も
単
な
る
業

で
な
く
て
煩
悩
に
基
く
業
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
苦
を
招
く
決
定
的
性
格
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
業
の
名
を
表
へ
出
さ
ず
、
直
ち
に
煩

悩
に
よ
っ
て
苦
あ
り
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
わ
ざ
わ
ざ
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
一
文
を
引
い
て
お
こ
う
。

無
智
者
錯
乱
迷
惑
不
受
教
我
知
此
衆
生
未
曾
修
善
本
堅
著
於
五
欲
凝
愛
故
生
悩
以
諸
欲
因
縁
墜
堕
三
悪
道

輪
回
六
趣
中
伽
受
諸
苦
毒
（
法
華
経
方
便
品
）

佛
教
は
、
こ
の
よ
う
な
煩
悩
に
よ
る
六
趣
輪
廻
の
存
在
を
憐
み
、
苦
悩
の
生
活
か
ら
人
々
を
救
出
し
よ
う
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
る
。

し
か
し
人
々
の
心
に
ま
き
つ
き
縛
り
つ
け
て
、
善
へ
向
う
心
を
妨
げ
つ
づ
け
る
煩
悩
の
鉄
鎖
は
、
果
し
て
こ
れ
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
ら
ば
、
苦
は
永
劫
に
つ
づ
き
解
脱
は
望
め
な
い
。
佛
の
教
は
そ
れ

が
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
慈
悲
心
を
以
て
人
々
を
解
脱
に
導
く
た
め
に
つ
づ
け
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
佛
の
さ
と
り
を
信
じ
佛
の

成
佛
の
道
と
業

Ｉ
般
若
経
と
浬
藥
経
を
中
心
に

横
超
慧
日

二

三
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願
を
信
ず
る
限
り
、
凡
夫
が
煩
悩
・
業
．
苦
の
流
転
、
か
ら
脱
出
で
き
る
可
能
は
必
ず
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
可
能

は
ど
う
し
た
ら
見
州
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
煩
悩
を
断
じ
尽
し
て
三
界
か
ら
出
た
と
信
じ
て
い
る
阿
羅
漢
に
も
、
本
人
に
は
ま
だ
全
く

気
の
つ
か
ぬ
煩
悩
の
余
習
が
残
存
し
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
る
と
、
具
縛
の
凡
夫
に
は
、
自
己
の
心
を
見
つ
め
れ
ば
見
つ
め
る
ほ
ど
解
脱

へ
の
望
み
を
持
ち
得
な
く
な
る
。
そ
れ
で
は
佛
の
教
に
ど
の
よ
う
に
従
っ
て
ゆ
け
ば
、
煩
悩
の
鉄
鎖
を
断
ち
切
る
と
い
う
難
事
に
希
望

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
大
乗
の
般
若
経
を
見
よ
う
。
般
若
経
に
よ
れ
ば
、
空
と
相
応
す
る
空
行
の
菩
薩
に
し
て
能
く
佛
国
土
を
浄
め
衆
生
を
成
就
し
疾

く
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
る
（
習
応
品
箪
二
）
。
又
、
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
行
・
不
行
・
行
不

行
・
非
行
非
不
行
の
ど
ん
な
想
念
を
も
持
た
ず
↑
想
念
を
持
た
ぬ
と
い
う
想
念
も
持
た
ぬ
、
そ
の
よ
う
な
諸
法
無
所
受
の
三
昧
に
あ
っ

て
初
め
て
疾
く
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
ら
れ
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
（
行
相
品
第
十
）
・
こ
こ
で
は
煩
悩
の
断
不
断
に
つ
い
て
は
言
及

さ
れ
て
い
な
い
が
、
阿
縛
多
羅
三
読
三
菩
提
を
得
る
と
い
う
の
は
人
生
の
真
実
に
達
し
て
完
全
に
苦
よ
り
解
脱
し
た
境
地
に
到
達
す
る

こ
と
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
こ
で
般
若
波
羅
蜜
を
正
し
く
行
ず
る
菩
薩
が
疾
く
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
ら
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る

所
か
ら
推
し
て
、
一
切
法
空
を
如
実
に
観
ず
る
修
道
こ
そ
が
煩
悩
・
業
．
苦
の
流
転
よ
り
解
脱
す
る
確
実
な
道
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
、
菩
薩
は
目
分
が
行
じ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
た
氾
。
行
じ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
た
ぬ
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
行
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
行
じ
て
も
お
り
行
じ
て
い
な
い
の
で
も
あ
り
と
い
う
こ
と
も
、
行
じ
て
お
ら
ず
行
じ
て

お
ら
ぬ
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
そ
う
し
た
一
切
の
分
別
心
を
全
く
持
っ
て
い
な
い
。
分
別
心
で
あ
る
想
念
を
持
た
ず
、
そ
う
し
た

成
佛
の
道
と
業
三
三



般
若
経
の
中
で
業
の
Ⅲ
題
を
と
り
あ
げ
て
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
四
諦
仙
第
八
十
四
を
注
意
す
雲
へ
き
で
あ
ろ
う
。

前
の
畢
定
品
第
八
十
三
に
お
い
て
、
六
波
羅
蜜
を
初
め
と
し
以
下
佛
の
十
カ
．
四
無
所
畏
。
四
無
凝
智
・
十
八
不
共
法
に
至
る
ま
で

す
、
へ
て
そ
う
し
た
功
徳
は
み
な
こ
れ
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
の
道
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
四
諦
品
で
は
そ
れ
を
承
け
て
、

若
し
そ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
諸
法
が
菩
薩
の
法
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
何
が
佛
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
菩
薩
法
と
佛
法
と
の
相
違

が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
先
ず
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
の
答
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
菩
薩
の
法

は
ま
た
こ
れ
佛
法
で
も
あ
る
。
若
し
一
切
種
を
知
っ
た
な
ら
ば
一
切
種
智
が
得
ら
れ
一
切
の
煩
悩
習
を
断
ず
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

想
念
を
持
た
ぬ
と
い
う
そ
う
い
う
想
念
も
持
た
ぬ
の
て
あ
る
。
い
っ
た
い
分
別
心
・
想
念
と
い
う
も
の
は
自
ら
意
識
す
る
と
否
と
に
拘

ら
ず
～
す
べ
て
自
我
と
い
う
潜
在
的
な
我
執
の
も
と
に
お
い
て
発
動
す
る
。
そ
れ
故
、
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
な

無
我
の
立
場
に
立
つ
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
苦
を
も
た
ら
す
煩
悩
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
す
べ
て
我
執
の
上
に
成
り
立
つ
。
煩
悩
が
苦

の
根
猟
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
我
執
に
立
つ
一
切
の
自
己
本
位
（
畑
悩
）
で
自
己
中
心
的
な
行
為
（
業
）
が
、
人
Ⅲ
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ

る
苦
悩
の
終
極
的
原
因
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
般
若
波
羅
蜜
を
行
ず
る
時
に
、
煩
悩
や
業
か
ら

苦
が
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
確
か
な
鉄
則
は
そ
の
ま
ま
鉄
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
い
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
煩
悩
対
治
・
苦
悩

除
去
を
問
題
に
し
な
い
ま
ま
で
、
お
の
ず
か
ら
煩
悩
な
く
、
煩
悩
に
基
く
業
な
く
、
当
然
そ
こ
に
お
こ
る
苦
悩
か
ら
も
完
全
に
解
脱
し

た
真
の
浬
梁
が
約
束
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
の
こ
う
い
う
首
肯
云
云
と
い
う
言
い
方
は
般
若
の
観
念
化

で
あ
っ
て
行
の
立
場
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
煩
悩
対
治
・
苦
悩
除
去
を
正
面
か
ら
問
題
と
せ
ぬ
に
拘
ら
ず
、
自
然
に
そ
れ
が

達
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
般
若
経
の
解
脱
論
で
あ
る
。

二
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た
し
か
に
一
切
法
は
自
相
空
だ
か
ら
、
そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
衆
生
も
な
く
業
因
縁
も
な
く
果
報
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
る
に
衆
生
は
そ
う
し
た
諸
法
自
柑
空
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
諸
法
自
相
空
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
と
い
う
そ
の
こ

と
（
無
明
）
が
衆
生
を
し
て
業
を
作
ら
せ
る
因
縁
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
罪
業
だ
と
か
福
業
だ
と
か
無
動
業
だ
と
か
い
う
よ
う
な
色
々

の
業
の
差
別
が
そ
こ
か
ら
お
こ
っ
て
く
る
。
罪
業
の
も
の
は
三
悪
道
へ
堕
し
、
福
業
の
も
の
は
人
天
中
に
生
ま
れ
、
無
動
業
の
も
の
は

色
界
か
無
色
界
か
へ
生
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
菩
薩
は
六
波
羅
蜜
乃
至
十
八
不
共
法
を
行
ず
る
時
に
金
剛
三
味
の
如
く
こ
の
助
道
の
法

を
尽
く
受
行
す
る
か
ら
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
て
衆
生
饒
益
と
い
う
こ
と
を
続
け
、
六
道
生
死
に
堕
す
る
こ
と
が
な
い
。
要
す

成
仙
の
道
と
業
三
一
三

っ
て
、
菩
薩
と
い
う
の
は
こ
の
先
に
（
今
後
）
こ
の
法
を
得
る
者
の
こ
と
、
佛
と
い
う
の
は
一
念
相
応
の
慧
を
以
て
一
切
法
を
知
り
阿

褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
得
た
者
の
こ
と
。
即
ち
菩
薩
と
佛
と
は
、
今
後
に
得
る
者
と
已
に
得
た
者
と
い
う
段
階
の
別
で
あ
っ
て
、
本
質

的
に
道
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
声
聞
に
お
け
る
向
道
と
得
果
と
の
別
の
如
く
で
あ
り
、
無
畷
道
中
に
あ
る
時
を
菩
薩
と
い
い
、

解
脱
道
中
に
あ
る
時
を
佛
と
い
う
別
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
又
そ
れ
に
関
連
し
て
、
別
の
問
題
が
出
て
く
る
。
一
切
法
は
自
相
空
だ
と
こ
れ
ま
で
説
か
れ
て
き
た

が
、
目
相
空
だ
と
い
う
の
に
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
天
・
人
の
五
道
を
初
め
と
し
、
性
地
の
人
・
八
人
地
の
人
・
須
陀
恒
の
人
・
斯

陀
含
・
阿
那
含
・
阿
羅
漢
の
人
・
辞
支
佛
・
菩
薩
・
佛
と
い
う
よ
う
に
多
く
の
差
別
が
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
一
切
法

空
だ
と
い
う
以
上
、
諸
人
の
不
同
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
り
、
業
・
因
縁
と
い
う
こ
と
も
ま
た
そ
の
果
報
と
い
う
こ
と
も
空
で
あ
り
不

可
得
と
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
は
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
業
の
こ
と
が
こ
こ
で
若
干
論

及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
上
述
の
疑
問
は
ど
う
解
か
れ
て
い
る
か
を
見
る
に
＄
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
て
い

る
0



道
生
死
と
の
関
係
は
、

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

る
に
、
業
を
作
っ
て
種
為
の
果
報
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
相
空
の
般
若
波
羅
蜜
を
学
ば
な
い
者
の
上
に
お
い
て
お
こ
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
菩
薩
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
こ
と
は
全
く
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
ま
だ
問
題
が
す
べ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
菩
薩
は
業
を
作
り
果
報
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が

な
い
に
し
て
も
、
佛
は
六
道
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
六
道
生
死
の
中
へ
進
ん
で
入
っ
て
ゆ
か
れ
る
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
佛
と
六

道
生
死
と
の
関
係
は
、
も
う
一
歩
つ
き
こ
ん
で
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
今
度
は
、
議
論
が
次
の
よ
う
に
進
め
ら

佛
は
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
境
地
の
佛
に
六
道
生
死
な
ど
の
あ
り
得
る
筈
は
な
い
。
ま
た
業
に
つ
い

て
も
、
黒
業
に
せ
よ
、
白
業
に
せ
よ
、
黒
白
業
に
せ
よ
、
不
黒
不
白
業
に
せ
よ
、
ど
ん
な
業
も
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に

現
実
に
お
い
て
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
か
ら
阿
羅
漢
・
畔
支
佛
・
菩
薩
。
諸
佛
と
い
う
よ
う
に
多
く
の
別
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
ぬ
。

そ
う
し
て
み
れ
ば
佛
が
六
道
の
生
死
を
認
め
て
そ
の
中
で
衆
生
を
救
お
う
と
せ
ら
れ
る
こ
と
と
、
佛
が
六
道
生
死
及
び
そ
の
因
縁
と
な

る
業
の
差
別
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
二
つ
の
事
は
そ
の
間
に
矛
盾
が
感
ぜ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
と
に
か
く
こ
こ
の
と

こ
ろ
が
明
瞭
な
判
断
が
つ
き
か
ね
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
私
の
理
解
に
し
て
誤
な
け
れ
ば
、
経
は
こ
こ
で
こ
の
点
を
次
の
よ
う

に
解
明
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

衆
生
は
、
「
諸
法
が
自
相
空
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
菩
薩
が
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
そ
し
て

ま
た
衆
生
を
三
悪
趣
か
ら
抜
く
た
め
に
六
道
生
死
の
中
を
往
来
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
。
だ
が
し
か
し
若
し
そ

の
よ
う
に
考
え
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
当
に
諸
法
自
相
空
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
。
実
は
判
っ
て
い
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
六
道
生
死
を
自
分
自
身
が
脱
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
立
場
に
立
っ
て
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
菩
薩
は
、
佛
の

二
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所
で
諸
法
自
相
空
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
求
め
よ
う
と
い
う
心
を
発
す
。
凡
人
は
、
無
所
有
法
の
中
に
顛
倒
妄

想
し
て
法
が
あ
る
よ
う
に
分
別
し
、
衆
生
が
な
い
の
に
衆
生
あ
り
と
思
い
、
色
受
想
行
識
は
な
い
の
に
色
受
相
行
識
が
あ
り
と
思
い
、

す
。
へ
て
そ
う
し
た
有
為
法
は
無
所
有
で
あ
る
の
に
顛
倒
妄
想
の
心
を
も
っ
て
身
口
意
の
業
を
な
す
。
そ
う
し
た
因
縁
に
よ
っ
て
六
道
生

死
の
中
に
往
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
六
道
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
に
反
し
菩
薩
は
一
切
善

法
の
内
の
般
若
波
羅
蜜
中
に
菩
薩
道
を
行
ず
る
か
ら
、
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
又
阿
褥
多
羅
三
莱
三
菩
提
を

得
た
上
で
衆
生
の
た
め
に
四
聖
諦
を
説
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
為
に
佛
法
僧
の
三
宝
を
説
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
三
宝
を
信
ず
る
な
ら
ば
六
道
生
死
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
反
対
に
信
じ
な
い
で
拒
否
す
る
よ
う
な
こ

と
で
は
六
道
生
死
を
離
脱
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
と
い
う
。

あ
ら
ま
し
の
趣
旨
は
、
解
説
的
に
紹
介
し
た
上
述
の
如
く
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
結
局
、
般
若
経
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
～
菩
薩
は
正
し
く
般
若
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
自
相
空
を
行
ず
る
限
り
業
因
縁
に
よ
っ
て
自
ら
が
六
道
の
中
に
堕
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
し
か
も
真
に
自
相
空
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
空
な
る
が
故
に
求
む
、
へ
き
菩
提
も
な
く
救
う
零
へ
き
衆
生
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
そ

の
よ
う
な
執
わ
れ
た
見
地
に
立
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
般
若
波
羅
蜜
に
立
っ
て
空
に
も
執
わ
れ
ぬ
と
こ
ろ
の
菩
薩
行

の
中
に
於
て
の
み
自
然
に
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
が
得
ら
れ
、
ひ
い
て
衆
生
の
た
め
の
四
諦
説
法
も
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
在
り
方
こ
そ
が
実
は
真
に
自
相
空
を
正
し
く
学
び
行
ず
る
も
の
と
言
え
る
と
い
う
。
経
の
主
張
は
凡
そ
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

成
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の
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さ
て
大
乗
経
典
の
中
で
も
す
傘
へ
て
の
源
頭
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
般
若
経
を
中
心
に
、
些
か
業
の
問
題
を
紹
介
し
た
。
極
め
て
概
略
な

言
い
方
を
す
れ
ば
、
維
摩
経
や
法
華
経
な
ど
こ
れ
ら
初
期
の
大
乗
経
典
は
、
自
他
す
、
へ
て
の
衆
生
を
救
う
の
が
菩
薩
精
神
の
究
極
理
想

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
た
め
の
無
所
得
空
と
そ
の
上
に
成
り
立
つ
衆
生
教
化
も
み
な
方
便
の
力
を
仮
る
こ
と
に
よ
っ
て
円
満
に

成
就
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
両
経
と
も
に
般
若
経
の
正
統
的
展
開
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
般
若
・
維
摩
・
法
華
等
に
比
し
て
次
の
段
階
に
入
る
と
思
わ
れ
る
第
二
期
の
諸
経
で
は
、
煩
悩
・
業
の
課
題
は
ど
う
な
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
と
そ
の
範
囲
は
甚
だ
大
き
い
の
で
簡
単
な
結
論
は
出
せ
な
い
が
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
浬
藥
経
を
代
表
的
な

例
と
し
て
そ
の
中
か
ら
注
目
す
、
へ
き
論
点
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

大
乗
の
浬
梁
経
は
、
釈
尊
の
入
滅
と
い
う
事
実
伝
記
の
叙
述
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
佛
教
の
理
想
た
る
浬
樂
に
つ
い
て

そ
れ
の
誤
ら
れ
た
見
解
を
正
し
、
真
の
正
し
い
意
味
を
ど
こ
ま
で
も
追
究
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
努
力
の
集
積
と
も
考
え
ら
れ
る
。
経
が

幾
多
の
断
層
緬
集
の
形
を
以
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
経
に
よ
れ
ば
、
佛
を
し
て
佛
た
ら
し
め
て
い
る
本
質
は

法
身
で
あ
り
佛
性
で
あ
る
。
釈
尊
は
こ
れ
あ
る
に
よ
り
佛
と
な
ら
れ
た
。
釈
尊
の
色
身
は
入
滅
に
よ
っ
て
世
を
去
ら
れ
た
と
し
て
も
、

法
身
は
不
滅
で
あ
る
。
そ
れ
が
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
身
が
普
遍
常
住
の
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば

そ
れ
は
釈
尊
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
も
み
な
本
質
上
具
備
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
覚
ら
れ

た
法
性
の
普
遍
性
と
い
う
点
か
ら
言
っ
て
も
、
佛
陀
の
教
化
目
的
が
拠
っ
て
立
つ
根
拠
と
い
う
上
か
ら
言
っ
て
も
、
疑
え
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
時
、
推
し
つ
め
て
言
え
ば
、
す
で
に
佛
と
な
っ
た
釈
尊
や
今
現
に
佛
を
求
め
て
修
行
し
つ
つ
あ
る
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菩
薩
に
の
み
佛
性
が
あ
る
の
て
な
く
、
ま
だ
全
く
佛
道
を
求
め
る
心
さ
え
発
し
て
い
な
い
凡
夫
に
お
い
て
も
ま
た
、
同
じ
く
平
等
に
佛

性
を
本
具
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
若
し
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
佛
陀
が
凡
夫
を
佛
に
し
よ
う
と
し
て
法
を
説
く
と
い

う
こ
と
が
全
く
無
意
味
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
佛
陀
の
死
を
通
し
て
生
身
佛
陀
の
根
底
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
佛
の
本
質
を
考
え
、
又
佛
の
教
を
受
け
る
凡
夫
の

現
実
と
求
道
の
上
の
目
的
と
せ
ら
れ
る
理
想
の
佛
と
の
不
即
不
離
な
る
関
係
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
浬
藥
経
に
お
い
て
如
来

常
住
と
悉
有
佛
性
と
の
二
大
眼
目
と
し
て
結
論
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
如
来
常
住
と
悉
有
佛
性
と
は
実
は
別
個
の
問
題

で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
如
来
の
入
滅
を
通
し
て
到
達
し
た
法
身
常
住
の
説
よ
り
も
佛
道
を
求
め
る
我
々
凡
夫
の
者
に
と
っ
て
直
接
関

係
の
深
い
最
大
の
関
心
事
は
何
よ
り
も
先
ず
悉
有
佛
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
悉
有
佛
性
と
い
う
な
ら
ば
、
私
も
佛
性
を
本
具
し
て

い
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
私
が
現
に
苦
悩
し
岬
吟
し
つ
つ
迷
界
生
死
の
中
に
流
転
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
佛
性
は
あ
る
と
言
っ
て
も
、
ど
う
し
て
あ
る
と
言
え
る
の
か
。
ど
こ
を
探
し
て
も
自
己
の
中
に
佛
性
な
ど
が
あ
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
理
想
と
現
実
・
理
論
と
実
際
と
の
相
克
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
て
き
た
の
が
、
佛
性
は
本
来
具
わ
っ
て

い
て
も
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
凡
夫
は
自
ら
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
だ
と
い
う
説
で
あ
っ
た
。
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
佛

性
を
開
顕
す
る
た
め
の
修
行
が
当
然
こ
こ
か
ら
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
浬
藥
経
の
上
で
い
う
な
ら
ば
～
釈
尊
入
滅
の
隻
樹
を
場
面

と
し
て
如
来
常
住
を
説
く
寿
命
品
か
ら
始
ま
っ
た
経
が
、
悉
有
佛
性
を
力
説
す
る
如
来
性
品
に
展
開
し
た
後
、
次
い
で
理
論
よ
り
実
践

に
移
っ
て
聖
行
品
・
梵
行
品
へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

経
は
如
来
性
品
に
お
い
て
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
と
断
定
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
大
き
な
難
関
が
二
つ
横
た
わ
っ
て
い
た
。
一
つ

は
一
閏
提
で
あ
り
、
今
一
つ
は
二
乗
で
あ
る
。
悉
有
佛
性
だ
と
言
っ
て
み
て
も
、
さ
れ
ば
と
て
佛
性
を
信
ぜ
ぬ
者
も
佛
性
が
あ
る
と
の
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い
ず
れ
に
も
せ
ょ
如
来
性
品
で
悉
有
佛
性
の
宣
言
が
喚
起
し
た
課
題
は
一
關
提
の
成
佛
可
能
如
何
と
い
う
こ
と
と
、
二
乗
特
に
声
聞

乗
の
行
者
を
如
何
に
し
て
大
乗
へ
転
向
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
聖
行
品
・
梵
行
品
が
大
乗
菩
薩
行
を
別
し
て
利
他
面
に
於

て
強
調
し
て
い
る
の
は
、
声
聞
に
欠
く
所
と
し
て
菩
薩
の
大
慈
悲
心
が
佛
道
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
以
て
二
乗
声
聞
乗
に

対
し
摂
取
導
入
の
道
を
開
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二
乗
が
八
六
四
二
万
十
千
劫
を
経
て
発
菩
提
心
す
る
と
い
う
現
病
品
の
説
は
、
こ
れ

今
一
つ
の
難
関
は
二
乗
で
あ
る
。
二
乗
は
佛
性
の
説
に
対
し
て
不
信
と
か
拒
否
の
態
度
を
と
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
知

ら
ず
声
聞
と
し
て
の
自
己
の
修
道
に
つ
と
め
自
ら
阿
羅
漢
・
辞
支
佛
と
な
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
彼
等
の
如
き
は
佛
性
あ
り
と
雌

も
自
ら
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
た
め
に
、
自
分
で
こ
と
さ
ら
成
佛
へ
の
道
を
閉
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
般
若
経
が
、
諸
法
の
自
相
空

を
釘
ら
い
た
め
に
衆
生
が
自
ら
業
因
縁
に
よ
り
六
道
中
の
生
死
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
言
っ
て
い
る
の
に
比
し
て
ど
う
か
。
本
来

諸
法
は
自
相
空
で
あ
る
と
般
若
経
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
内
容
が
、
今
や
浬
藥
経
で
は
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
と
説
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
両
者
の
関
係
は
単
に
形
式
上
の
類
似
と
い
う
解
釈
だ
け
で
す
ま
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
両
者
の
間
に
は
般
若
思

想
追
究
の
深
い
伝
統
が
流
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
↑
今
こ
こ
で
は
そ
れ
を
詳
論
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
こ
れ
を
別

提
に
在
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

理
由
で
自
然
に
成
佛
で
き
る
の
か
。
不
信
の
者
は
絶
対
に
法
の
埒
外
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
も
排
除
し
て
事
足
る
と
い

う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
何
よ
り
も
そ
う
い
う
こ
と
で
は
悉
有
佛
性
と
い
う
経
典
自
体
の
最
大
眼
目
と
基
本
線
に
於
て
矛
盾
す
る
。
そ

の
こ
と
へ
の
苦
悶
は
こ
れ
が
断
じ
て
看
過
す
る
こ
と
の
絶
対
許
さ
れ
な
い
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
如
来
性
品
の
最
大
の
課
題
は
実

に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
浬
樂
経
全
体
の
一
貫
し
た
焦
点
も
、
悉
有
佛
性
と
表
裏
し
つ
つ
常
に
不
離
の
閃
係
を
以
て
迫
っ
て
く
る
こ
の
一
閥

の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。
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が
正
因
・
縁
因
の
説
や
生
庁

由
に
由
る
も
の
で
あ
っ
た
。

成
佛
の
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如
来
性
品
は
↑
悉
有
仏
性
を
主
張
し
な
が
ら
、
不
信
者
の
閏
提
に
対
し
て
成
佛
の
可
能
を
除
外
し
た
。
こ
れ
は
佛
道
に
お
い
て
信
と

い
う
も
の
が
宗
教
的
生
命
の
死
活
を
決
め
る
鍵
と
も
い
う
寺
へ
き
重
大
な
も
の
て
あ
る
こ
と
を
極
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お

い
て
、
そ
れ
が
浄
土
教
信
仰
の
成
立
に
と
っ
て
寄
与
す
る
所
絶
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
信
の
力
説
の
あ
と
で

今
度
は
梵
行
品
で
菩
薩
の
大
悲
、
極
愛
一
子
地
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
浬
樂
経
が
愈
々
以
て
浄
土
教
に
お
け
る
佛
の
願
力
信

順
の
信
仰
に
大
き
な
力
を
貸
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
佛
へ
の
信
順
・
佛
菩
薩
に
よ
る
大
慈
悲
、
こ
う
い
う
二
大
眼
目
は
、
惑
業

苦
の
三
道
流
転
に
よ
り
衆
生
の
生
死
輪
廻
を
説
明
す
る
教
学
的
理
論
の
枠
の
内
だ
け
に
佛
教
を
止
め
て
お
く
こ
と
を
許
さ
な
い
。
般
若

経
の
自
性
空
の
主
張
は
す
で
に
す
、
へ
て
の
固
定
観
念
を
打
破
し
て
い
た
。
次
の
徳
王
品
が
閲
提
不
成
佛
を
極
論
し
た
後
に
つ
づ
い
て
、

縁
起
無
自
性
に
立
つ
不
定
と
い
う
論
理
を
提
起
し
て
き
た
の
は
正
し
く
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
四
重
・
五
逆
。
誘
法
と
並
ん

で
閻
提
す
ら
も
成
佛
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
閲
提
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
地
位
状
態
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
地
位
状
態
で
あ

る
限
り
人
は
そ
こ
か
ら
絶
対
に
脱
出
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
と
い
う
如
き
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
關
提
に

も
発
菩
提
心
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
、
そ
の
発
菩
提
心
さ
せ
る
も
の
が
佛
菩
薩
の
力
で
あ
る
こ
と
を
断
言
し
た
。
こ
う
な
っ
て
く
る

と
、
因
縁
に
つ
い
て
の
見
解
も
佛
性
の
は
た
ら
き
と
の
関
係
に
お
い
て
今
や
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
次
の
師
子
乢
品

が
正
因
・
縁
因
の
説
や
生
因
・
了
因
の
説
を
持
ち
出
し
た
り
、
業
の
論
に
関
連
し
て
業
不
決
定
説
を
提
示
し
て
く
る
の
は
そ
う
し
た
理

あ
る
。

を
別
の
観
点
か
ら
傍
証
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
よ
り
も
更
に
大
き
な
問
題
は
、
四
無
量
心
の
強
調
が
極
愛
一
子
地

の
議
論
に
ま
で
進
み
、
つ
い
に
菩
薩
の
大
悲
は
必
死
不
可
治
の
人
で
あ
る
一
關
提
を
も
放
置
す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
言
し
た
こ
と
で

二
三
九



浬
藥
経
の
師
子
乢
品
（
南
本
経
巻
二
十
九
）
の
中
で
、
佛
性
に
関
連
し
て
果
報
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
順
序
と
し
て
前
後
の
経

緯
を
紹
介
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。

佛
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
大
浬
梁
を
得
て
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て

い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
畜
生
に
施
し
た
な
ら
ば
百
倍
の
報
を
得
、
一
閏
提
に
施
し
た
な
ら
ば
千
倍
の
報
を
得
、
持
戒
者
に
施
し
た

な
ら
ば
百
千
倍
の
報
を
得
↑
乃
至
如
来
世
尊
に
施
し
た
な
ら
ば
得
る
所
の
福
報
は
無
量
無
辺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
聞
い
た
。
無
量
の

報
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
果
報
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
か
ら
何
時
に
な
っ
た
ら
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
施
報
無
尽
の
た
め
に
佛
果
が
得
ら
れ
る
時
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
そ
れ
で
よ
い
か
。
又

こ
う
い
う
こ
と
も
聞
い
た
。
人
が
重
心
（
強
烈
な
心
）
で
善
業
か
悪
業
か
を
な
せ
ば
、
現
世
に
な
る
か
次
世
に
な
る
か
の
別
は
あ
っ
て

も
と
も
か
く
必
ず
そ
の
果
報
を
得
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
う
。
．
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
た
と
い
善
業
に
せ
よ
重
心
で
な
し
た
以
上

そ
の
報
を
ど
う
し
て
も
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
な
か
な
か
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
が
得
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
こ
と
は
他
に

も
往
禽
に
聞
く
。
例
え
ば
、
病
人
と
父
母
と
如
来
と
、
こ
の
三
種
の
人
に
施
し
た
な
ら
ば
果
報
無
尽
で
あ
る
と
か
い
う
で
は
な
い
か
。

更
に
欲
界
の
業
、
色
界
の
業
、
無
色
界
の
業
な
ど
、
そ
う
し
た
三
界
の
業
の
な
い
者
に
し
て
初
め
て
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
が
得
ら
れ

る
と
も
い
う
。
し
か
し
我
々
の
な
す
業
で
、
三
界
内
の
業
で
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
り
得
る
は
ず
は
な
い
。
法
句
の
偶
に
よ
れ
ば
、
空

へ
行
っ
て
も
海
へ
行
っ
て
も
、
山
石
の
間
に
入
っ
た
と
し
て
も
業
（
果
）
を
受
け
な
い
で
す
む
所
は
あ
り
得
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
の

浬
藥
経
の
中
で
、
業
論
が
お
こ
さ
れ
る
に
は
以
上
の
よ
う
な
過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
直
接
、

こ
こ
で
ど
ん
な
議
論
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
か
、
あ
ら
ま
し
の
概
観
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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を
何
と
し
よ
う
。
阿
尼
楼
駄
は
、
一
食
を
施
し
た
た
め
に
八
万
劫
中
三
悪
道
へ
堕
し
な
か
っ
た
と
追
憶
し
て
い
る
。
一
食
の
施
で
さ
え

こ
の
よ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
純
陀
の
如
き
は
信
心
を
以
て
佛
に
施
し
檀
波
羅
蜜
を
具
足
し
て
い
る
。
彼
は
い
っ
た
い
何
時
に
な
っ
た

ら
佛
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
（
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
ず
る
）
の
で
あ
ろ
う
。
善
業
と
同
様
に
、
悪
業
だ
っ
て
同
じ
で
あ
る
。
方

等
経
を
誘
っ
た
り
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
り
、
四
重
禁
を
殴
っ
た
り
、
一
關
提
の
罪
を
犯
し
た
り
し
た
者
な
ど
、
そ
う
い
う
者
た
ち
の
罪

業
果
報
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
と
う
て
い
彼
等
が
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
を
成
ず
る
と
い
う
如
き
こ
と
は
全
然
考
え

ら
れ
ぬ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
問
題
提
起
の
発
端
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
答
は
ど
う
か
。
佛
の
十
力
の
中
に
業
報
を
知
る
智
力
が
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
業
と
い
う
も
の
は
最
も
深
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
業
縁
を
軽
視
し
て
信
じ
な
い
者
が
い
る
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
説
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

業
一
般
に
つ
い
て
言
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
を
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
す
べ
て
の
業
の
中
に
は
軽
い
業
と
重
い
業
と
が
あ
る
。

そ
の
軽
い
業
に
も
重
い
業
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
決
定
的
な
も
の
と
決
定
的
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
世
間
に
は
悪
業
を
な
し
て
も
果

は
な
い
と
主
張
す
る
者
が
い
て
、
そ
の
例
と
し
て
悪
業
の
者
と
知
ら
れ
て
い
る
者
が
生
天
の
報
を
得
た
り
解
脱
の
果
を
得
た
り
す
る
こ

と
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
業
の
中
に
、
必
ず
得
る
所
の
果
の
決
定
的
な
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
老
と
が
あ
る

こ
と
を
裏
書
す
る
。
し
か
る
に
、
邪
見
の
者
は
こ
れ
を
以
て
悪
業
に
果
な
し
と
言
っ
て
業
の
因
果
を
否
定
す
る
自
説
の
証
と
す
る
。
そ

れ
故
そ
の
よ
う
な
邪
見
を
斥
け
る
た
め
に
、
．
切
の
作
業
、
果
を
得
ざ
る
な
し
」
と
説
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
前
に
軽
い
業
で
も
重

い
業
で
も
果
報
を
受
け
る
に
決
定
的
な
も
の
と
決
定
的
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
と
言
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
更
に

次
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
重
い
業
を
な
し
て
も
そ
の
果
報
を
軽
く
受
け
る
者
と
、
軽
い
業
を
な
し
て
も
そ
の
果
報
を
重

く
受
け
る
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
す
零
へ
て
の
人
が
み
な
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
の
は
愚
者
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と
智
者
と
の
場
合
に
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
一
切
の
業
が
悉
く
決
定
的
に
定
ま
っ
た
果
を
得
る
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
決
定
的
な
果
を
得
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
果
を
全
く
得
な
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
誤
解
し
て
は
な
ら
ぬ
。
世
に
は
智
人
と
愚
人
が
あ
っ
て
、
智
あ
る
人
は
↑
智
慧
力
に
よ
っ
て
地
獄
の
よ

う
な
極
重
果
報
を
受
け
る
業
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
現
世
で
唯
く
受
け
て
す
ま
す
こ
と
が
あ
る
．
反
対
に
愚
か
な
人
は
、
現
世
で
軽
い

業
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
に
地
獄
で
重
く
果
報
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
一
寸
疑
問
が
起
る
。
若
し
そ
う
な
ら
ば
、
清
浄
の
梵
行
を
求
め
て
修
行
し
た
り
↑
解
脱
の
果
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
、
必

要
で
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
業
報
不
定
の
こ
と
あ
り
と
い
う
こ
と
が
、
修
道
意
欲
を
減
退
さ
せ
る
と
い
う
危
朧
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
経
は
次
の
如
く
説
く
。
若
し
す
兼
へ
て
の
業
が
そ
の
果
報
決
定
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
梵
行
を
修
し
解
脱
を
求
め
て
も
無

益
に
な
る
。
不
定
で
あ
る
か
ら
こ
そ
梵
行
を
修
し
解
脱
の
果
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
一
切
の
悪
業
を
離
れ
れ

ば
善
果
が
得
ら
れ
、
善
業
を
遠
ざ
か
れ
ば
悪
果
が
得
ら
れ
る
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
業
が
初
か
ら
そ
れ
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
果
が
決
定
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
修
道
は
不
要
と
な
る
。
し
か
も
修
道
な
く
し
て
解
脱
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理

由
に
よ
り
、
一
切
の
聖
人
が
修
道
し
た
の
は
、
定
業
を
壊
し
て
唯
報
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

業
に
つ
い
て
定
業
と
不
定
業
と
が
あ
る
こ
と
を
前
に
説
い
た
が
、
定
業
の
中
に
も
そ
の
定
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
二
つ
の
意
味
が
あ

る
。
一
つ
は
受
け
る
所
の
報
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
定
ま
っ
て
い
る
も
の
、
今
一
つ
は
報
を
受
け
る
時
が
い
つ

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
定
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
に
は
報
の
種
類
が
定
ま
っ
て
い
て
も
受
報
の
時
の
不
定
な
も
の

（
縁
が
合
し
た
段
階
で
報
を
受
け
る
）
が
あ
り
、
ま
た
中
に
は
時
と
し
て
現
生
に
受
け
る
か
次
生
に
受
け
る
か
更
に
後
の
生
に
受
け
る

か
と
い
う
時
の
段
階
の
定
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
な
し
た
業
が
定
業
と
な
る
か
。
そ
れ
は
定
心
を
以
て
善
悪
業
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を
作
（
な
）
す
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
佛
果
を
求
め
る
上
で
い
う
な
ら
ば
、
定
心
を
以
っ
て
善
業
と
作
し
、
作
し
て
か
ら
信
心
歓
喜
の

念
を
生
じ
、
若
し
く
は
誓
願
を
発
し
て
三
宝
を
供
養
す
る
。
そ
の
よ
う
な
の
が
定
業
と
な
る
。
唯
だ
業
に
も
こ
の
よ
う
な
定
業
の
み
で

な
く
、
不
決
定
の
も
の
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
に
も
述
、
へ
た
如
く
智
者
は
深
く
堅
固
な
善
根
に
よ
り
重
業
を
軽
か
ら
し
め
、
愚
者
は

反
対
に
不
善
の
方
が
深
厚
で
あ
る
か
ら
軽
い
業
を
作
っ
て
お
き
な
が
ら
重
い
報
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
わ
け
で
業

は
定
業
と
不
定
業
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
不
定
業
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
業
は
必
ず
果
報
を
受
け
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
受
報
の
報
と
時
と
の
可
変
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
一
切
諸
業
決
定
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
私
は
佛
性
諭
上
か
ら
成
佛
の
可
能
に
関
連
し
て
浬
薬
維
が
説
く
業
諭
の
一
端
を
紹
介
し
た
。
「
地
獄
は
一
定
住
家
ぞ
か
し
」
の

凡
愚
が
、
三
界
を
超
え
た
浄
土
に
往
生
し
成
佛
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
業
の
不
定
に
立
脚
し
、
重
業
を
軽
受
せ
し

め
る
信
心
の
智
慧
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
浬
藥
経
が
説
く
そ
の
智
慧
と
は
、
般
若
経
の
般
若
波
羅
蜜
の
押
慧
で
あ
り
、
そ
れ
は
別
の

名
を
以
て
信
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
九
年
度
文
部
省
科
研
「
総
合
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
）
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