
佛
教
と
い
う
の
は
、
佛
の
教
え
即
ち
佛
の
自
覚
内
容
で
あ
る
真

理
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
亦
佛
に
成
る
た
め
の
教
え
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
場
合
、
教
え
を
説
い
た
の
は
佛
で
あ
り
、

そ
の
教
え
の
究
寛
理
想
も
亦
佛
で
あ
る
。
殊
に
大
乗
経
典
に
至
っ

て
は
佛
が
自
ら
の
教
説
と
し
て
佛
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
教
え
を

説
く
者
と
、
教
え
の
内
容
即
ち
佛
の
さ
と
っ
た
内
容
、
そ
れ
に
佛

の
教
え
を
聞
き
佛
に
成
る
た
め
に
実
践
修
行
す
る
人
々
、
こ
の
三

宝
こ
そ
内
容
形
式
の
い
ず
れ
の
面
か
ら
見
て
も
佛
教
を
構
成
す
る

も
っ
と
も
大
切
な
要
素
で
あ
る
。
従
っ
て
佛
を
離
れ
て
佛
教
を
考

え
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
佛
教
者
に
と
っ
て
「
佛
と
は

何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
徹
底
的
に
究
め
つ
く
す
今
へ
き
重
要

な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
佛
教
思
想
の
発
達
展
開
は
‐
す
べ
て

法
雲
の
佛
身
説

佛
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
考
え
る
か
と
い
う
佛
教
徒
の
佛
身
観

の
変
遷
と
も
い
い
う
る
。

佛
陀
釈
尊
が
直
接
に
教
え
を
説
い
た
根
本
佛
教
か
ら
釈
尊
滅
後

の
佛
教
へ
の
発
展
に
於
い
て
、
釈
迦
入
滅
と
い
う
歴
史
的
事
実
を

契
機
と
し
て
、
残
さ
れ
た
佛
弟
子
の
佛
陀
観
が
漸
次
反
省
さ
れ
て

い
っ
た
。
佛
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
教
主
と
し
て
の
歴
史
的
佛
陀
は
、

同
時
に
佛
陀
自
身
の
説
く
と
こ
ろ
の
究
極
理
想
を
具
現
し
た
永
遠

の
理
想
的
佛
陀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
有
限
と
無
限

と
い
う
両
性
格
を
一
身
に
具
備
し
た
佛
陀
も
、
入
滅
と
い
う
事
実

を
通
し
て
観
方
が
変
っ
て
い
っ
た
。
八
十
歳
と
い
う
有
限
な
生
涯

を
お
え
て
老
い
死
ん
だ
人
が
本
当
の
佛
陀
で
あ
ろ
う
か
。
佛
陀
の

入
滅
後
、
幾
世
紀
も
経
っ
た
あ
と
で
は
、
曾
っ
て
こ
の
世
に
在
っ

た
歴
史
的
な
佛
陀
は
次
食
と
理
想
化
さ
れ
、
有
限
の
佛
か
ら
無
限

の
佛
へ
と
理
想
化
は
と
め
ど
も
な
く
進
み
、
大
乗
佛
教
に
至
っ
て

木
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は
種
々
の
佛
身
論
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。
根
本
佛
教
か
ら

原
始
佛
教
へ
、
更
に
大
乗
佛
教
へ
の
発
達
開
展
の
源
動
力
は
、
実

に
佛
陀
へ
の
追
慕
と
佛
陀
の
本
質
究
明
と
の
過
程
に
見
ら
れ
る
佛

身
観
で
あ
っ
た
。
佛
身
観
こ
そ
は
佛
教
徒
の
実
践
修
行
に
可
能
根

拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
亦
佛
教
思
想
の
発
達
を
促
す

バ
ネ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
歴
史
上
の
現
身
佛
の
考
察
か
ら
始
ま
っ

た
佛
身
論
は
、
佛
教
の
伝
播
変
遷
と
相
応
し
て
二
身
説
・
三
身
説

あ
る
い
は
五
身
．
＋
身
な
ど
い
ろ
い
ろ
に
説
か
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
佛
身
観
の
発
展
に
従
っ
て
そ
の
内
容
も
益
を
複
雑
化
の

一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
に
於
い
て
も
後
漢
の
時
代
に
佛
教
が
渡
り
、
そ
の
当
初
は

思
想
研
究
よ
り
も
礼
拝
対
象
と
し
て
の
金
色
の
佛
像
に
関
心
を
も

ち
中
国
の
聖
人
と
佛
教
の
佛
陀
と
が
常
に
対
照
さ
れ
た
。
思
想
研

究
が
行
な
わ
れ
る
様
に
な
る
と
道
安
や
羅
什
・
慧
遠
ら
が
般
若
学

を
主
軸
と
し
た
法
身
に
多
大
の
関
心
を
懐
き
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

更
に
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
中
国
思
想
か
ら
独
立
し
て
佛
教
思
想

の
中
で
佛
陀
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
は
当
時
の
佛
教
者
に
課
せ
ら

れ
た
使
命
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
未
だ
三
身
説
を
説
く
経
論

が
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
佛
教
者
は
各
自
の
責
任
に
於
い

て
佛
身
の
問
題
を
整
理
し
体
系
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
か
か
る

時
期
を
経
過
し
晴
唐
時
代
に
至
り
中
国
独
自
の
佛
教
を
生
み
出
す

ま
ず
法
雲
の
佛
身
観
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
り
と
し
て
彼
の
法

華
経
観
の
概
要
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
法
雲
の
見
解
に
従
え

ば
、
法
華
経
は
一
乗
の
因
果
、
す
な
わ
ち
佛
に
成
る
因
と
佛
に
成

っ
た
上
の
果
と
い
う
二
大
要
目
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

即
ち
法
華
義
記
の
壁
頭
に
経
題
の
「
妙
法
」
を
釈
し
て
い
う
。
法

華
経
は
爾
前
の
諸
経
と
比
較
し
て
成
佛
の
因
と
そ
の
佛
果
と
に
於

い
て
各
々
三
種
の
勝
れ
た
点
が
あ
る
。
爾
前
の
諸
経
は
因
果
と
も

に
麓
で
あ
る
の
に
対
し
、
法
華
経
は
体
義
用
の
三
点
か
ら
因
果
と

も
に
妙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
成
佛
の
因
と
い
う
点
に
就
い
て
い
え

ば
、
昔
日
の
経
は
三
界
外
の
治
道
に
及
ば
な
い
が
、
法
華
の
場
合

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
か
か
る
意
味
で
南
北
朝
時
代
の
代
表
的
佛
教
者
の
一

人
で
あ
る
光
宅
寺
法
雲
倉
雪
ｌ
紹
巴
の
佛
身
説
を
と
り
あ
げ
て
考

察
し
て
み
た
い
。
法
雲
は
梁
の
三
大
法
師
の
一
人
と
し
て
当
時
第

一
等
の
佛
教
学
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
佛
身
観
は
後
世

の
発
達
に
と
っ
て
基
点
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
法

雲
の
佛
身
論
を
論
ず
る
こ
と
は
佛
教
思
想
史
の
上
か
ら
み
て
重
要

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
雲
自
身
に
つ
い
て
も
そ
の
佛
身
観
を

離
れ
て
彼
の
教
学
の
基
礎
は
明
確
に
は
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。

二二
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は
三
界
の
内
外
に
わ
た
る
（
因
体
長
）
。
こ
れ
を
横
に
論
ず
れ
ば
、

昔
日
は
成
佛
の
因
と
し
て
六
波
羅
蜜
し
か
説
か
な
い
が
、
今
は
あ

ら
ゆ
る
善
が
成
佛
の
因
で
あ
る
（
因
義
広
）
。
ま
た
昔
日
は
四
住
地

の
煩
悩
を
断
ず
る
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
無
明
住
地
の
煩
悩

に
ま
で
及
ぶ
（
因
用
勝
）
。

法
華
経
の
前
半
の
眼
目
で
あ
る
一
乗
の
因
を
爾
前
の
諸
経
に
対

比
す
れ
ば
以
上
の
様
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
そ
の
佛
果
に
つ
い
て
み
れ
ば
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

佛
果
に
就
い
て
も
そ
の
因
と
同
様
に
三
種
の
勝
れ
た
点
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
昔
日
の
経
に
於
い
て
は
佛
寿
が
八
十
歳
、
あ
る
い
は
七

百
阿
僧
祇
劫
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
佛
寿
長
遠
で
あ
る
（
果
体
長
）
。

ま
た
昔
の
無
為
果
は
分
段
生
死
を
断
ず
る
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
今
は
両
種
の
生
死
を
断
ず
る
（
果
義
広
）
。
更
に
そ
の
作
用
か

ら
し
て
昔
日
は
小
々
の
説
法
で
あ
っ
た
が
、
今
日
は
種
々
の
形
像

を
変
じ
三
界
六
道
の
中
に
現
わ
れ
て
教
化
す
る
神
通
益
物
で
あ
る

（
果
用
勝
）
。

成
佛
の
た
め
の
因
か
ら
云
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
佛
果
か
ら
云
っ

て
も
法
華
経
は
爾
前
の
諸
経
が
館
で
あ
る
の
に
比
し
て
妙
で
あ
る
。

そ
こ
で
体
義
用
の
三
義
を
も
っ
て
妙
と
判
ぜ
ら
れ
る
佛
果
と
は

如
何
な
る
佛
身
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
已
下
少
し
く
考
察
を
加
え
て

み
よ
う
。
法
雲
は
一
箇
処
に
ま
と
め
て
自
己
の
佛
身
観
を
体
系
的

に
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
華
義
記
は
そ
の
性
格
か
ら
云

っ
て
も
随
文
随
釈
で
あ
り
、
そ
こ
に
散
説
す
る
所
を
整
理
す
れ
ば
、

彼
は
佛
果
の
本
質
を
二
つ
の
観
点
よ
り
究
明
し
理
論
づ
け
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
今
は
仮
り
に
次
の
様
に
名
付
け
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
即
ち
一
つ
は
神
通
延
寿
の
説
で
あ
り
、
一
つ
が
十
方
相
望

の
説
で
あ
る
。
ま
ず
神
通
延
寿
の
説
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
既

述
の
如
く
法
華
の
佛
果
を
妙
と
判
じ
た
根
拠
の
中
心
は
、
佛
寿
の

長
短
す
な
わ
ち
果
体
の
長
短
で
あ
る
。
果
義
の
広
狭
、
果
用
の
勝

劣
は
、
い
わ
ば
そ
れ
を
空
間
的
に
或
い
は
作
用
の
面
か
ら
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
法
華
所
明
の
佛
果
が
勝
れ
て
い
る
根
拠
は
、
爾

前
の
諸
経
が
佛
寿
を
八
十
乃
至
七
百
阿
僧
祇
劫
と
な
す
の
に
く
ら

べ
て
佛
寿
長
遠
と
す
る
点
に
あ
る
。
彼
は
「
所
以
言
今
日
果
体
長

者
、
但
昔
言
果
止
言
寿
命
八
十
七
百
阿
僧
祇
、
今
日
明
果
寿
命
長

①

遠
復
倍
為
数
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
法
華
の
佛
果
は
、
久
遠
の
昔

に
菩
薩
行
を
修
し
無
量
阿
僧
祇
劫
の
寿
命
を
得
た
が
、
佛
果
に
至

っ
て
は
更
に
そ
の
倍
の
寿
命
を
得
た
と
い
う
。
従
っ
て
昔
日
の
八

十
歳
や
七
百
阿
僧
祇
の
佛
寿
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
長
遠
で
住

世
は
無
量
劫
で
あ
る
。
こ
の
佛
寿
長
遠
に
し
て
住
世
無
量
劫
な
る

佛
果
の
用
と
は
、
化
物
の
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現
に
法
雲
も

②

「
然
此
果
更
無
別
用
、
祇
是
殊
形
万
象
神
通
益
物
」
と
い
う
。
無

量
劫
の
長
き
に
わ
た
っ
て
世
に
留
っ
て
神
通
益
物
す
る
を
以
っ
て
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法
華
の
佛
果
と
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
な

の
か
、
ま
た
そ
の
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
法
雲
は
次
の
様
に
解

し
て
い
る
。

干
時
則
応
入
無
余
浬
樂
至
寂
然
之
地
、
但
大
悲
之
意
不
限
、

度
人
之
心
無
窮
、
近
籍
神
通
之
力
、
遠
由
大
衆
万
行
之
感
、

遂
能
延
金
剛
心
留
住
於
世
、
寿
命
無
窮
益
物
無
崖
、
故
能
常

応
在
三
界
之
中
殊
形
入
六
道
之
内
、
使
見
色
間
声
之
徒
生
莫

③

二
之
大
福

要
す
る
に
佛
果
を
得
た
な
ら
ば
、
無
余
浬
桑
に
入
り
寂
静
の
境
地

に
入
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
衆
生
を
救
済
化
度
し
よ
う
と

す
る
大
悲
の
心
に
は
限
り
が
な
い
。
佛
の
無
限
の
慈
悲
は
ど
ん
な

場
所
に
も
い
か
な
る
時
に
も
必
ず
遍
在
す
る
。
そ
こ
で
佛
果
所
得

の
神
通
力
と
衆
生
の
機
感
と
に
応
じ
、
浬
藥
に
安
住
す
る
こ
と
な

く
寿
命
を
無
限
に
延
長
し
、
三
界
六
道
に
形
を
か
え
て
現
わ
れ
衆

生
を
救
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
度
人
の
大
悲
が
無
窮
で
あ
る
が
故

に
渥
藥
に
住
す
る
こ
と
も
な
く
、
神
通
の
力
を
籍
り
て
寿
命
を
延

し
、
世
に
留
住
し
常
に
六
道
に
応
現
し
て
無
辺
の
衆
生
を
救
う
の

を
法
雲
は
法
華
の
佛
身
と
み
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
神

通
延
寿
の
佛
身
説
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
法
雲
は
、
何
を
論
拠
と
し
て
こ
の
様
な
説
を
主
張
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
前
来
の
法
華
教
学
か
ら
継
承
す
る
と

こ
ろ
は
多
々
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
神
通
と
い
う
こ
と

に
着
目
し
た
直
接
の
根
拠
は
法
華
経
で
あ
っ
た
。
即
ち
涌
出
品
に

説
く
と
こ
ろ
の
「
諸
佛
自
在
神
通
之
力
、
諸
佛
獅
子
奮
迅
之
力
、

諸
佛
威
猛
大
勢
之
力
」
を
以
っ
て
諸
佛
の
過
去
現
在
未
来
の
三
世

に
亙
る
常
在
教
化
の
力
用
と
解
し
た
所
に
根
拠
す
る
。
こ
の
三
句

を
釈
す
る
に
当
り
、
法
雲
は
涌
出
品
を
果
門
の
別
序
と
な
し
、

次
有
三
句
欲
顕
三
世
神
通
益
物
也
、
如
来
今
欲
顕
発
者
此
明

開
近
、
明
八
十
年
佛
非
是
実
佛
、
宣
示
諸
佛
智
慧
者
明
顕
遠

義
、
即
是
復
倍
上
数
、
後
三
句
者
諸
佛
自
在
神
通
之
力
此
明

如
来
過
去
神
力
益
物
、
諸
佛
獅
子
奮
迅
之
力
此
明
如
来
現
在

益
物
之
力
、
諸
佛
威
猛
大
勢
之
力
此
明
如
来
未
来
益
物
之
力
、

④

此
中
密
明
此
三
種
義
端
至
寿
量
中
方
顕
此
義

と
述
尋
へ
て
い
る
。
彼
は
寿
量
品
長
行
を
法
説
と
譽
説
と
に
両
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
過
現
未
の
三
世
の
神
通
益
物
を
明
す
も
の
と
な
し
、

開
近
顕
遠
の
佛
の
本
懐
は
三
世
に
亙
る
益
物
教
化
に
あ
り
と
し
た
。

か
く
し
て
涌
出
品
の
諸
佛
自
在
神
通
之
力
等
の
三
力
を
三
世
益
物

の
力
と
し
て
配
当
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
八
十
で
無
余

涯
桑
に
入
っ
た
佛
は
実
佛
に
非
ず
し
て
開
近
顕
遠
の
佛
こ
そ
が
実

佛
で
あ
り
、
そ
の
法
華
の
実
佛
と
は
過
去
か
ら
未
来
に
亙
っ
て
常

に
救
済
に
あ
た
る
佛
で
あ
る
。
三
世
の
益
物
を
外
に
し
て
実
佛
の

本
領
は
な
く
、
そ
の
益
物
を
可
能
に
す
る
の
は
佛
果
所
得
の
自
在
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神
通
之
力
な
ど
の
三
力
だ
と
い
う
。
ま
た
寿
量
品
の
「
如
来
秘
密

神
通
力
」
も
佛
寿
無
窮
の
可
能
根
拠
で
あ
り
、
佛
寿
の
無
窮
は
と

り
も
な
お
さ
ず
常
在
教
化
の
慈
悲
の
象
徴
に
外
な
ら
な
い
。

法
雲
は
法
華
の
実
佛
の
実
佛
た
る
所
以
を
時
空
を
越
え
て
す
ゞ
へ

て
の
衆
生
を
佛
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
大
慈
悲
心
と
解
し
た
。
そ

し
て
そ
の
本
懐
を
達
す
る
た
め
に
は
佛
寿
無
窮
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
そ
こ
で
彼
は
そ
の
佛
寿
無
窮
の
可
能
根
拠
を
検
討
し
、
そ
れ

を
法
華
経
に
説
く
自
在
神
通
の
力
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
神
通
延
寿
の
佛
は
具
体
的

に
如
何
な
る
佛
身
を
指
す
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
身
な
の
か
、

報
身
な
の
か
、
或
い
は
応
身
な
の
か
。
経
は
こ
の
三
身
の
別
を
明

示
し
て
い
な
い
が
、
今
は
そ
の
中
の
何
れ
に
あ
た
る
の
か
。
法
雲

は
こ
の
神
通
延
寿
の
佛
を
法
身
佛
と
名
づ
け
て
い
る
。
即
ち
法
華

⑤

義
記
巻
五
に
「
延
金
剛
心
久
住
世
者
以
為
法
身
」
と
説
き
、
神
通

の
力
を
籍
っ
て
金
剛
心
を
延
令
へ
久
し
く
世
に
留
る
い
わ
ゆ
る
神
通

益
物
の
佛
を
法
身
佛
と
な
し
て
い
る
。
通
常
、
大
乗
佛
教
の
完
成

さ
れ
た
佛
身
論
か
ら
す
れ
ば
法
性
・
真
如
の
理
法
や
理
体
を
も
っ

て
法
身
と
な
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
の
神
通
延
寿
の
法
身
は

理
法
や
理
体
を
指
し
て
い
う
の
で
は
な
い
。
法
華
義
記
に
従
え
ば
、

八
十
年
の
寿
命
を
尽
し
て
入
滅
さ
れ
た
釈
迦
佛
は
実
佛
に
非
ず
し

て
応
身
佛
で
あ
る
。
そ
の
応
身
釈
迦
佛
の
八
十
年
の
寿
命
を
現
わ

し
得
た
本
源
の
実
佛
こ
そ
が
法
雲
の
云
う
法
身
佛
な
の
で
あ
る
。

○
○
○
○
Ｏ

顕
遠
を
釈
し
「
我
実
成
佛
以
来
無
量
無
辺
下
、
明
応
家
之
本
身
寿

⑥

命
長
遠
之
相
、
即
是
顕
遠
義
」
と
説
く
。
寿
命
八
十
の
応
身
釈
迦

佛
を
あ
ら
し
め
る
因
を
尋
求
す
る
と
き
、
そ
の
本
源
に
は
、
静
止

的
な
理
法
と
し
て
の
法
身
で
は
な
く
、
因
願
果
徳
の
報
身
佛
を
考

⑦

え
ざ
る
を
得
な
い
。
現
に
法
雲
は
「
如
来
法
身
智
慧
功
徳
相
好
」
、

⑧

あ
る
い
は
「
如
来
法
身
慧
命
養
育
衆
生
」
と
い
い
、
法
身
の
内
容

と
し
て
真
如
や
法
性
で
は
な
く
果
徳
の
智
慧
・
功
徳
・
相
好
を
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
神
通
延
寿
の
佛
を
法
雲
は
法
身

と
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
身
と
は
法
報
応
の
三
身
説
で
云
う

と
こ
ろ
の
報
身
に
外
な
ら
な
い
。
世
親
の
「
法
華
経
論
」
で
は
三

身
を
説
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
法
華
の
経
文
を
当
て
て
い
る
が
、
法
雲

自
身
は
ま
だ
そ
の
様
な
法
報
応
の
三
身
を
説
く
経
諭
に
接
し
て
い

な
い
か
ら
報
身
の
語
を
用
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
内
容
的

に
は
既
に
報
身
を
指
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
雲
の
云
う
法
身
が
、
実
に
報
身
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
そ
の
佛
寿
観
を
み
れ
ば
更
に
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前

述
の
如
く
彼
は
法
華
の
佛
を
寿
命
長
遠
と
い
い
、
住
世
無
量
劫
と

い
う
が
；
し
か
ら
ば
こ
れ
は
常
住
の
意
に
解
し
て
よ
い
か
と
い
え

ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

就
此
経
所
明
長
寿
之
義
、
但
昔
七
百
阿
僧
祇
為
短
今
復
倍
称
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⑨

位
長
、
然
今
者
更
無
別
長
只
続
昔
七
百
阿
僧
祇
為
長

と
い
う
。
即
ち
法
華
の
佛
寿
長
遠
と
は
、
法
華
以
前
の
首
梼
厳
三

昧
経
の
七
百
阿
僧
祇
の
佛
寿
に
比
し
て
比
較
的
に
長
寿
と
云
う
に

す
ぎ
ず
、
復
倍
上
数
の
有
限
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
長
さ
五

丈
の
柱
の
内
二
丈
が
埋
れ
、
現
わ
れ
て
い
る
三
丈
を
短
と
な
し
、

残
り
の
二
丈
を
合
し
て
長
と
な
す
が
如
く
で
あ
る
と
彼
は
書
え
て

い
る
。
法
華
の
佛
寿
は
有
限
な
る
数
量
で
あ
っ
て
＄
数
量
を
越
え

た
絶
対
の
常
住
で
は
な
い
と
見
て
い
る
。
同
じ
く
法
身
と
い
っ
て

も
法
華
経
の
そ
れ
と
浬
藥
経
の
常
住
法
身
と
は
本
質
的
に
異
る
と

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
し
ば
し
ば

⑩

此
経
言
法
身
不
同
常
住
所
明
法
身

と
い
い
、
法
華
と
常
住
経
（
浬
藥
経
）
所
明
の
法
身
と
の
相
違
を

⑪

強
調
し
て
い
る
。
今
、
法
雲
の
大
浬
藥
義
記
は
現
存
し
な
い
の
で
、

彼
に
よ
る
浬
藥
経
の
法
身
観
を
知
る
充
分
な
資
料
を
持
ち
合
せ
な

い
が
、
浬
藥
経
が
法
身
般
若
解
脱
の
三
徳
を
具
備
す
る
大
浬
梁
を

以
っ
て
佛
の
体
と
な
し
そ
の
様
な
佛
は
不
滅
で
あ
る
と
し
如
来
常

住
無
有
変
易
を
説
く
の
は
法
報
応
の
三
身
中
の
法
身
に
該
当
す
る
。

そ
し
て
同
じ
く
法
身
と
云
っ
て
も
神
通
延
寿
の
修
証
法
身
は
報
身

に
当
る
か
ら
両
者
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。

報
身
の
考
え
は
理
佛
と
し
て
の
法
身
を
想
定
し
て
は
じ
め
て
徹

底
す
る
。
そ
し
て
法
報
二
身
の
関
係
が
明
確
に
な
っ
て
は
じ
め
て

三
身
説
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
雲
の
場
合
、
同
じ
法
身
の

語
を
用
い
な
が
ら
法
華
と
浬
藥
の
そ
の
区
別
を
強
調
す
る
の
は
、

す
で
に
内
容
的
に
は
法
身
と
報
身
と
の
別
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
法
雲
の
佛
身
説
は
法
報
未
分
の
二
身
説
で
は
あ
る
が
、

す
で
に
三
身
説
の
胚
胎
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

普
通
法
雲
の
佛
身
説
と
云
え
ば
神
通
延
寿
の
説
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は
智
顎
や
吉
蔵
が
法
雲
の
佛
身
説
を
論
難
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
彼
の
説
を
神
通
延
寿
と
い
い
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
み
批
判

し
た
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
皆
そ
れ
に
従
い
、
十
方

相
望
の
説
は
全
く
看
過
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
神
通
延
寿
の
説
は

法
雲
の
佛
身
説
の
半
面
で
あ
る
。
十
方
相
望
の
説
を
離
れ
て
彼
の

佛
身
論
は
決
し
て
正
し
く
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
方

相
望
の
説
は
往
殉
に
し
て
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
に
こ
れ

こ
そ
が
法
雲
の
佛
身
説
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
十
方
相
望
説
と
は
如
何
な
る
主
張
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
言
で
云
え
ば
十
方
の
諸
佛
が
更
互
に
相
望
し
て
法
身
と
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
法
華
義
記
巻
五
に

正
総
十
方
諸
佛
更
互
相
望
、
故
知
無
量
寿
即
在
西
方
教
化
未

来
此
間
、
此
問
望
彼
彼
即
是
法
身
、
然
応
身
本
有
形
有
像
、

三
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法
身
本
無
形
像
、
佛
既
未
来
此
問
於
此
間
即
無
形
無
像
、
即

是
法
身
、
若
来
応
此
間
即
於
此
間
是
応
身
、
他
方
望
此
間
即

⑫

持
此
問
作
法
身
也

と
そ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
無
量
寿
佛
は
彼
の
西
方
世
界
に
在

っ
て
教
化
に
あ
た
り
、
未
だ
此
の
間
に
来
な
い
が
、
此
の
間
か
ら

彼
を
望
め
ば
彼
は
即
ち
法
身
と
な
る
。
若
し
彼
の
土
の
佛
が
此
の

間
に
来
応
す
れ
ば
此
の
間
に
於
い
て
は
応
身
で
あ
る
。
こ
の
説
に

よ
れ
ば
形
像
が
あ
る
の
が
応
身
で
あ
り
、
形
像
が
な
い
の
が
法
身

で
あ
る
。
彼
の
土
の
佛
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
此
土
の
佛

は
見
る
こ
と
を
得
る
。
可
視
的
な
佛
を
応
身
、
非
可
視
的
な
の
を

法
身
と
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
法
身
に
つ
い
て
の
見
解
は
寡
聞
に
し
て
未
だ
知
ら
な

い
。
法
華
経
の
中
に
も
直
接
そ
の
よ
う
な
所
説
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
無
文
無
義
の
妄
解
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
何
か

依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
十
方
相
望
説
は
譽
嚥
品
の
火
宅
三
車
の
臂
お
よ
び
信
解
品

の
長
者
窮
子
の
誉
の
釈
に
用
い
ら
れ
る
。
更
に
寿
量
品
の
い
わ
ゆ

る
六
或
示
現
の
釈
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
火
宅
三

車
と
長
者
窮
子
と
の
両
譽
に
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
如

く
火
宅
の
書
と
は
、
三
界
の
苦
を
火
宅
に
臂
え
、
火
宅
か
ら
の
解

脱
を
希
は
ず
火
宅
中
に
遊
ぶ
諸
子
を
父
の
長
者
が
門
外
に
羊
鹿
牛

の
三
車
を
仮
定
し
門
外
に
誘
引
す
る
。
そ
の
上
で
大
白
牛
車
を
皆

に
平
等
に
与
え
る
と
い
う
は
な
し
で
あ
る
。
長
者
窮
子
の
臂
も
そ

の
主
旨
は
全
同
で
あ
る
。

法
雲
は
、
こ
の
火
宅
・
窮
子
の
二
善
に
方
便
品
の
法
説
を
照
応

せ
し
め
そ
の
意
義
を
委
し
く
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
髻

職
品
の
火
宅
職
の
中
に
あ
る
「
長
者
、
火
の
起
る
の
を
見
る
」
と

信
解
品
の
窮
子
職
の
中
に
あ
る
「
長
者
、
子
を
見
る
」
と
を
、
方

便
品
の
五
佛
章
の
中
の
釈
迦
章
の
開
三
顕
一
の
「
佛
、
法
身
の
地

に
あ
っ
て
～
衆
生
の
五
濁
の
た
め
に
悟
ま
さ
る
を
見
る
」
の
文
に

照
応
せ
し
め
て
い
る
。
父
の
長
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
佛
を
譽
え

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
長
者
が
「
火
の
起
る
の
を
見
」
、
ま
た
「
流

浪
の
わ
が
子
を
認
め
」
て
も
、
そ
の
子
は
父
が
「
わ
が
子
を
火
宅

か
ら
救
い
た
い
」
ま
た
「
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
い
」

と
い
う
願
い
持
っ
て
い
る
の
に
気
づ
か
な
い
。
そ
の
様
に
長
者
の

願
い
と
そ
の
子
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
と
が
あ
ま
り
に
も
違
い
す

ぎ
る
。
長
者
に
聯
え
ら
れ
る
佛
の
益
物
の
慈
悲
を
、
子
に
職
え
ら

れ
る
衆
生
は
ま
だ
機
が
熟
さ
ず
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
三
世
益
物
の
大
慈
悲
を
有
し
な
が
ら
、
衆
生
の

応
機
が
未
熟
な
た
め
に
未
だ
誘
引
の
手
だ
て
を
用
い
る
こ
と
の
で

き
な
い
長
者
即
ち
佛
を
法
身
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
火
宅

に
遊
ぶ
諸
子
や
流
浪
の
窮
子
の
素
質
・
能
力
が
充
分
に
熟
し
て
い
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な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
方
父
が
子
を
思
う
気
持
、
救
い

た
い
と
い
う
願
い
に
は
か
わ
り
は
な
い
。
子
ど
も
が
そ
れ
を
知
ら

な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
土
の
佛
に
形
像
を
認
め
な
い
の

と
同
じ
で
は
な
い
か
。
彼
の
土
の
佛
も
こ
の
世
界
に
い
て
は
形
像

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
や

は
り
三
世
益
物
を
念
と
す
る
佛
の
慈
悲
に
異
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
法
雲
は
信
解
品
の
「
時
に
富
め
る
長
者
、
獅
子
座
に
於
い

て
子
を
見
て
便
ち
識
り
ぬ
」
と
あ
る
文
を
釈
し
、

○
○

今
於
獅
子
座
者
是
第
一
明
見
子
之
処
、
内
合
如
来
在
法
身
無

⑬

畏
之
座
也

と
云
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
佛
は
法
身
地
に
あ
っ
て
衆
生
を
見
出
す

と
い
う
。
即
ち
獅
子
座
に
あ
り
な
が
ら
子
を
見
る
長
者
を
以
っ
て
、

如
来
法
身
に
内
合
せ
し
め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
長
者
が
「
凄
珸
細
較
の
上
服
、
厳
飾
の
具
を
脱
ぎ
」
、

「
麓
弊
垢
賦
の
衣
を
著
て
」
わ
が
子
に
近
ず
く
と
い
う
く
だ
り
を
、

明
長
者
捨
貴
人
服
飾
、
内
合
明
如
来
捨
法
身
智
慧
功
徳
相
好

⑭也明
長
者
受
賤
人
之
服
、
内
合
明
如
来
示
受
応
身
同
凡
夫
之
体
、

⑮

作
太
子
之
形

と
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
形
像
な
き
法
身
が
六

道
に
入
り
各
女
の
姿
を
と
っ
て
教
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
娑
婆
世
界
の
佛
は
凡
夫
の
体
、
太
子
の
形
を
と
っ
て
応
現
の

佛
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
衆
生
に
対
す
る
か
否
か
、

即
ち
化
物
に
就
く
か
否
か
に
よ
っ
て
論
を
な
し
、
他
土
に
あ
っ
て

形
像
な
き
時
を
法
身
と
、
此
土
に
来
応
し
て
太
子
の
形
を
と
る
時

を
応
身
と
な
す
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

要
す
る
に
こ
の
説
は
、
法
身
釈
迦
佛
と
応
身
釈
迦
佛
と
の
本
質

的
同
一
を
明
す
と
と
も
に
昔
教
の
教
主
と
今
の
法
華
の
教
主
と
が

別
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
応

の
別
、
昔
教
と
今
教
の
教
主
の
不
同
は
衆
生
の
機
の
熟
未
熟
、
す

な
わ
ち
化
物
の
上
か
ら
論
を
な
す
た
め
で
あ
っ
て
佛
自
体
に
於
い

て
は
別
で
は
な
い
。
法
身
を
は
な
れ
て
外
に
応
身
の
存
在
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
述
、
へ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
十
方
相
望
説
を
以
て
単
に
此
士
他
土
、
形
像
の
有
無
、
可

視
不
可
視
に
よ
り
応
身
と
法
身
の
区
別
を
為
す
も
の
と
解
す
る
な

ら
ば
そ
れ
は
表
面
的
な
理
解
で
あ
り
、
妥
当
な
見
解
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
此
土
他
土
・
形
像
の
有
無
等
は
、
衆

生
の
機
の
自
覚
の
現
実
と
、
そ
れ
に
応
ず
る
佛
の
教
化
と
い
う
感

応
の
関
係
を
、
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
衆
生
の
機
の

浅
深
に
従
っ
て
法
身
と
応
身
と
の
別
が
生
ず
る
。
佛
の
側
に
於
い

て
法
応
の
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
長
者
の
子
に
対
す
る
関
わ
り

方
如
何
に
よ
っ
て
、
即
ち
佛
を
見
る
衆
生
の
機
の
熟
否
如
何
に
よ
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わ
れ
わ
れ
は
法
雲
の
説
を
「
十
方
相
望
説
」
と
名
づ
け
て
き
た
。

○
○

○
Ｏ

こ
れ
は
彼
が
「
十
方
諸
佛
更
互
相
望
」
と
い
う
の
に
従
っ
た
の
で

⑰

あ
る
。
所
が
こ
れ
を
「
二
身
相
望
」
と
名
づ
け
る
学
者
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
説
は
や
は
り
「
十
方
相
望
説
」
の
方
が
内
容
的
に
よ

り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
法
雲
は
法
華
経
寿
量
品
の
所
謂
六
或
示
現
を

釈
す
る
に
際
し
次
の
如
く
云
う
。

今
者
第
一
或
示
己
身
者
或
示
自
己
身
為
他
身
、
故
如
此
国
土

っ
て
法
応
二
身
の
別
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
同
じ
一
佛

の
上
に
法
身
と
応
身
と
の
両
面
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

法
雲
が
こ
の
説
を
た
て
た
最
大
の
理
由
は
、
昔
教
の
教
主
釈
迦

と
今
法
華
の
教
主
釈
迦
と
が
、
佛
自
体
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で

は
な
い
、
法
身
釈
迦
を
離
れ
て
応
身
釈
迦
は
な
く
、
応
身
釈
迦
の

外
に
法
身
釈
迦
の
存
し
な
い
こ
と
を
明
さ
ん
が
為
で
あ
っ
た
。
こ

の
様
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
十
方
相
望
説
を
無
文
無
義
の
妄

解
で
あ
る
と
か
、
長
者
を
も
っ
て
法
身
無
量
寿
佛
と
な
し
た
と
か
、

或
い
は
無
量
寿
佛
を
法
身
、
釈
迦
を
応
身
と
す
る
立
場
に
立
ち
両

⑯

者
の
円
融
性
が
充
分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
等
々
の
学
者
の
評
は

全
く
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

人
物
八
部
大
衆
然
皆
釈
迦
所
化
衆
生
、
法
主
応
是
釈
迦
、
而

法
座
上
者
遂
是
無
量
寿
佛
此
即
示
己
身
為
他
身
、
或
示
他
身

者
即
是
示
他
身
為
己
、
故
如
西
方
国
土
人
物
四
衆
皆
是
無
量

寿
佛
所
化
之
衆
、
但
法
座
上
応
是
無
量
寿
佛
、
而
法
座
上
者

⑬

遂
是
釈
迦
形
容

西
方
国
土
の
無
量
寿
佛
も
前
述
の
釈
迦
佛
と
同
様
に
衆
生
の
機
に

応
じ
て
法
身
を
捨
て
応
身
を
受
け
衆
生
教
化
に
あ
た
る
。
無
量
寿

佛
は
西
方
世
界
に
あ
っ
て
此
士
に
来
応
せ
ざ
る
限
り
は
此
土
の
衆

生
に
と
っ
て
応
身
で
は
な
く
法
身
で
あ
る
が
、
彼
の
西
方
世
界
に

於
い
て
は
彼
の
土
の
衆
生
に
対
し
応
身
佛
と
し
て
釈
迦
と
同
じ
道

を
歩
む
の
で
あ
る
。
従
っ
て
無
量
寿
佛
と
云
っ
て
も
、
全
く
釈
迦

の
形
容
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
此
土
の
釈
迦
佛
は
わ

れ
ら
衆
生
に
応
現
し
た
応
身
佛
で
あ
る
が
、
西
方
の
八
部
大
衆
か

ら
眺
め
る
と
き
応
身
佛
で
は
な
く
法
身
佛
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

法
雲
の
云
う
法
身
は
「
応
家
の
本
身
」
す
な
わ
ち
生
滅
を
現
ず

る
応
身
佛
の
本
源
を
指
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
応
身
佛
の
根
本

た
る
佛
の
化
意
を
も
っ
て
法
身
と
な
す
の
で
あ
る
。
佛
の
佛
た
る

所
以
は
、
一
切
の
衆
生
を
全
て
成
佛
せ
し
め
よ
う
と
い
う
大
慈
悲

心
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
肉
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

十
方
の
諸
佛
は
全
て
こ
の
願
い
を
も
っ
て
各
々
生
滅
の
身
を
と
り

世
界
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
本
の
願
い
こ
そ
が
生
滅
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を
現
ず
る
応
身
佛
の
根
元
で
あ
り
、
法
身
な
の
で
あ
る
。
法
雲
が

他
士
の
形
像
な
き
を
法
身
と
な
し
た
の
は
、
か
か
る
意
を
具
象
的

に
あ
ら
わ
し
た
一
表
現
な
の
で
あ
る
。
若
し
し
か
り
と
す
れ
ば
、

他
土
の
諸
佛
を
た
だ
西
方
の
無
量
寿
佛
の
み
に
限
る
べ
き
で
は
な

く
、
広
く
諸
大
乗
経
典
に
説
く
十
方
恒
沙
無
量
の
諸
佛
も
、
皆
釈

迦
佛
と
同
じ
願
い
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
法
身
釈
迦
の
形
容
に
外

な
ら
な
い
。
釈
迦
佛
を
中
心
と
す
れ
ば
他
士
の
十
方
恒
沙
の
諸
佛

は
悉
く
釈
迦
の
分
身
で
あ
り
、
釈
迦
の
願
い
即
ち
法
身
の
具
象
に

外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
無
量
寿
佛
を
中
心
と
す
れ

ば
、
釈
迦
も
亦
十
方
恒
沙
の
諸
佛
の
中
の
一
佛
で
、
十
方
の
諸
佛

は
皆
そ
の
影
像
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
法
雲
が
「
十
方

諸
佛
更
互
相
望
」
と
い
っ
た
の
は
そ
れ
相
応
の
深
い
意
味
が
あ
る
《

以
上
の
如
く
考
察
し
て
く
る
と
、
こ
の
法
雲
の
説
は
、
浄
土
教

の
釈
迦
弥
陀
二
尊
の
説
の
如
く
全
一
な
る
報
身
佛
を
無
量
寿
佛
と

な
し
釈
迦
佛
を
以
っ
て
応
身
佛
と
な
す
説
と
は
、
本
質
的
に
異
な

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
法
雲
に
よ
れ
ば
無
量
寿
佛
と
云

っ
て
も
西
方
世
界
の
時
間
的
空
間
的
な
制
約
の
中
に
あ
る
或
る
特

定
の
一
佛
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
無
量
寿
佛
は
釈
迦
佛
と
同
様
に

時
空
の
内
の
個
別
的
な
佛
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
迦
佛
も
無
量
寿
佛

も
と
も
に
多
く
の
応
身
佛
の
中
の
一
佛
で
、
そ
の
根
元
に
は
法
身

が
存
し
、
そ
の
法
身
に
於
い
て
諸
佛
は
同
体
で
あ
る
。

五

か
よ
う
に
し
て
法
雲
は
い
わ
ゆ
る
十
方
相
望
説
を
主
張
し
た
の

で
あ
る
が
、
法
雲
の
こ
の
説
は
彼
が
法
華
経
を
講
ず
る
に
当
っ
て

常
に
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
首
娚
厳
三
昧
経
や
狸
藥
経
な
ど

の
説
に
負
う
所
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
首
携
厳
三
昧
経

巻
下
に
は
、
釈
尊
の
八
十
入
滅
を
以
っ
て
衆
生
教
化
の
た
め
の
方

便
示
現
と
な
し
、
実
の
佛
寿
は
東
方
荘
厳
世
界
の
照
明
荘
厳
自
在

王
如
来
と
同
じ
七
百
阿
僧
祇
劫
の
佛
寿
で
あ
る
と
説
き
、
ま
た
東

方
荘
厳
世
界
の
照
明
荘
厳
自
在
王
如
来
及
び
上
方
の
一
灯
明
世
界

の
示
一
切
功
徳
自
在
光
明
王
如
来
は
共
に
此
の
世
界
の
釈
迦
佛
自

身
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
更
に
首
榴
厳
三
昧
に
住
し
て
は
じ
め

よ
り
移
動
せ
ず
、
而
も
能
く
偏
く
無
量
の
世
界
に
於
い
て
そ
の
世

界
の
衆
生
の
所
楽
に
随
っ
て
そ
の
身
を
示
現
し
為
に
法
を
説
く
と

い
う
。
法
雲
の
十
方
相
望
の
説
と
同
様
の
主
旨
で
は
な
い
か
。
首

拐
厳
三
昧
経
の
佛
寿
七
百
阿
僧
祇
説
は
、
法
雲
が
法
華
経
の
佛
寿

長
遠
説
を
考
え
る
上
で
、
両
者
の
関
連
に
つ
き
何
ら
か
の
説
明
を

計
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
他
士
の
照
明
功
徳
自

在
王
佛
や
示
一
切
功
徳
自
在
光
明
佛
が
実
は
此
土
の
釈
迦
佛
と
同

体
の
異
名
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
事

情
へ
の
解
答
が
結
局
上
述
の
十
方
相
望
説
を
生
み
出
し
た
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。

首
梧
厳
三
昧
経
と
と
も
に
法
雲
の
佛
身
説
に
多
大
の
影
響
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
浬
藥
経
の
説
が
あ
る
。
即
ち
浬
藥
経

巻
二
十
四
に

西
方
去
此
娑
婆
世
界
、
度
四
十
二
恒
河
沙
等
佛
国
土
、
彼
有

世
界
名
日
無
勝
、
彼
土
何
故
名
日
無
勝
、
其
土
所
有
厳
麗
之

事
、
悉
皆
平
等
無
有
高
下
、
猶
加
西
方
安
楽
世
界
、
亦
如
東

方
満
月
世
界
、
我
於
彼
士
出
現
於
世
、
為
化
衆
生
故
、
於
此

⑲

士
閻
浮
提
中
現
転
法
輪

と
云
う
説
が
あ
る
。
徳
王
菩
薩
が
浄
佛
土
に
就
い
て
問
う
た
の
に

対
し
、
佛
は
こ
の
土
は
不
浄
で
あ
る
が
、
実
に
他
土
の
浄
土
に
在

っ
て
浄
佛
土
の
功
徳
を
完
備
し
て
い
る
と
答
え
、
西
方
に
向
っ
て

こ
の
娑
婆
世
界
を
去
る
こ
と
四
十
二
恒
河
沙
の
佛
国
土
を
過
ぎ
た

所
に
無
勝
世
界
が
あ
り
、
我
れ
は
常
に
彼
の
土
に
在
る
が
、
衆
生

を
化
益
せ
ん
が
た
め
に
こ
の
閻
浮
提
に
来
っ
て
法
輪
を
転
ず
る
と

い
差
フ
。

釈
迦
佛
の
本
土
が
西
方
の
無
勝
世
界
に
存
す
る
と
い
う
の
は
奇

異
な
説
で
あ
る
が
、
釈
迦
の
法
身
（
報
身
）
が
他
方
の
世
界
に
在

っ
て
、
こ
の
世
界
に
応
身
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
の
は
、
先
述

の
法
雲
の
説
と
き
わ
め
て
近
い
。
又
、
法
雲
が
十
方
諸
佛
更
互
相

望
と
い
い
な
が
ら
唯
西
方
の
一
世
界
の
み
を
指
示
す
る
の
は
、
こ

の
浬
藥
経
の
影
響
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
れ
に
も
せ
よ
法
雲

の
十
方
相
望
に
よ
る
法
身
説
を
考
察
す
る
時
、
首
枅
厳
三
昧
経
の

影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
更
に
浬
桑
経
の
無
勝
浄
土
の

説
も
或
い
は
こ
れ
に
示
唆
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
法
雲
の
佛
身
説
は
十
方
相
望
説
と
い
う
。
へ
き
で
あ
る
。

こ
の
十
方
相
望
説
は
、
釈
迦
佛
の
上
に
法
身
と
応
身
と
を
分
け
、

両
者
は
不
二
一
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
昔
教
の

教
主
と
今
法
華
の
教
主
と
が
別
で
な
い
こ
と
を
明
か
そ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
を
空
間
的
に
十
方
に
広
げ
此
土
の
報
身

釈
迦
佛
と
他
士
の
応
身
無
量
寿
佛
と
が
此
土
他
土
の
別
を
越
え
て

法
身
に
於
い
て
一
致
同
道
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
。

先
の
神
通
益
物
即
ち
神
通
延
寿
の
法
身
説
は
、
時
間
的
に
三
世

益
物
の
可
能
根
拠
を
追
求
し
、
三
世
に
わ
た
る
法
身
の
普
遍
性
を

明
か
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
の
に
対
し
て
、
今
の
十
方
相
望
の

法
身
説
は
空
間
的
に
十
方
の
諸
佛
が
全
一
な
る
法
身
を
根
底
と
し

て
応
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
法
雲
が
二

種
の
法
身
説
を
説
い
た
の
は
、
深
い
底
意
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
両

説
に
よ
っ
て
時
空
を
越
え
た
法
身
と
時
空
内
の
個
々
の
応
身
と
が

不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
か
す
た
め
で
あ
っ
た
。
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法
雲
の
佛
身
説
は
上
に
既
に
述
。
へ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

彼
の
先
駆
思
想
及
び
後
世
へ
の
影
響
や
反
論
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
例
え
ば
神
通
延
寿
の
説
は
す
で
に
竺
道

生
が
法
華
疏
中
に
迷
い
の
衆
生
の
為
に
神
通
を
以
て
長
寿
を
現
じ

た
と
い
い
、
ま
た
寿
量
は
上
品
奮
迅
諸
佛
の
神
通
で
あ
る
と
の
旨

を
説
い
て
い
る
。
こ
の
様
に
法
雲
の
説
も
素
材
と
し
て
江
南
の
法

華
学
の
伝
承
に
負
う
所
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
又
法
雲
の
所
説
は

後
の
智
顎
や
吉
蔵
か
ら
文
意
を
知
ら
ぬ
者
と
さ
れ
過
酷
な
糾
弾
を

受
け
る
が
、
彼
ら
は
果
し
て
法
雲
の
真
意
を
理
解
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
批
判
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
同

質
の
も
の
が
あ
る
為
で
あ
り
却
っ
て
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
論
求
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。

ま
た
十
方
相
望
の
説
は
首
拐
厳
三
昧
経
、
浬
藥
経
の
示
唆
を
受

け
て
組
織
づ
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
学
界
の
動
向
も
亦
看

過
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
即
ち
斉
梁
代
に

至
り
無
量
寿
経
の
講
説
や
浄
土
往
生
を
欣
求
す
る
者
が
少
な
く
な

か
っ
た
こ
と
が
梁
高
僧
伝
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

梁
高
僧
伝
に
よ
れ
ば
、
法
雲
の
師
宝
亮
は
無
量
寿
経
を
講
ず
る

一
ハ

こ
と
十
遍
に
近
か
っ
た
と
い
う
し
、
法
華
学
者
の
慧
基
は
西
方
浄

土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
誓
い
、
法
淋
は
無
量
寿
経
を
講
し
た
等
有

浄
土
教
の
研
究
が
そ
の
端
を
啓
く
に
至
っ
て
い
た
。
殊
に
彼
が
住

し
た
光
宅
寺
に
は
天
監
八
年
、
当
時
最
大
の
丈
九
の
無
量
寿
金
像

⑳

が
鋳
造
さ
れ
安
置
さ
れ
た
と
い
う
。
思
想
は
時
代
の
子
で
あ
り
、

こ
の
機
運
に
動
か
さ
れ
て
無
量
寿
・
釈
迦
の
二
佛
の
関
係
を
論
証

し
よ
う
と
し
て
十
方
相
望
説
が
生
ま
れ
た
と
見
る
の
は
強
ち
不
自

然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
諸
点
の
検
討
は
他
日
に
ゆ
ず
り
、
今
は
法
雲
の
所
説

の
原
意
把
握
に
と
ど
め
た
い
。

註
記

①
法
華
義
記
巻
一
（
大
正
三
三
・
五
七
三
ｂ
）

②
同
巻
一
（
大
正
三
三
・
五
七
三
ｃ
）

③
同
巻
一
（
大
正
三
三
・
五
七
二
Ｃ
ｌ
五
七
三
ａ
）

④
同
巻
八
（
大
正
三
三
・
六
六
七
ａ
）

⑤
同
巻
五
（
大
正
三
三
・
六
二
九
ａ
）

⑥
同
巻
八
（
大
正
三
三
・
六
六
八
ａ
）

⑦
同
巻
六
（
大
正
三
三
・
六
三
八
ｂ
）

③
同
巻
五
（
大
正
三
三
・
六
三
五
ａ
）

⑨
同
巻
一
（
大
正
三
三
・
五
七
二
ｃ
）

⑩
同
巻
五
（
大
正
三
三
・
六
三
五
ｃ
）

⑪
同
巻
一
（
大
正
三
三
・
五
七
四
ａ
）
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⑬
同
巻
五
（
大
正
三
三
・
六
二
九
ａ
）

⑬
同
巻
六
（
大
正
三
三
・
六
三
六
ｂ
）

⑭
同
巻
六
（
大
正
三
三
・
六
三
八
ｂ
）

⑮
同
巻
六
（
大
正
三
三
・
六
三
八
ｂ
）

⑯
山
川
智
応
・
法
華
思
想
史
上
の
日
蓮
聖
人
、
花
山
信
勝
・
法
華
義

疏
の
研
究
等
参
照

⑰
幸
村
法
輪
・
光
宅
の
天
台
及
び
聖
徳
太
子
に
及
ぼ
せ
る
影
響
に
つ

い
て
（
宗
教
研
究
新
第
五
巻
第
六
号
）
参
照

⑬
法
華
義
記
巻
八
（
大
正
三
三
・
六
六
八
Ｃ
ｌ
六
六
九
ａ
）

⑲
大
般
浬
渠
経
巻
二
十
四
（
大
正
一
二
・
五
○
八
ｂ
）

⑳
高
僧
伝
巻
十
三
、
法
悦
伝
（
大
正
五
○
・
四
一
二
ｂ
）
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