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道
綽

(五
六
二
～
六
四
五
)
に
お
け
る
仏
教
観
の
基
調
は
、
教
法
が
時
機
に
相
応

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
曇
鸞
も
道
綽
も
仏
教
を
た
だ
学
解
理
論
の
対
象　

と
は
せ
ず
、
現
実
の
人
間
の
救
済
さ
れ
る
べ
き
実
践
的
な
宗
教
と
し
、
自
己
の
機

を
痛
烈
に
反
省
し
、
機
と
教
法
が
相

応
し
て
初
め
て
修
行
も
可
能
に
な
る
ど
確
信

②

し
た
。
こ
う
し
た
態
度
は
三
階
教
の
信
行
と
も

一
致
す
る
態
度
で
あ
っ
て
、
い
わ

ば
北
地
仏
教
の
根
本
的
性
格
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

仏
の
所
説
の
法
と
所
修

の
行
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
仏
道
実
践
者
の
素
質
、

能
力
を
考
慮
し
た
適
応
を
必
須

の
条
件
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
機
は
法
と
行
と
の

内
容
を
も
規
定
し
、
仏
教
は
機
と
法
と
行
と
の
関
係
に
お
い
て
統
合
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
仏
教
が
人
に
対
す
る
教
え
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
対
象
と
し
て
の

人
の
機
は
、
仏
教
学

の
中
核
的
な
問

題
と
い
え
る
。

一
般
に
仏
教
は
「対
機
説
法
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た

「
応
病
与
薬
的
説
法
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
経
典

に
お
い
て
も
機
に
対
し
て
細
心
の
注
意
が
は
ら
わ
れ
、
随
所
に
関

説

さ

れ

て
い

る
。
し
か
し
中
国
に
お
い
て
機

の
自
覚
が
、
そ
の
教
学
の
上
に
重
要
な
地
位
を
占

め
る
の
は
隋
唐
時
代
に
な
っ
て
か
ら

で
、
し
か
も
浄
土
教
と
三
階
教
に
お
い
て
そ

れ
は
顕
著
で
あ
る
。

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

隋
代
仏
教
界
の
三
大
思
想
家
と
し
て
、
法
華
教
学
の
智
頻
と
三
論
の
吉
蔵
、
地

論

の
慧
遠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
が
あ
つ
か
う
の
は
い
ず
れ
も
仏
教
学

中

の
最
高
位
を
標
榜
す
る
経
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
法
に
適
応
す
る
機
は
も

と
よ
り
最
優
秀
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
智
皷
は
円
頓
の
妙
機
を
標
榜
し
、

慧
遠
は
頓
悟

の
菩
薩
を
説
き
、
吉
蔵
は
大
乗
人
中
で
も
有
所
得
大
乗
を
斥
け
て
方

広
を
主
張
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
概
し
て
機
教
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
ま

り
深
く
追
求
し
な
か
っ
た
し
、
機
の
本
質
に
つ
い
て
は
多
く
を
論
U
て
い
な
い
。

い
わ
ば
形
式
的
な
教
相
分
別
の
域
を
で
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
道
綽
は
浄
土
往
生
こ
そ
が
末
代
の
凡
夫
に
最
適
な
る
教
法
と

確
く
信
じ
、
法
の
優
劣
を
問
題
と
せ
ず
、
必
ず
機
を
標
準
ど
し
て
法
の
適
否
を
判

定
し
、
も

っ
ぱ
ら
機
と
教
と
の
相
応
を
力
説
し
た
。
機
教
相
応
は
現
実
の
自
己
を

い
か
に
す
る
か
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
、
こ
と
に
現
在
末
法
と
い
う
述
懐
と
あ
い

ま
っ
て
著
し
く
高
潮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
機
の
宗
教
的
な
自
覚
と
で

も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
道
綽

に
お
け
る
聖
浄
二
門
判
を
中
心
に
道
綽
の
機

教
相
応
、
時
機
相
応
説
の
意
義
と
、
時
と
機
の
宗
教
的
自
覚
の
成
立
過
程
を

『安

楽
集
』
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
聖
浄
二
門
判
の
特
異
性
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

六
七



人

文

学

論

集

二　

道
綽
は
現
在
を
末
法
時
と
見
定
め
、
こ
の
時
代
観
に
立
脚
し
て
、
教
法
を
頂
戴

し
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
時

と
機
と
が
相
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説

い
た
。
そ
し
て
彼
は
独
自
に
佛
の
教
法
を
、
聖
道
門
と
浄
土
門
の
二
門

に
分

判

し
、
今
時
、
末
法
時
に
お
い
て
は
た
だ
浄
土
の
法
門
の
み
通
入
す
る
こ
と
の
で
き

る
唯

一
の
道
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
教
法
の
時
機
相
応
に
つ
い
て
、
彼
は

『安
楽
集
』
第

一
大
門
に
、

明
二
教
興
所
レ由
約
レ時
被
ワ機
勸
帰
二浄
土
一者
、
若
教
赴
二時
機
一易
レ修
易
レ

悟
、
若
機
教
時
乖
難
レ修
難
レ
入
。

(浄
全

一
、
六
七
三
、
下
)

と
、
機
教
時
の
相
応
を
ま

っ
先
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
仏
道
を
修
道
実

践
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
は
、
ま
ず
時
と
機
を
よ
く
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
経
証
と
し
て
彼
は

「
正
法
念
経
云
」
と
し
て

行
者

一
心
求
レ
道
時
、
常
當
レ
觀
二察
時
方
便
一。
若
不
レ得
レ
時
無
二方
便
一。

是
名
爲
レ失
、
不
レ名
レ利
。
何
者
如
攅
ご淫
木
一以
求
レ
火
火
不
レ可
レ
得
、

非
レ
時
故
、
若
折
二乾
薪
一以
覓

レ火
火
不
レ可
レ
得
、
無
レ智
故
。

(浄
全
一
、
六
七
三
、
下
)

③

ど
の
べ
て
い
る
。
仏
教
の
修
行
に
は
そ
の
時
が
、
い
か
な
る
時
で
あ
る
か
を
観
察

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
用
意
を
欠
く
と
き
は
、
ま

っ
た
く
無
益
と
な
る

と
い
う
経
文
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
方
便
と
い
う
の
は
、
時
と
機
に
即
応
し
て
は

た
ら
く
、
大
慈
悲
の
活
動
を
い
う
も
の
で
、
時
と
機
に
応
じ
て
自
由
に
変
応
し
て

は
た
ら
く
真
知
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

六
八

こ
の
よ
う
に
道
綽
は
、
時
と
機
の
相
応
を
も
っ
て
教
法
の
主
体
的

把

握

を

な

し
、
浄
土
往
生
を
時
機
相
応
の
教
法
と
い
う
観
点
よ
り
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
教

法
そ
れ
自
体
は
普
遍
的
に
時
と
教
の
相
応
を
説
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
道
綽
が
そ
の
教
法
を
体
験
を
通
し
て
主
体
的
に
把
握
し
た
と
こ
ろ
に
、
時

機
相
応
説
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
道
綽
に
お
け
る
時
機
の
主
体
的
把
握
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。ま

ず
道
綽
に
お
い
て
時

の
主
体
的
把
握
の
基
盤
と
な
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も

「現
在
末
法
」
と
い
う
、
末
法
到
来

の
意
識
の
確
立
で
あ
る
と
い
え
る
。

末
法
思
想
は
、
釈
尊
の
滅
後
五
〇
〇
年
間
は
、
仏
教
が
正
し
く
理
解
さ
れ
実
践

さ
れ
る

「正
法
」
の
時
代
が
つ
づ
く
が
、
そ
の
後
に
は
、
法
に
対
す
る
理
解
も
実

践
も
次
第
に
本
義
よ
り
は
ず
れ
正
法
に
似
た

「
相
似
の
法
」
の
行
な
わ
れ
る

「
像

法
」
の
時
代
に
な
る
。
こ
の
時
代
は
仏
法
に
対
す
る
正
し
い
理
解
が
さ
れ
ず
実
践

か
ら
は
ず
れ
て
教
義
解
釈
に
偏
向
が
生
じ
、
固
執
対
立
が
生
じ
る
の
み
な
ら
ず
、

教
団
も
腐
敗
堕
落
し
て
、
沙
門
は
衣
、
食
、
住
に
執
着
し
、
部
派
の
利
益
や
自
己

の
利
益
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
、
仏
教
が
全
人
類
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
外
部
よ
り
は
反
仏
教
的
な
運
動
も
起
る
し
、
さ
ら
に
悪
王
や
侵
入
蛮

族
に
よ
る
仏
教
破
壊
も
お
こ
る
と
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
正
法
に

つ
ぐ
像
法
の
仏
教
も

一
〇
〇
〇
年
に
し
て
滅
び
、
最
悪
の
末
法
を
む
か
え
る
と
い

④

う
の
が
末
法
思
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
教
の
三
時
と
い
う
歴
史
観
は
仏
滅
後
の

仏
教
徒
の
自
粛
を
要
請
す
る
意
味
に
お
い
て
、
多
く
の
大
乗
仏
教
経
典
に
説
か
れ

　

て
い
る
。
中
国
で
は
北
周
武
帝

の
廃
仏

(五
七
四
～
五
七
七
)
を
契
機
と
し
て
、
仏

法
滅
亡
の
自
覚
が
深
刻
に
う
な
が
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



道
綽
が
生
ま
れ
た
北
斉
の
都
で
は
、
五
五
六
年
に
北
イ
ン
ド
よ
り
、

エ
フ
タ
ル

⑥

族

の
仏
教
迫
害
に
よ
り
逃
亡
し
て
き
た
と
い
う
那
連
提
耶
舎

(五
一
六
～
六
一
六
)

0

が
新
し
い
経
典
を
訳
出
し
た
が
、
そ

の
中
で
も

『大
悲
経
』
『
大
集
月
蔵
経
』等
に

は
、
特
に
仏
教
の
衰
頽
、
時
代

の
悪
化
、
そ
し
て
仏
教

の
滅
尽
を
強
く
説
き
当
時

の
北
斉
仏
教
界
に
与
え
た
影
響
は
大

き
い
。

⑧

こ
う
い
っ
た
経
曲
ハ
の
訳
出
と
あ
い
ま
っ
て
、
北
周
武
帝
の
廃
仏
が
行
わ
れ
、
ま

た
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
追
害

の
悲
惨
な
事
実
を
知

っ
た
仏
道
求
法
者
は
、
や
が

て
像
法
時
代

の
終
結
に
予
想
さ
れ
る
末
法
時
代
の
到
来
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
事
実
、
法
上

(四
九
三
-
五
八
〇
)
は
釈
尊
の
入
滅
を
、
周
夷
王

一
四

⑨

年
庚
辰
、
す
な
わ
ち
紀
元
前
八
九
〇
年
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
入
滅
説
よ
り
算

定
す
れ
ば
隋

の
大
業
七
年

(六
=

)
が
仏
滅

一
五
〇

一
年
に
あ
た
り

『大

集

月

蔵
経
』
で
説
く
、
正
像

一
五
〇
〇
年
説
に
従
え
ぼ
、
大
業
七
年
以
後
は
末
法
の
時

代
に
な
る
。

道
綽
に
お
け
る
末
法
意
識
は
、
こ
う
い
っ
た
北
斉
仏
教
界
の
も

っ
た
末
法
思
想

に
基
因
す
る
も
の
と
い
え
る
。
道
綽
が

『
安
楽
集
』
第
三
大
門
に
聖
浄
二
門
を
明

し
、

大
集
月
藏
経
云
。
我
末
法
時
中
億
億
衆
生
、
起
レ行
修
レ
道
未
レ有
二
一
人
得

者
一。
當
今
末
法
、
現
是
五
濁
悪
世
。
(浄
全
一
、
六
九
三
、
上
)

と
、

「
當
今
末
法
」
と
い
う
自
覚
に
道
綽
自
身
が
た
っ
て
い
た
こ
と

か
ら

す

れ

0

ば
、

『
大
集
月
蔵
経
』
の
説
く
、
五
固
の
五
百
年
説
を

『
大
乗
同
性
経
』
に
説
く

0　

正
法
、
像
法
、
末
法
と
い
う
三
時
説

に
あ
て
は
め
て
、

「當
今
末
法
」
と
い
う
意

識
を
深
め
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
第

一
大
門
に
阿
弥
陀
仏
の

浄
土
が
報
土
な
る
こ
と
を
明
す
の
に
こ
の

『大
乗
同
性
経
』
を
経
証
と
し
て
い
る

道
綽
禅
師
の
聖
浄
ご
門
判
に
つ
い
て

こ
と
か
ら
す
れ
ぼ

『
大
集
月
蔵
経
』
と

『
大
乗
同
性
経
』
と
の
関
連
づ
け
も
、
ま

っ
た
く
根
拠
の
な
い
こ
と
と
は
い
え
な
い
。
先
に
少
し
の
べ
た
よ
う
に
、
も
し
道

綽
が
法
上
の
仏
滅
年
代
説
を
と
る
と
す
れ
ば
、
道
綽
五
〇
歳
の
時
に
末
法
に
入
っ

⑫

た
こ
と
に
な
る
。
道
綽
が
六
大
徳
の

一
人
に
法
上
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
法
上
の
仏
滅
説
に
よ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

『大
集
月
蔵
経
』
が
特
に
中
国
に
お
い
て
、
仏
道
修
業
者
に
影
響
を
あ
た

え
た
と
思
わ
れ
る
の
は

「分
布
閻
浮
提
品
」
と

「法
滅
尽
品
」
と
で
あ
り
、
前
品

⑬

に
は
後
に
の
べ
る
が
五
堅
固
説
、
後
品
に
は
法
滅
思
想
が
示
さ
れ
、
末
法
到
来
を

示
唆
し
て
は
い
る
が
、
『
大
乗
同
性
経
』

の
よ
う
な
三
時
説
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

ま
た
道
綽
が
第
五
大
門
に
、
念
仏
三
昧
の
行
徳
を
明
か
す
の
に

『
大
悲
経
』
の
文

を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

『
大
悲
経
』
の
説
く
末
法
観
の
影
響
も
う
け
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
道
綽
自
身
が
北
周
廃
仏
の
体
験
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
北
斉
、
隋
、
唐

と
い
う
三
代
の
政
権
の
交
替
を
体
験
し
て
い
る
。
さ
ら
に
当
時
、
天
災
、
地
変
も

　

頻
発
し
た
こ
と
を
歴
史
書
は
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
も
彼
を
し
て
、
ま
さ

に
末
法
と
の
意
識
を
身
を
も

っ
て
体
得
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
.

し
か
し
彼
が
現
在
を
規
定
す
る
の
に
経
証
と
し
て
提
示
す
る
経
典
は
、
や
は
り

『大
集
月
蔵
経
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第

一
大
門
に

「
大
集
月
蔵

経

云
」

と

し

て
、

仏
滅
度
後
第

一
五
百
年
、我
諸
弟
子
学
レ
慧
得
二堅
固
一。
第
二
五
百
年
、学
レ定

得
二堅
固
一。
第
三
五
百
年
、
学
二多
聞
讃
誦
一得
二堅
固
一。
第
四
五
百
年
、

造
二
立
塔
寺
一修
レ福
懺
悔
得
二堅
固
一。
第
五
五
百
年
、
白
法
隠
滞
多
有
二諍

訟
一。
微
有
二善

法
一得
二堅
固
一
(浄
全
一
、
六
七
三
、
下
)

六
九



人

文

学

論

集

と
、
の
べ
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
第
四
の
五
百
年
、
第

五
の
五
百
年
に
お
け
る

「
修
福
懺
悔
」
と

「
善
法
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
言
葉
は
、

『
大
集
月
蔵
経
』
の
本
文
に
は
な
く
、
お
そ
ら
く
道
綽
が
新
た
に

付
け
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
善
法
は
と
も
か
く
彼
が
経
典
に
な
い

「修
福
懺

悔
」
と
い
う
言
葉
を
第
四
の
五
百
年

の
文
に
挿
入
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
五
固

の

五
百
年
説
を
、
単
に
仏
教
の
衰
退
を
示
す
歴
史
観
と
し
て
彼
が
受
け
と
め
た
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
は
凡
夫
と
し
て
の
時
機
に
関
す
る
深
い
省
察
に
よ
る
、
自
責
の

念
の
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
道
綽
の
教
え
を
う

け

つ
ぎ
、
『安
楽
集
』
を
再
編
成
し
た
と
さ
れ
る
迦
才
の

『浄
土
論
』
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』

の
第

一
、
第
八
、
第
九
章
に
は
、
「修
福
懺
悔
」
「
懺

悔
念
仏
」

「発
菩
提
心
慚
愧
懺
悔
」

と
い
う
よ
う
に
、
懺
悔
と
い
う
言
葉
が
し
き

り
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

慧
を
学
ん
で
堅
固
な
る
を
得
る
第

一
の
五
百
年
も
定
を
学
ん
で
堅
固
な
る
を
得

る
第

二
の
五
百
年
も
多
聞
讀
誦
を
学

ん
で
堅
固
な
る
を
得
る
第
三
の
五
百
年
も
、

み
な
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
、
今
は
ま
さ
し
く
塔
寺
を
造
立
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に

修
福
懺
悔
し
て
堅
固
な
る
を
得
る
第

四
の
五
百
年
で
あ
る
。
定
慧
と
い
う
無
相
の

善
根
を
修
め
て
、
煩
悩
を
断

つ
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
で
き
ず
わ
ず
か
に
伽
藍
を

建
立
す
る
と
い
う
有
相
の
福
徳
を
修

し
て
、
自
身
の
罪
障
を
慚
愧
懺
悔
す
る
こ
と

だ
け
が
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
唯

一
の
道
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

道
綽
は

『
大
集
月
蔵
経
』

の
説
く
五
五
百
年
の
経
過
を
適
確
に
認
識
し
、
し
か

も
そ
れ
を
自
己
の
問
題
と
し
て
内
的

反
省
を
加
え
、
主
体
的
に
現
在
を
生
き
る
人

を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

計
今
時
衆
生
即
當
二佛
去
レ
世
後
第
四
五
百
年
一。
正
是
懺
悔
修
福
応
レ稱
二

七
〇

佛
名
號
一時
者
。
若

一
念
稱
二阿
弥
陀
仏
一、
即
能
除
二卻
八
十
億
劫
生
死
之

罪
一。

一
念
既
爾
、
況
修
二常
念

一即
是
恆
懺
悔
人
也
。

(浄
全

一
、
六
七
四
、
上
)

と
い
い
、
今
は
ま
さ
し
く
仏
滅
後

一
五
〇
〇
年
を
経
過
し
た
、
第
四
の
五
百
年
で

あ
る
。
次

の
第
五
の
五
百
年
に
は
、
白
法
隠
滞
し
て
多
く
諍
訟
が
起
る
と
あ
る
。

こ
の
第
五
の
五
百
年
と
い
う
危
機
を
目
前
に
し
て
、
今
こ
そ
仏
道
修
業
者
に
と
っ

て
は
最
後
の
時
で
あ
る
と
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
単
に

「無
仏

の
時
」
と

い
っ
た
。
曇
鸞
は

「
無
仏
の
時
」
が
好
時
よ
り
悪
時

へ
向

っ
て
漸
進
的
に
堕
落
す

る
か
ど
う
か
は
考
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
道
綽
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
瀬
戸
際
に

立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
恆
懺
悔
の
人
」
と
い
う

「人
」
の
規
定
は
、
彼

自
身
の
求
道
の
過
程
に
お
い
て
体
験
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
彼
は

教
法
の
衰
退
を
段
階
的
に
示
す
、
五
五
百
年
の
第
四
の
五
百
年
に
お
い
て
懺
悔
の

功
が
仏
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
懺
悔
法
は
、
仏
教

一
般
に

説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
懺
悔
を
新
た
な
体
験
と
し
て
、
今
の
人
は
、

常
に
懺
悔
の
生
活

(実
践
)
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
警
[告
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は

単
な
る
客
観
的
な
人
の
規
定
で
は
な
く
、
主
体
的
に
自
覚
さ
れ
た
自
己

へ
の
叱
陀

⑮

で
も
あ
る
と
い
え
る
。

道
綽
を
信
憑
し
た
迦
才
も
そ
の
著

『
浄
土
論
』
に

『
大
集
月
蔵
経
』
の
五
固
説

を
引
用
し
て
、

今
是
第
四
五
百
年
餘
。
既
無
定
慧
之
分
。
唯
須
修
福
懺
悔
。

⑯
と
の
べ
、
道
綽
と
同
じ
よ
う
に
、
今
時
の
仏
道
実
践
者
は
、
菩
提
に
趣
向
す
べ
き

定
慧
の
分
別
も
な
く
た
だ
懺
悔
念
仏
す

べ
き
時
に
遭
遇
し
た
と
の
見
解
に
立

っ
て

い
る
。
迦
才
は

「
無
定
慧
分
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

『安
楽
集
』
に
は
こ
の
言
葉



は
み
あ
た
ら
な
い
。
道
綽
は
定
慧
と
称
名
と
の
関
係
を

寔
由
二衆
生
去
レ聖
遙
遠
、
機
解
浮
浅
暗
鈍
一故
也

(浄
全

一
、
六
七
四
、
上
)

と
い
い
、
聖
を
去
る
こ
と
が
近
け
れ
ば
修
定
、
修
慧
が
正
学
と
な
り
稱
名
は
兼
学

で
あ
る
が
、
聖
を
去
る
こ
と
す
で
に
遠
け
れ
ば
、
稱
名
が
正
学
と
な
り
、
定
慧
学

は
兼
学
と
な
る
と
の
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
も
明
ら
か
に
時
の
経
過
に
対
す

る
痛
切
な
自
覚
ど
、
機
が
時
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
確
固
た
る
信
念
を
表

明
し
て
い
る
。
し
か
し
道
綽
に
お
い
て
は
、
た
と
え
第
四
の
五
百
年
と
い
っ
て
も
、

定
慧
は
兼
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
迦
才
に
お
け
る
「
自
知
無
定
慧
分
」

の
表
明
は
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て

一
層
深
く
徹
底
し
て
い
る
と
い
え
る
。
道
綽
よ

り
や
や
先
輩
に
あ
た
り
彼
と
同
様
に
末
法
意
識
を
強
調
し
、
時
機
相
応
の
法
を
主

張
し
た
人
物
に
三
階
教
の
信
行
が
あ
る
。
彼
は

『
大
集
経
』

の
五
五
百
年
説
に
基

準
を
求
め
、
三
階
仏
法
を
説
い
た
。
そ
し
て
彼
も
第
三
階
の
機
根
に
相
応
し
た
行

法
と
し
て
普
法
普
行
を
す
す
め
は
す
る
が
、
「
対
根
七
法
」
「無
尽
共
法
」

「
七
階

礼
懺
」
な
ど
を
説
い
て
い
る
.

「
七
階
礼
懺
」
と
は
昼
夜
六
時
に
行
ず
る
礼
礎

懺
悔
法
で
あ

っ
て
彼
も
懺
悔
を
主
要
な
も
の
と
し
て
い
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
。

ま
た
道
綽
を
し
て

「
浮
浅
暗
鈍
」
と
言
わ
し
め
た
も
の
は
、
真
如
法
性
を
さ
と

る
こ
と
に
対
し
て
、
今
時
、
凡
夫

の
認
識
能
力

の
浮
浅
暗
鈍
な
る
こ
と
を
い
う
も

の
で
、
人
間
相
互
間
に
お
け
る
よ
う
な
能
力
の
深
浅
、
世
間
的
明
暗
を
い
う
も
の

で
な
い
。

彼
は
ま
た
第
三
大
門
に
聖
浄
二
門

を
分
判
し
て
今
時
の
凡
夫
が
聖
道
を
修
す
る

こ
と
の
困
難
な
理
由
を
二
つ
あ
げ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

一
由
四
下去
二
大
聖
一遙
遠
上。

二
由
[二理
深
解
微
一。

(浄
全

一
、
六
九
三
、
上
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

こ
の

「
理
深
解
微
」
は
、
さ
と
る
べ
き
真
理
は
高
遠
深
妙
で
あ
る
の
に
、
さ
と
ろ

う
と
す
る
今
時
の
人
の
知
解
は
微
劣
で
あ
り
、
浅
薄
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で

あ
る
。
道
綽
は

「
去
大
聖
遙
遠
」
と

「
理
深
解
微
」
と
を

一
応
切
り
離
し
て
、
二

理
由
と
し
て
い
る
が

「
去
大
聖
遙
遠
」
と
い
う
の
は
、
人
格
仏
と
し
て
の
釈
尊
在

世
時
に
お
け
る
教
化
力
の
断
絶

の
自
覚
、
し
か
も
、
正
法
、
像
法
を
経
過
し
た
末

法
到
来
時
の
自
覚
よ
り

「
理
深
解
微
」
と
体
認
さ
れ
た
も
の
で
、
両
者
は
相
待
的

に
認
識
さ
れ
る
も
の
と
い
え
る
。

以
上
、
教
法
の
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
と
く
に
道
綽
に
お
け
る
時

の

自
覚
、

つ
ま
り
今
時
の
把
握
を
中
心
に
の
べ
て
き
た
。

つ
ぎ
に
機
を
中
心
に
道
綽

の
見
解
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

C-)

 

道
綽

の
凡
夫
観
に
つ
い
て
広
く
考
察
し
て
み
れ
ば
、彼
は
第

一
大
門
に
お
い
て
、

今
此
無
量
壽
国
是
其
報
浄
土
。
由
二佛
願
一故
、
乃
該
二通
上
下
一致
レ令
三凡

夫
之
善
竝
得
ご往
生
一。

(浄
全

一
、
六
七
八
、
上
)

と
の
べ
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
凡
夫
、
聖
者
通
往

の
浄
土
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
彼

に
よ
れ
ば
、
そ
の
土
が
凡
聖
通
往

の
浄
土
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
機
類
に
よ
っ
て
ま

っ
た
く
差
別
を
設
け
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

つ

ぎ
に
問
答
を
設
け
て
、
無
相
善
を
修
し
て
生
を
得
る
の
か
、
ま
た
凡
夫
の
有
相
善

も
生
を
得
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
か
と
い
う
問
を
お
こ
し
、

凡
夫
智
浅
多
依
レ相
求
決
得
二
往
生
一。
然
以
二
相
善
力
微

一但
生
二
相
土
一唯

覩
二報
化
佛
一也
。

(浄
全

一
、
六
七
八
、
上
)

と
、
答
え
て
い
る
。
こ
の
見
解
よ
り
す
れ
ば
、
聖
者
は
無
相
善
を
修
す
る
こ
と
に

七
一



人

文

学

論

集

よ
っ
て
報
土
に
往
生
す
る
が
、
凡
夫

は
有
相
善
に
よ

っ
て
相
土
に
生
ず
と
し
て
い

る
。
道
綽
は
浄
土
を
凡
聖
通
往
の
も

の
で
あ
る
と
明
し
な
が
ら
も
、
そ
の
凡
聖
通

往
の
浄
土
を
修
相
に
よ
っ
て

一
応
分
別
し
て
考
え
、
凡
夫

の
往
生
す
る
浄
土
を
す

ぐ
に
報
土
と
せ
ず
、
相
土
と
し
、
そ
れ
は
凡
夫

の
有
相
善
は
力
微
で
あ
る
か
ら
と

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
聖
者

の
往
生
の
ほ
う
が
、
凡
夫
の
往
生
よ

り
も
優
れ
て
お
り
、
よ
り
こ
の
ま
し
い
と
い
う
見
解
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ

こ
で
道
綽
に
お
い
て

一
切
衆
生
を
聖
者
と
、
凡
夫
に
二
大
別
す
る
人
間
把
握
の
態

度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
は
有
相
善
、
無
相
善
と
い
う
善
根
を
基

準
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
彼

が
い
う
と
こ
ろ
の
聖
者
と
は
ど
の
よ
う
な
者
を
い
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
彼
は
第

一
大
門
に
、

若
知
二無
相
離
念
爲
7體
、
而
縁
中
求
レ往
者
多
應
二上
輩
生
一也
。

(浄
全
一
、
六
七
九
、
上
)

と
い
う
よ
う
に
、
聖
者
を
無
相
の
往
生
を
求
め
る
上
輩
生
の
者

の
こ
と
と
し
て
い

る
。
さ
き
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
報
浄
土
で
あ
り
、
し
か
も
凡
夫
、
聖
者
通
往

の

土
で
あ
り
、
そ
れ
は
佛
願
に
よ
る
ゆ
え
に
上
下
を
該
通
す
る
と
の
彼

の
見
解
を
示

し
た
が
、
こ
の
見
解
を
う
け
て
、

由
レ該
レ上
故
、
天
親
、
龍
樹
及
上
地
菩
薩
亦
皆
生
也
。

(浄
全
一
、
六
七
八
、
上
)

と
の
べ
、
聖
者
の
浄
土
往
生
の
且
ハ体
的
な
例
と
し
て
天
親

(世
親
)
、

龍
樹
お
よ

び
上
地
の
菩
薩
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
彼

の
い
う
聖
者
は
上
輩
生
の
者
で

あ
り
、
八
地
以
上
の
上
地
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
彼
が

今
之
行
者
無
レ問
二緇
素

一、
但
能
知
二生
無
生
一不
レ
違
三
一諦
一者
多
應
レ落
二在

七
二

上

輩
・生

一
也
。

(浄
全

一
、
六
七
九
、
下
)

と

の

べ
て

い

る

と

こ
ち

よ

り

み

れ

ば
、

道

綽

在

世

當

時

の
行

者

に
お

い

て
、

生
無

生

を
知

る

こ

と

が

ま

っ
た
く

不

可

能

で

は
な

く

、

上
輩

生

の
往

生

の
あ

る

こ

と

を

明

し

て

い

る

と

み

る

こ

と

が

で
き

る
。

こ

の
よ

う

な

道
綽

の
見

解

よ

り

す

れ

ば
、

人

は
努

力

し

て
修

行

す

る

こ
と

に
よ

り

、

生
無

生

を
知

っ
て
往

生

す

る

道

が

あ

り
、

必

ず

し
も

凡
夫

の
往

生

の
み

が

、

末

法
唯

一
の
往

生

と

は
考

え

て

い

な

か

っ

た

と
も

い

え

る
。

む

し
ろ

凡

夫

の
願

生

よ

り

も
、

無

相

を
修

す

る

こ

と

が
、

よ

り

こ

の
ま

し

い

と

い
う

見

解

も

潜

ん

で

い
た

こ
と

を
指

摘

す

る

こ

と

が

で

き

る
。

「
凡

聖

通

往

」

「
上

下

該

通

」

は

、

ま

さ

し

く

そ

の
言

葉

ど

お

り
、

凡

聖

、

上

下

が

土
ハ通

に
往

生

可
能

な

土

と

し

て

の
浄

土

を
表

明

す

る

こ
と

で

あ

り
、

報

土

と

し

て

の
浄

土

の
性

格

を

あ

か

す

も

の

で
あ

る

ど

い
え

る
。

一
方

彼

は
有

相

に

よ

っ
て
往

生
す

る
凡

夫

に

つ
い

て
、

第

二
大

門

に
、

自

有

二
中
下

之
輩

一
。

未

レ
能

レ
破

レ
相

、

要

依

二
信

佛

因

縁

一求

レ
生

二
浄

土

一

雖

レ
至

二
彼

国

一
還

居

二
相

土

(浄
全

一
、
六
八
三
、
上
)

と

の

べ
て

い

る
。

彼

は
凡

夫

を

中

下

輩

の
者

と

し

、
相

を
破

す

こ

と

な

く

、
有

相

の
ま

ま

で
浄

土

を

願

生

す

る

こ

と

に
よ

り

、

往

生

で
き

る

者

と

し

て

い
る

。

さ

き

に
道

綽

は
聖

者

を

上

輩

生

、

上

地

の
菩

薩

と

し

た

が

、

こ

の
見

解

に
対

応

し

て
、

無

生

の
生

は
上

輩

生

の
聖

者

の
み

堪

え

る

と

こ
ろ

で
、

中

下
輩

生

の
凡
夫

の
堪

え

る

と

こ

ろ

で
な

い

こ

と
を

、

『
大

智

度

論

』

を

引

き

、

新

発

意

菩

薩

機

解

輹

弱

、

雖

レ
言

二
発

心

一多

願

レ
生

二
浄

土

一
。

何

意

然

者

、

讐

如

下
嬰

兒

若

不

レ
近

二
父

母

恩
養

一
或

墮

レ
院
落

レ
井

火

蛇

等

難

。

(浄
全

一
、
六
八
三
、
上
)

誌

い
・

つ
づ
い
て



有
二
新
発
意
菩
薩
一聞
二
此
無
相
波
羅
蜜
門
一所
有
清
浄
善
根
悉
當
二滅
没
一也
。

又
来
但
至
二彼
国
一即

一
切
事
畢
、
何
用
諍
二此
深
浅
理
一也
。

(浄
全

一
、
六
八
三
、
下
)

⑲と
い
っ
て
い
る
。
彼
が
こ
う
し
た
文

を
経
証
と
し
た
の
は
、
新
発
意
の
菩
薩
は
無

相
を
修
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
浄
土

を
願
生
す

べ
き
で
あ
る
と
の
意
向
を
あ
ら
わ

そ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
新
発
意
の
菩
薩
も
中
下
輩
の
も
の

と
同
様
に
相
土
に
往
生
す
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
新
発

意
の
菩
薩

の
位
に
つ
い
て
、
彼
は
第

七
大
門
に

『
十
地
経
云
』
ど
し
て
、

初
地
菩
薩
徇
自
別
二觀
二
諦
一勵

心
作
意
。
先
依
レ
相
求
、
終
則
無
相
。
以
漸

増
進
體
二大
菩
提
一。
蠱
二
七
地
終
心
一相
心
始
息
。
入
二其
八
地
一繦
二
於
相

求
一。
方
名
二無
功
用
一也
。

(浄
全

一
、
七
〇
三
、
下
)

海

い
・
ま
た
さ
ら
に

『
+
地
経
論
』
を
引
い
て
・

七
地
己
還
惡
貪
爲
レ障
善
貪
爲
レ
治
。
八
地
已
上
善
貪
爲
レ
障
無
貧
爲
レ治
。

(浄
全

一
、
七
〇
三
、
下
)

　
と
、
の
べ
て
い
る
こ
と
よ
り
考
察
す
れ
ば
、
菩
薩
が
有
相
に
よ
っ
て
さ
と
り
を
求

め
る
の
は
、
七
地
ま
で
で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
相
心
を
は
な
れ
、
八
地
以
上
は
無
相

を
修
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
新
発
意
の
菩
薩
ど
は
七
地
已
還
の
菩
薩
で

あ
り
、
こ
の
菩
薩
は
中
下
輩

の
者
と
同
様
に
有
相

の
願
生
を
す
る
と
い
う
見
解
で

あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
第
二
大
門
に
お
い
て
は
、

若
始
學
者
、
未
レ能
レ破
レ
相
、
但
能
依
レ相
專
至
、
無
レ
不
二往
生
一。
不
レ須
レ

疑
也
。

(浄
全

一
、
六
八
八
、
上
)

と
い
い
、
始
学

の
者
は
無
相
を
修
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
有
相
善
を
修
す

べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
第
五
大
門
に
お
い
て
は
、

『
大
乗
起
信
論
』

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

を
引
き
、

亦
有
二始
発
菩
薩
一、
其
心
輹
弱
自
謂
レ
不
レ能
下常
値
二諸
佛
一親
承
供
養
上、

意
欲
レ
退
者
、當
レ
知
、
如
來
有
二勝
方
便
一攝
ご護
信
心
一。
謂
以
二專
意
念
佛
因

縁
一隨
レ願
往
生
。

(浄
全
一
、
七
〇
〇
、
上
)

⑱と
、
始
発
意
の
菩
薩
も
、
新
発
意
の
菩
薩
と
同
じ
よ
う
に
無
相
を
修
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ

っ
て
、
浄
土
に
願
生
す

べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
綽
が
、
有
相
の
願
生
を
す
る
凡
夫
を
七
地
已
還
の
新
発
意
の
菩

薩

(始
発
意
の
菩
薩
)
、
ま
た
中
下
輩
者
、
あ
る
い
は
始
学
者
と
諸
経
論
を
引
用
し

て
、
度
々
示
す
の
は
、
願
生
者
の
層
が
広
く
、
ま
た
そ
こ
に
お
こ
な
わ
れ
る
願
生

行
が
多
種
多
様
に
わ
た
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
有
相
の
願
生

を
す
る
者
を
多
角
的
に
、
多
種
示
す
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
願
生
を
多
く
の
機
類
に

お
よ
ぼ
そ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
道
綽
は
、
機
根
の
劣
性
、
罪
悪
性
を
次
の
よ
う
に
明
す
。
第
二
大
門
に

但

一
切
衆
生
從
二曠
大
劫
一來
備
造
二有
漏
之
業
一繋
二屬
三
界
一。

(浄
全
一
、
六
八
六
、
上
)

と
い
い
、
ま
た
第
三
大
門
に
は
、

明
下從
二無
始
世
劫
已
來
、
處
二此
三
界
五
道
一乘
二善
惡
二
業
一受
二苦
樂
兩

報
一、
輪
廻
無
窮
受
生
無
數
上。

(浄
全
一
、
六
九
〇
、
上
)

と
、
無
始
劫
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、
え
ん
え
ん
と
三
界
に
輪
廻
し
て
生
死
を
く

り
か
え
し
、

つ
ね
に
有
漏

の
業
に
繋
縛
さ
れ
て
い
る
凡
夫
相
を
示
す
の
で
あ
る
。

ま
た

『
五
苦
章
句
経
』
の
文
を
引
い
て
、

衆
生
等
是
流
轉
恆
三
悪
道
爲
ゴ常
家
一。
人
天
暫
來
印
去
、
名
爲
二客
舍
一故

也
。

(浄
全
一
、
六
九
ご
、
下
)

七
三



人

文

学

論

集

と
、
三
悪
道
を
も
っ
て
常
家
と
な
す
と
い
う
意
識
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
自
身
が
罪
悪
生
死
と
い
う
自
覚
に
立
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

余
既
自
居
二火
界
一實
想
懷
レ怖
。
仰
惟
大
聖
三
車
招
慰
、
且
羊
鹿
之
蓮
、
權

息
未
レ達
。
佛
訶
三邪
執
鄲
二上
求
菩
提
一。
縱
後
遡
向
仍
名
二
迂
迴
一。
若
徑
攀
二

大
車
一亦
是

一
途
。
只
恐
現
居
二
退
位
一嶮
徑
遙
長
。
自
徳
未
レ
立
難
レ
可
二昇

進
一。

(浄
全
一
、
六
九
〇
、
上
)

と
、
自
身
を
告
白
し
て
い
る
。
単
に
経
典

の
説
く
凡
夫

の
罪
悪
性
を
検
出
す
る
だ

け
で
な
く
、
彼
自
身
が
主
体
的
に
凡
夫

の
自
覚
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る

も
の
と
い
え
る
。

ま
た
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
彼
が
大
乗
無
相
を
修
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
い
う
だ
け
で
な
く
、
小
乗
の
修
道
に
も
現
在
の
衆
生
は
堪
え
得
な
い
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
切

衆

生

、

都

丕

倉

量

。

若

據

二
大

垂

翼

如

實

相

第

一
義

空

、
曾

未

・

措

レ
心
。

若

論

二
小

乘

一修

二
入

見

諦

修

道

一
、

乃

至

那

含

、

羅

漢

、

斷

二
五
下

一

除

二
五

上

一
、

無

レ
問

二
道

俗

一、

未

レ
有

二
其

分

一
。

縱

有

一一人

天

果

報

一
、

皆
爲

二

五

戒

、

十

善

一能

招

二
此

報

一。

然

持

得

者

甚

希

。

若

論

二
起

惡

造
罪

一
、

何

異

ゴ

暴

風

鴃

雨

一
。

(
浄
全

一
、

六
九
三
、
上
)

と
、

の

べ

て

い

る
。

彼

は

こ

の
文

の
ま

え

に
、

「
依

一一大

乗

聖

教

二

と

し

て
、

聖

道

、

浄

土

の

二
種

勝

法

を

あ

げ

、

今

時

、

末

法

、

五

濁

悪

世

に

お

い

て

は
浄

土

門

の
み

有

効

な

道

で
あ

る

と

し

て

い

る
。

そ

し

て

「
大

経

云
」

と

し

て
、

若

有

二
衆

生

一
縱

令

一
生

造

レ
悪

、

臨

二
命
終

時

一
十

念

相

續

、

稱

二
我

名

字

↓
若

不

レ
生
者

不

レ
取

二
正
覺

一
。

(
浄
全

一
、

六
九
三
、
上
)

七
四

　と
、
の
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
彼
は
大
乗

の
聖
教
に
依
る
と
い
う
視
点
よ

り
聖
道
、
浄
土
の
二
門
を
分
判
し
な
が
ら
、
小
乗
に
お
け
る
修
道
体
系
に
も
ふ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
小
乗
で
は
、
三
賢
、
四
善
根
等
の

準
備
的
修
業
を
修
め
た
も
の
が
、
は
じ
め
て
無
漏
智
を
生
じ
て
四
諦
を
み
る
見
道

に
入
る
と
さ
れ

(こ
の
段
階
を
も
っ
て
聖
者
と
さ
れ
る
)
、
見
道
に
入
っ
た
も
の
が
、

さ
ら
に
且
ハ体
的
な
こ
と
が
ら
に
対
処
し
て
、何
度
も
修
錬
、修
習
す
る
位
を
修
道
と

い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
修
道
が
す
す
み
究
極
的
な
さ
と
り
に
入

っ
て
、
も
は
や
学

ぶ
べ
き
も
の
が
な
い
位
を
無
学
道
と
い
う
。
修
道
に
お
い
て
事
象

に
ま
よ
う
煩
悩

を
滅
し
て
、
須
陀
疸
果
、斯
陀
含
果
を
経
て
、
五
下
分
結

(欲
界
に
結
縛
す
る
煩
悩
)

を
断

っ
て
阿
那
含
果
に
入
り
、

五
上
分
結

(色
界
、
無
色
界
に
結
縛
す
る
煩
悩
)

を

⑳

断

っ
て
、
阿
羅
漢
果
に
入
り
、
や
が
て
無
学
道
を
さ
と
る
と
い
う
。
彼
は
こ
う
し

た
小
乗
の
修
道
の
過
程
は
、
と
う
て
い
現
在

の
衆
生
に
は
望
め
な
い

と

し

て

い

る
。
っ
ま
り
大
乗
に
お
け
る
真
如
実
相
第

一
義
空
を
体
得
す
る
の
と
対
応
し
て
、

小
乗
の
阿
羅
漢
果

へ
の
修
道
も
、
現
在

の
衆
生
に
は
適
応
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

つ
ま
り
彼
が
大
乗
聖
教
に
よ
り
聖
浄
を
分
別
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
こ

こ
で
小
乗

の
修
道
も
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
聖
道
門
中
に
、
大
乗
と
小
乗

を
認
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
大
乗
の
修
道
に
も
、
小
乗
の

修
道
に
も
堪
え
得
な
い
と
見
定
め
た
彼
は
、
ま
っ
た
く
別

の
立
場
よ
り
浄
土
往
生

を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

是
以
諸
佛
大
慈
勸
歸
二淨
土
一縱
使

一
形
造
レ
惡
、
但
能
繋
レ意
專
精
常
能
念

佛
、

一
切
諸
障
自
然
漕
除
、
定
得
二往
生
一、
何
不
二
思
量
一都
無
二
去
心
一也
。

(浄
全
一
、
六
九
三
、
上
)



と
い
い
、
念
佛
三
昧
に
よ
り
、

一
切

の
諸
障
が
自
然
に
の
ぞ
か
れ
往
生
が
で
き
る

⑳

と
い
う
、
浄
土
の
法
門
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
道
綽
が
こ
こ
で
大

乗

の
修

道

法
、
小
乗
の
修
道
法
を
合
せ
説
き
、
と
も
に
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
不
相
応

と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
さ
き
に
の
べ
た

『
大
経
』
の
念
仏
往
生
の
説
示
を
よ
り
鮮

明
に
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
修
道
の
延
促
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
大

　

乗
に
お
い
て
無
相
を
修
す
る
こ
ど
が
で
き
る
の
は
、
七
地
沈
空
の
難
を
超
え
な
く

て
は
な
ら
ず
、
長
時
を
要
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
小
乗
に
お
い
て

も
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
三
賢

位
、
四
善
根
位
、
須
陀
沍
向
、
須
陀
滬
果
、

阿
那
含
果
、
阿
羅
漢
果
と
い
っ
た
階
位
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
凡
夫
に
と

っ
て

は
、
は
る
か
に
遠
い
道
と
い
え
る
。
道
綽
は
第
五
大
門
に

「
修
道
の
延
促
」
を
明

し
て
、但

一
切
衆
生
莫
レ不
ご
厭
レ苦
求
レ
樂
畏
レ縛
求
ワ解
皆
欲
三早
證
二
無
上
菩
提
一者
、

先
須
下發
二菩
提
心
一爲
う首
此
心
難
レ識
難
レ
起
縦
令
發
一一得
此
心
一依
レ經
終
須
レ

修
t1十
種
行
一謂
信
進
念
戒
定
慧
捨
護
法
發
願
廻
向
進
詣
一一菩
提
一、
然
修
道
之

身
相
續
不
レ繦
逕
一二

萬
劫
一始
證
二不
退
位
一
(浄
全
一
、
六
九
九
、
上
)

と
、
一
万
劫
を
経
て
は
じ
め
て
不
退
位
に
至
る
と
あ
か
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

信
二佛
經
一願
レ
生
二
淨
土
一隨
ご
壽
長
短
二

形
師
至
位
階
ゴ
不
退
壷
ハニ此
修
道

一

萬
劫
一齊
レ
功
。

(浄
全
一
、
六
九
九
、
下
)

と
、

の
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
道
綽
に
は
時
機
を
も

っ

て
修
道
を
規
定
す
る
見
解

の
他
に
、
修
道

の
延
促
と
い
う
基
準
で
も
っ
て
修
道
を

規
定
し
よ
う
と
す
る
見
解

の
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
思

想
の
背
景
に
は
彼
に
仏
教
を
頓
漸
と
い
う
形
式
で
分
別
す
る
考
え
方
が
あ

っ
た
と

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

い
え
る
。

た
と
え
ば
、
隋
代
三
代
思
想
家

の
一
人
と
さ
れ
る
慧
遠
は

『
無
量
寿
経
義
疏
』

巻
上
に
お
い
て
、
彼
は
こ
の
経
典
が
菩
薩
藏

に
収
め
ら
れ
、
し
か
も
根
熟

の
人
の

た
め
の
頓
教
法
輪
な
る
所
以
を
説
い
て
、

云
何
知
レ
頓
、
此
經
正
爲
下凡
夫
人
中
厭
二畏
生
死
一求
二正
定
一者
上、
教
令
三發

心
生
二干
淨
土
一。
不
レ
從
レ小
大
故
、
知
是
頓
。

(浄
全
五
、
一
、
下
)

と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
慧
遠
が

『
大
経
』
を
凡
夫
の
た
め
と
し
て
も
、
凡
夫
が
下
根

な
る
を
認
め
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
す
で
に
頓
教
た
る
理
由

が
凡
夫
よ
り
、
直
接
菩
薩
と
な
る
法
を
説
く
も
の
で
、
そ
れ
は
根
熟

の
人
の
た
め

に
説
い
た
も
の
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
道
綽
が
か

っ
て

『
湟
槃
経
』
の
講
説
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
思

い
起
せ
ば
、
た
と
え
彼
が
涅
槃
の
講
説
を
や
め
、
浄
土
門
に
廻
心
し

た

と

は

い

え
、
こ
の
頓
漸
と
い
う
思
想
を
充
分
に
ふ
ん
ま
え
て
の
主
張
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
命
終
時
に
お
け
る
凡
夫
を
、
彼
は

『大
智
度
論
』
の
文
を
引
い
て
、

一
切
衆
生
臨
終
之
時
、
刀
風
解
レ
形
、
死
苦
來
逼
生
二大
怖
畏
一。

(浄
全

一
、
六
八
七
、
下
)

　
と
の
べ
、
臨
終
の
十
念
を
す
す
め
る

一
つ
の
理
由
と
し
て
い
る
。

ま
た
凡
夫

の
心
の
状
態
に
つ
い
て
、
彼
は
、

諸
凡
夫
、
心
如
二
野
馬
一、
識
劇
二
獲
猴
一、
馳
一一騁
六
塵
一何
曾
停
息
。

(浄
全

一
、
六
八
八
、
上
)

と
の
べ
、
凡
夫
の
心
識
の
つ
ね
に
散
乱
し
て
や
ま
な
い
こ
ど
を
示
し
、
十
念
相
続

を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

道
綽
は
さ
ら
に
第
三
大
門
に
お
い
て
、

『
正
法
念
経
』

の
文
を
引
き
、

七
五
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凡
人
經
二
此
百
千
生
一著
樂
放
逸
不
レ修
レ
道
。
不
レ覺
下往
幅
侵
已
盡
還
墮
三
二

塗
一受
中衆
苦
上。

(浄
全
一
、
六
九
一
、
下
)

　と
の
べ
、
ま
た

『涅
槃
経
』
を
引
い
て
、

此
身
苦
所
レ集
、

一
切
皆
不
淨
。
軛
縛
擁
瘡
等
根
本
無
レ有
二義
利
一。
上
至
二

諸
天
身
一皆
亦
復
如
レ是
。

(浄
全
一
、
六
九

一
、
下
)

　と
、
そ
の
身
を

「苦
」
、

「不
浄
」

と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

今
時
但
看
二現
在
衆
生
一、
若
得
二富
貴
一唯
事
二放
逸
破
戒
一。
天
中
印
復
著
樂

者
多
。

(浄
全

一
、
六
九
ご
、
下
)

と
、

「放
逸
破
戒
」
を
体
と
な
す
凡
夫
性
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
注
意
を
要
す

る
の
は
、
彼
は
曇
鸞
を
も
凡
夫
と
み
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
四
大
門
に
彼
は
六

大
徳
を
列
挙
し
、
そ
の
中
に
曇
鸞
の
行
徳
を
記
す
に
あ
た
り
、

吾
(曇
鸞
)既
凡
夫
智
慧
淺
短
。未
レ
入
二地
位
一、念
力
須
レ
均
。如
三
似
置
レ艸
引
レ

牛
恆
須
レ
繋
二
心
槽
櫪
一。
豈
得
三
縱
放
全
無
二所
歸
一。
(浄
全

一
、
六
九
五
、
上
)

と
の
べ
て
い
る
。
曇
鸞
を
智
慧
浅
短
な
凡
夫
と
規
定
す
る
の
は
、
さ
き
に
彼
が
天

親
、
龍
樹
菩
薩
な
ど
を
聖
者
の
類
に
入
れ
た
の
と
比
較
す
れ
ば
、
注
目
さ
れ
る
点

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
道
綽
は
、

一
方
に
お
い
て
今
日
の
衆
生
を
、
罪
悪
生
死
、
放
逸
破

戒
、
散
心
、
苦
、
不
浄
と
規
定
す
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
多
く
の
経
論
の
説
く

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
今
時
末
法
と
い
う
時
代
の
適
切
な

る
把
握
に
よ
り
、
彼
自
身
が
自
己
の
問
題
と
し
て
主
体
的
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ

り
、
単
に
善
悪
、
苦
楽
と
い
っ
た
よ
う
な
分
別
的
な
機
根
の
劣
悪
性
を
い
お
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。

「去
大
聖
遙
遠
」
と
い
う
時
の
経
過
を
も

っ
て
、
今
時
無

仏
と
い
う
感
は

一
層
深
ま
り
。
自
己

の
お
か
れ
た
時
代

へ
の
深
い
反
省
が
、
彼

の

七
六

凡
夫
観
を
形
成
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
も
は
や
凡
聖
と
い
っ
た
よ
う
な
相

対
的
な
凡
夫
で
は
な
く
、
主
体
的
な
自
覚
よ
り
う
な
が
さ
れ
た
絶
対
的
な
凡
夫
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
教
法
の
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る

対
機
説
法
、
応
病
与
薬
で
は
な
く
、
ま
さ
に
主
体
的
に
自
覚
さ
れ
た
時
が
主
体
的

に
自
覚
さ
れ
た
機
と
相
応
す
る
と
い
う
こ
ど
で
、
時
と
機

の
相
応
を
も

っ
て
教
法

の
実
践
の
あ
る
こ
と
を
あ
か
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四　

さ
て
道
綽
は
末
法
意
識
に
立
脚
し
て
、
教
法
の
時
機
相
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
観
点
よ
り
彼
は
第
三
大
門
に
お
い
て
、

仏
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
分
類
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

依
二
大
乘
聖
教
一良
由
レ不
下得
三
一種
勝
法
一以
排
下生
死
上
。是
以
不
レ出
二火

宅
一。
何
者
爲
レ
ニ
。

一
謂
聖
道
、
二
謂
往
生
淨
土
。
其
聖
道

一
種
今
時
難
レ

證
。

一
由
下
去
二大
聖
一遙
遠
上。
二
由
二
理
深
解
微
一。

(浄
全

一
、六
九
三
、上
)

と
、
判
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
を
二
種

の
勝
法
に
分
別
す
る
こ
と
は
、

そ
の
教
説
の
内
容
、
形
式
に
な
ん
ら
か
の
意
図
を
み
い
だ
し
、
体
系
づ
け
、
そ
こ

に
価
値
判
断
を
お
こ
な
い
、
仏
の
真
実
の
意
図
を
明
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

彼
が
大
乗
仏
教
思
想
に
立
脚
し
て
、
聖
道
、
浄
土
の
二
種
勝
法
に
て
、・
そ
の
体
系

化
を
試
み
、
現
代
的
価
値
づ
け
を
し
た
こ
と
は
中
国

に
お
け
る
浄
土

教

の
展

開

上
、
き
わ
め
て
意
義
の
あ
る
こ
と
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
道
綽
が
現
代
的
価
値
判
断
を
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
判
断
の
基
準
は

な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
彼
は
第

一
大
門
に
お
い
て

明
ご教
興
所
レ由
約
レ
時
被
ワ機
勸
歸
二淨
土
一者
、
若
教
赴
一一時
機
一易
レ
修
易
レ



悟
、
若
機
教
時
乖
難
レ
修
難
レ
入
。

(浄
全
一
、
六
七
三
、
下
)

と
、
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
教
説

の
価
値
判
断
の
基
準
を

「時
」
と

「機
」
に

お
い
て
.決
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
衆
生
の
実

践

の
場
、
い
わ
ぼ
行
縁
に
お
い
て
教
法
の
価
値
判
断
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
ゆ

「
聖
道
」

「
浄
土
」
は
い
ず

れ
も
勝
法
で
あ
り
、
行
体
か
ら
す
れ
ば
同
U

価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ぼ
二
種
分
別
は
成

立
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が

「
其

一
種
今
時
難
證
」
と
示
す
の
は
、
正
し
く
教
説

の
示
す
行
を
、
衆
生
が
実
践
の
場

と
か
か
わ
り
を
も

つ
と
こ
ろ
に
基
因
す
る
こ
と

を
明
確

に
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
種
勝
法
は
教
説
の
深
浅
を
直

接
分
別
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

道
綽
が
こ
の
教
相
判
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
外
的
要
因
は
ど
こ
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

釈
尊

一
生
涯
に
お
い
て
説
か
れ
た
と
す
る
諸
経
典
に
体
系
を
も
う
け
、
価
値
を

定
め
る
と
い
う
教
相
判
釈
は
、
す

で
に
経
典
自
体
に
お
い
て
、

『法
華
経
』
に
大

乗
と
小
乗
の
別
を
示
し
、

『
楞
伽
経
』
に
頓
漸
、

『
華
厳
経
』
に
三
照
、

『涅
槃

経
』
に
五
味
、

『
解
深
密
経
』
に
三
時
の
別
が
説
か
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
に
お
い

て
も

『十
住
毘
婆
沙
論
』
に
難
行
道
、
易
行
道
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
。

中
国
に
お
い
て
は
、
特
に
教
相
判
釈
が
発
達
し
た
の
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
歴
史

的
に
発
達
し
た
諸
経
論
が
、
そ
の
成

立
順
序
と
は
無
関
係
に
、
か
つ
同
時
に
飜
訳

さ
れ
、
研
究
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

の
に
基
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
経
の
多

種
な
教
説
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
信
奉
す
る
教

の
教
義
的
立
場
を
明
確
に

す
る
た
あ
、
教
説
の
体
系
化
が
要
請
さ
れ
た
も
の
で
、
事
実
、
南
北
朝
時
代
に
お

い
て
は
諸
師
に
よ
り
教
判
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
天
台
宗
智
顕

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

の
五
時
八
教
、
三
論
宗
吉
蔵
の
三
蔵
三
論
、
法
相
宗
法
蔵
の
五
教
十
宗
な
ど
は
顕

著
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
当
時
の
仏
教
界
の
傾
向
は
道
綽
に
お
い
て
も
、
浄
土
教
義
を
宣
揚
す

る
に
あ
た
り
、
対
仏
教
界
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
当
然
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
問
題
で
あ

つ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
道
綽
に

一
宗
を
開
創
し
よ
う
と
い

っ
た
意
図
が
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

『安
楽
集
』
に
は
直
接
明
し
て
い
な

い
が
、
彼
が
第

二
大
門
に
摂
論
家

の
別
時
意
説
を
会
通
し
た
り
、
ま
た
三
身
三
土

説
を
主
張
す
る
に
あ
た
り
、
摂
論
家

の
説
く
身
土
説
を
批
判
し
、
真
義

の
究
明
に

つ
と
め
て
い
る
こ
と
よ
り
推
測
す
れ
ば
、
充
分
、
当
時
の
聖
道
諸
宗
を
意
識
し
、

そ
う
し
た
外
的
要
請

に
答
え
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
の
あ

っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。一

方
内
的
な
要
因
と
し
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
末
法
思
想
に
よ
る
、
時
機

の
主

体
的
自
覚

で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
今
時

の
衆
生

の
機
根
に
対
す
る
適
確
な
把

握

で
あ
る
。
彼
は
第
三
大
門
に
お
い
て
、

一
切
衆
生
皆
有
二佛
性
一。
遠
劫
以
來
應
値
二多
佛
一、
何
因
至
レ今
仍
自
輪
二

迴
生
死
一不
レ
出
二火
宅
一。

(浄
全

一
、
六
九
二
、
下
)

と
の
べ
て
い
る
。

「値
多
仏
」
と

「不
出
火
宅
」
と
の
認
識
は
、
同

一
自

己

内

に
、
同
時
に
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
自
己
を
み
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
前
者
は
当

然
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
「巳
を
見
、
後
者
は
逆
に
ま
っ
た
く
救
わ
れ
る
こ

と
の
な
い
自
己
を
見
る
。
道
綽

の
時
機

の
主
体
的
自
覚
と
は
、
正
し
く
こ
の
二
律

背
反
す
る
二
つ
の
自
己
を
同

一
自
己
の
中
に
認
め
、
し
か
も
同
時
に
そ
の
二
者

の

成
立
を
許
容
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
お
い
て
は
仏
性

の
有

無
が
閥
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
二
律
背
反
す
る
自
己
に
め
ざ
め
る
こ
と
、
ま
た

七
七
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同

一
自
己
内
に
相
矛
盾
す
る
自
己
を
許
容
す
る
こ
と
に
、
よ
り
重
点
が
お
か
れ
た

と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

コ

切
衆
生
悉
有
仏
性
、
如
来
常
住
無
有
変

易
」
と
い
う
普
遍
的
真
理
は
厳
然

と
し
て
存
し
て
も
、
そ
こ
に
そ
の
開
発
さ
れ
る

べ
き
仏
性
が
衆
生
の
実
践

(救
済
)
行
に
、
今
直
接
か
か
わ
り
を
も
た
な

け

れ
ば

そ
の
効
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
二
つ
の
自
己
を

『安

楽
集
』
の
各
所
に
お
い
て
の
べ
て
い
る
。
た
と
え
ぼ
、
第

一
大
門
に
聞
経
の
宿
縁

を
説
き
、

『
涅
槃
経
』
を
引
い
て
、

佛
告
二
迦
葉
菩
薩
一。
若
有
二衆
生
一於
二熙
連
河
沙
等
諸
佛
所
一發
二菩
提
心
一、

然
後
乃
能
於
二惡
世
中
一聞
二是
大
乘
教
典
一不
レ
生
二,1L
1111
1。
若
有
下衆
生
於
二

一
恆
河
沙
等
佛
所
一發
南
菩
提
心
上
、
然
後
乃
能
於
二惡
世
中
一聞
レ
經
不
レ
起
二誹

謗
一、
深
生
二愛
樂
一。

(浄
全

一
、
六
七
四
、
下
)

　と
の
べ
、
前
生
に
お
い
て
発
心
供
仏

の
い
か
に
多
い
か
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り

こ
れ
は

「聞
経
」
に
仏
性

の
開
発

を
示
そ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
自
己
の
肯
定
的
な

一
面
を
観
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
道
綽
は
自
己
の
限
定
的
、
否
定
的
な
面
を
強
調
す
る
の
に
、
よ
り
注
意

を
は
ら

っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
も
引
用
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
や
は
り

『
涅
槃
経
』
を
引

い
て
、

此
身
苦
所
レ集
、

一
切
皆
不
淨
。
軛
縛
擁
瘡
等
根
本
無
レ有
二義
利
一。
上
至
二

諸
天
身

一皆
亦
復
如
レ是
。

(浄
全

一
、
六
九
一
、
下
)

と
の
べ
、
自
己
を

「苦
所
集
」
と
示

し
、
ま
た
、

取̀
二
三
千
大
千
世
界
草
木
一截
爲
二
四
寸
籌
一、
以
數
二
一
劫
之
申
所
レ受
身
父
母

頭
數
一、
獪
自
不
レ漸
。

(申
略
)
如
レ是
遠
劫
已
來
徒
受
二
生
死
一至
二
於
今
日
一

獪
作
二
凡
夫
之
身
一何
曾
思
量
傷
歎
不
レ
己
。

(浄
全

一
、
六
九
二
、
上
)

七
八

0　と

の

べ
、

無

始

劫

よ

り
,

凡

夫

身

と

し

て

の
受

身

の
数

の
多

い

こ

ど
を

な

げ

い

て

い

る
。

ま

た

『
大

智

度

論

』

を

引

用

し

て
、

そ

の
劣

性

を

輪

二
迴

六

道

一受

二
苦

樂

二
報

一
生
死

無

レ
窮

。

胎

生
翫

爾

餘

三

生
亦

如

レ
是

。

(浄
全

一
、
六
九

一
、
下
)

　と
、
凡
夫
の
流
転
性
を

一
切
衆
生
に
普
遍
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
み
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
。

道
綽
は
さ
ら
に
、
こ
の
同

一
自
己
に
お
け
る
二
面
性
を

「
仏
性
」
の
見
地
よ
り

劣
性

の
否
定

へ
の
試
み
と
す
る
の
で
あ
る
。
再
び

『
涅
槃
経
』
を
引
い
て
、

勸
修
二不
放
逸
一。
何
以
故
、
夫
放
逸
者
是
衆
惡
之
本
、
不
放
逸
者
乃
是
衆
善

之
源
。

(浄
全
一
、
六
九
一
、
下
)

膕
・
放
逸
な
る
が
ゆ
え
に
不
出
火
宅
で
あ
る
と
し
て
い
る
・
ま
た

『
大
荘
厳
論
』

を
引
い
て
、

盛
年
無
レ患
時
懈
怠
不
二精
準

。
貪
二營
衆
事
務
ネ

蓚

二施
戒
禪
一。

(浄

全

一
、

六
九

二
、
下

)

　と
の
べ
、
六
波
羅
蜜
行
を
実
践
し
な
い
が
故
に
、
輪
廻
無
窮
な
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
大
乗
仏
教
の
も
つ
基
本
的
な
立
場
よ
り
、
そ
の
解
決
に
あ
た
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
道
綽
が
真
に
主
張
す
る
解
決
法
は
、
劣
性
の
否
定
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
。
い
っ
て
み
れ
ぼ
そ
れ
は
、
同

一
自
己
に
お
い
て
相
反
す
る
二
つ
の
自
己
は
、

そ
の
劣
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
た
自
己

(肯
定
的
自
己
)
つ
ま
り
仏

性
を
、
さ
ら
に
否
定
的
自
己
に
お
い
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い

っ
た
論
理
は
道
綽
に
お
い
て
は
明
瞭
に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
が
、「無

始
劫
」
の
思
想
に
そ
の

一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
輪
廻
無
窮
な
る
こ
と



を
時
間
的
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
普
遍
化
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
時
劫
の
大

小
を
腸
す

の
に
、

『智
度
論
』
を
引

い
て
、
時
劫
に
三
種
あ
る
こ
と
を
示
し
、

一

小
劫
を
の
べ
、

如
ゴ
方
四
十
里
城
一、
高
下
然
。
滿
二中
芥
子
一有
二長
壽
諸
天
一三
年
去
レ
一
乃

至
芥
子
盡
名
二
一
小
劫
一。

(浄
全

一
、
六
九
一
、
上
)

　ど
い
う
。
し
た
が
っ
て

「
無
始
劫
来
、
在
此
輪
廻
無
窮
」
の
無
始
劫
は
、
す
で
に

尺
度

の
範
躊
を
脱
し
た
も
の
と
い
え

る
。

つ
ま
り
本
来
有
限
的
な
尺
度
で
も

っ
て

計
り
が
た
き
も
の
を
、
尺
度
に
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

劣
性
的
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
も

の

で

は

な

く
、
劣
性
と
し
て
し
か
存
し
な
い
自
己
を
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
つ

く
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
劣
性
な
る
自
己
を
普
遍
化
す
る
こ
と
は
究
極
的
な
問
題
を
解
決
し
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
聖
道
、
浄
土
の
質
的
転
換
、
次
元
の
相
異
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

道
綽
は
聖
道
、
浄
土
の
二
門
を
分
判
し
、
聖
道
門
の

一
種
は
今
時
証
し
難
し
と

断
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
は
行
縁
と
の
か

か
わ
り
に
お
い
て
二
門
を
判
別
す
る
の
で
あ
る
が
、

「
今
時
難
証
」
と
い
う
。
決

し
て

「今
時
難
修
」
と
は
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
彼
は
直
接
究
極
の
目
的
と
し

て
の
証
を
難
と
す
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
難
証
の
理
由
と
し

て
、

「去
大
聖
遙
遠
」
と

「理
深
解
微
」
の
二
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
二
理

由
は
、
す
で
に
第

一
大
門
に
お
い
て
今
時
の
衆
生
を
規
定
し
て
、
そ
の
行
に
関
し

て

「
懺
悔
修
福
」
と

「称
仏
名
号
」
を
正
学
と
し
、

「定
慧
」
を
兼
学
と
す
る
理

由
ど
し
て
示
し
た
も
の
と
同

一
の
基
調
に
立

つ
も
の
と
い
え
る
。
称
名
正
学
、
定

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
冊
判
に
つ
い
て

慧
兼
学
の
見
解
に
お
い
て
は
、

「
去
大
聖
遙
遠
」
は
称
名
と
定
慧
を
決
定
的
に
判

別
す
る
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
い
ま
だ
兼
学
と
し
て
の
定
慧
は
存
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
聖
を
去
る
こ
と
が
近
け
れ
ば
定
慧
が
正
学
と
い
う
地

位
を
も
ち
、
大
聖
を
去
る
こ
と
が
遙
遠
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
地
位
が
入

れ
か
わ

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
い
う
「
去
大
聖
遙
遠
」は
、
遠
近

と
い
う
尺
度
の
対
照
と
し
て

一
応
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
第
三
大
門
で
あ
か
す

「
去
大
聖
遙
遠
」
も
や
は
り
時
間
的
な
尺
度
の

み
に
て
理
解
す
る
こ
ど
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う

「去
大
聖
遙
遠
」

も
や
は
り
仏
滅

一
五
〇
〇
年
と
い
う
歴
史
的
時
間

の
経
過
を
自
覚
さ
せ
、

『大
集

月
蔵
経
』
の
説
く
よ
う
な
教
法
の
衰
退
を
基
盤
と
し
て
、
時

の
自
覚
を
う
な
が
す

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
無
相
善
を
修
す
る
こ
と
の
で
き
る

聖
者
を
、
今
時
に
お
い
て
も
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
な
い
点
か
ら
す
る
と
、

聖
道
門
の
勝
法
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
ま

し
て
彼
が
主
体
的
に
自
覚
し
た

「
去
大
聖
遙
遠
」
は
、
彼

の
求
道
体
験
よ
り
も
た

ら
さ
れ
た
、
さ
ら
に
深
刻
な
人
間
性

の
反
省
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。
い
か
に
勝
法

と
い
っ
て
も
現
実
の
人
間
に
適
応
し
な
い
も
の
で
は
効
果
が
な
い
と
い
う
彼
の
基

本
的
な
仏
教
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
す
こ
し

「去
大
聖
遙
遠
」

の
思
想
的
展

開
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

「去
大
聖
遙
遠
」
の
基
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
釈
尊

の
入
滅
に
あ
る
。
釈
尊

の

入
滅
は
仏
道
求
法
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も

つ
も
の
と
い
え
る
。

釈
尊
が
在
世
中
に
人
格
あ
る
仏
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
直
接
、
あ
る
い
は
間
接
に

お
よ
ぼ
し
た
教
化
力
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
人
格
を

も

っ
た
釈
尊
を
目
で
み
る
こ
と
も
、
そ
の
説
法
を
直
接
耳
で
聞
く
こ
と
も
不
可
能

七
九
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で
あ
る
。

つ
ま
り
釈
尊

の
入
滅
は
、
す
な
わ
ち
無
仏

の
世
と
し
て
の
自
覚
を
わ
れ

わ
れ
に
与
え
る
毛
の
で
あ
る
。
こ
の
無
仏
観
が
主
体
的

に
自
覚
さ
れ
る
時
、
そ
こ

に
は
と
う
て
い
近
づ
き
が
た
い
断
絶

を
み
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

一
方
仏

格
を
甚
深
甚
妙
な
如
来
法
性

へ
と
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば

「
大
聖
遙
遠
」
は
時
閭
的
経
過

(連
続
)
に
お
い
て
仏
を
み
よ
う
と
す
る
の

で

は

な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
は
次
元

を
異
に
す
る
世
界
に
仏
を
設
定
す
る
こ
と
で

あ
り
、
仏
と
衆
生
と
の
断
絶
を
明
確

に
あ
か
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
意
味

に
お
い

て

「
理
深
解
微
」
は
衆
生
問
に
お
け

る
相
対
的
深
浅
を
い
う
の
で
は
な
く
、
真
如

法
性
に
対
し
て
衆
生
の
認
識
力
の
微
劣
微
少
な
る
こ
と
を
反
省
さ
せ
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。

こ
の
無
仏
の
主
体
的
な
把
握
は
わ
れ
わ
れ
に
と
う
て
い
救
わ
れ
難

い
人
間
を
発

見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
有
仏

へ
の
期
待

と
、
同
時
に
阿
弥
陀
仏

の
常
住

す
る
浄
土

(彼
土
)
に
願
生
す
る
と

い
う
、
往
生
思
想

へ
の
展
開
が
あ
る

ど

い
え

る
。
道
綽
に

「其
聖
道

一
種
今
時
難
証
」
と
断
定
さ
せ
た
も
の
は
、
曇
鸞

の
場
合

と
同
様
に
こ
の

「無
仏
観
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
彼
は
、
今

時
無
仏
の
世
の
最
適
の
法
門
と
し
て
浄
土
門
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

唯
有
二淨
土

一
門
一可
二通
入
一路
。

(浄
全
一
、
六
九
三
、
上
)

と
い
う
。

「唯
有
」
は
そ
の
絶
対
独
立
価
値
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「今
時
難
証
」
と
い
う
聖
道
の
絶
対
的
な
否
定
は
、
浄
土
を
も

っ
て

「唯
有
」

の

道
と
自
覚
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
聖
道
、
浄
土
の
二
門

の
分
判
は
、
教

判
的
意
図
を
も
ち
な
が
ら
も
、
単

に
聖
道
を
否
定
し
、
浄
土
を
肯
定
す
る
と
い
っ

た
平
面
的
な
判
釈

で
は
な
く
、
時
機
相
応
を
根
底
と
す
る
、
主
体
的
に
自
覚
さ
れ

た
立
体
的
判
釈
で
あ
る
ど
い
え
る
。

八
〇

そ
れ
で
は
道
綽
の
主
張
す
る
聖
道
、
浄
土
の
二
門
判
は
道
綽
の
創
唱
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
の
思
想
的
淵
源
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
あ

る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
そ
れ
を
求
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
生
ず
る
と
い
う
往
生
思
想
は
唐
す
で
に
阿
弥
陀
仏
経
典
の

成
立
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
っ
し
か
し

一
大
仏
教
教
説
を
聖
道
、
浄
土
に

判
別
し
、
浄
土
門
に
そ
の
現
代
的
価
値
を
認
め
、
浄
土
門
の
独
立
性
を
明
瞭

に
し

た
の
は
、
正
し
く
道
綽
の
創
唱
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
二
門
判
釈
が
後
世
の
浄

土
教

の
展
開
に
お
い
て
、
多
く
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
、

そ
の
思
想
の
淵
源
を
考
察
し
て
み
る
と
、
彼
の
問
題
意
識
と
し
て
の

コ

切
衆

生
皆
有
仏
性
。
遠
劫
以
来
応
値
多
仏
、
何
因
至
今
仍
自
輪
迴
生
死
不
出
火
宅
。
」

と
い
う
疑
問
は
、

『
大
乗
起
信
論
』
に
真
如
内
熏
を
論
じ
、

「真
如
は

一
切
諸
仏

の
根
本
で
あ
り
、
仏
性
と
も
い
う
。
し
た
が

っ
て
何
人
も
真
如
の
顕
現
で
な
い
も

の
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
発
心
し
、
同
時

に
成
仏
す
べ
き

は

ず

で

あ

る
。
し
か
し
釈
尊
な
ど
は
す
で
に
成
仏
し
た
の
に
、
わ
れ
わ
れ
が
成
仏
し
な
い
の

CD

は
ど
う
し
て
か
」
と
、
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
問
題

の
発
想
と
し
て
は
同

じ
も
の
で
、
道
綽
が

『安
楽
集
』
に

『起
信
論
』

の
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
こ
の
疑
問
は

『
起
信
論
』
か
ら
示
唆
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
問
題
の
解
決
に
あ
た

っ
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
曇
鸞

の
思
想
を
強

く
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

『往
生
論
註
』

の
難
行
道
、
易
行
道

の
見
解
を

う
け
る
も
の
と
い
え
る
。
彼
は
聖
浄
二
門
判
を
明
す
に
あ
た
っ
て
、
『
往
生
論
註
』

の
文
を
引
い
て
、

求
ユ阿
眦
跋
致
一有
三
一種
道
一。

一
者
難
行
道
、

二
者
易
行
道
。

(浄
全

一
、
六
九
〇
、
上
)



と
、
難
、
易
の
二
道
を
示
し
、

つ
づ
い
て
、

11111
二難
行
道
一者
、
謂
在
二五
濁
之
世
於
無
佛
時

一、
求
二
阿
毘
跋
致
一爲
レ難
。

此
難
乃
有
二多
途
一。
略
述
有
レ
五
。
何
者

一
者
外
道
相
善
亂
圭
口薩
法
一。

二

者
聲
聞
自
利
郵
二大
慈
悲
一。
三
者
無
顧
惡
人
破
二他
勝
徳
一。
四
者
所
有
人

天
顛
倒
善
果
壞
二人
梵
行
一。
五
者
唯
有
二
自
力
一無
二他
力
持
一。
如
レ斯
等
事

觸
レ
目
皆
是
。
譬
如
二陸
路
歩
行
則
苦
一、
故
日
二難
行
道
一。
ljll�.二易
行
道
一

者
、
謂
以
二信
佛
因
縁
一願
レ
生
二淨
土
一起
レ心
立
レ徳
修
二諸
行
業
一佛
願
力
故

師
便
往
生
、
以
二
佛
力
住
持

一師
入
二
大
乘
正
定
聚
一。
正
定
聚
者
師
是
阿
眦
跋

致
不
退
位
也
。
譬
如
二
水
路
乘
船
則
樂
一、
故
名
二易
行
道
一也
。

(浄
全

一
、
六
九
〇
、
上
)

と
、

の
べ
て
い
る
。
こ
の
文
は

『往
生
論
註
』
の
冒
頭
に
あ
る

『十

住

毘

婆
沙

　

論
』

の
難
易
二
道
の
見
解
を
示
す
文
と

一
致
す
る
。
し
た
が

っ
て
道
綽
が
、
こ
の

曇
鸞

の
難
易
二
道
説
の
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

今
、
曇
鸞
が

『易
行
品
』
に
示
さ
れ
た
難
易
二
道
を
受
容
し
、
展
開
す
る
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
綽
の
主
張
す
る
聖
道
二
門
判
の
思
想
的
系

譜
を
考
え
て
み
よ
う
。

『
易
行
品
』
に
示
す
龍
樹
の
難
易
二
道
説
と
は
、

汝
言
阿
惟
越
致
地
是
法
甚
難
、
久
乃
可
得
、
若
有
易
行
道
疾
得
至
阿
惟
越
致

地
者
、
是
乃
怯
弱
下
劣
之
言
、
非
是
大
人
志
幹
之
説
。
汝
若
必

欲

聞

此

方

便
、
今
當
説
之
。
佛
法
有
無
量
門
、
如
世
間
道
有
難
易
、
陸
道
歩
行
則
苦
、

水
道
乘
船
則
樂
。
菩
薩
道
亦
如
是
。
或
有
勤
行
精
進
、
或
有
以
信
方
便
易
行

疾
至
阿
惟
越
致
地
者
。

　と
、
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
者

の
思
想
的
展
開
に
関
し
て
は
、
す
で
に
藤
堂

恭
俊
氏
が

『無
量
寿
経
論
註

の
研
究
』

の

「易
行
思
想
と
そ
の
展
開
」
に
お
い
て

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

考
察
さ
れ
て
い
る
。
今
、
そ
の
見
解
を
参
考
に
し
な
が
ら
論
を
す
す
め
る
こ
と
に

す
る
。『易

行
品
』
の
難
易
二
道
説
は
、
阿
惟
越
致
を
体
得
す
る
の
を
究
極

の
目
的
と

す
る
の
で
あ
る
が
、
難
易
は
対
立
的
な
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
惟
越
致
を
求

め
る
主
体
と
し
て
の
そ
の
機
根
に
関
し
て
、

「
怯
弱
下
劣
」
と

「
大
人
志
幹
」
と

の
べ
、
ま
た
そ
の
行
に
関
し
て
は
陸
道
の
歩
行
は
苦
と
い
う

「勤
行
精
進
」
に
対

し
て
、
水
道
の
乗
船
は
楽
と
い
う

「
信
方
便
」
、
そ
し
て
そ
の
行

の
得
果
と
し
て

「
久
乃
可
得
」
と

「
疾
得
至
」
と
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
相
対
概
念
に
よ
り
示
さ

れ
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
ぼ
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
体
験
す
る
大

小
、
苦
楽
、
久
疾
と
い
う
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
概
念

を
認
識
す
る
に
は
、
当
然
そ
こ
に
そ
の
概
念
を
規
定
す
る
基
準
を
も
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
単
に
難
易
と
い

っ
て
も
、
何
を
基
準
と
し
て
難
と
な
し
、
何
を
基
準

と
し
て
易
と
な
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

龍
樹
の
難
易
二
道
説
に
お
い
て
は
、
阿
惟
越
致
を
求
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
真

如
実
相
第

一
義
空
を
体
得
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
も

つ
と
こ
ろ
の
相

対
的
概
念
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
相
対
的
概
念

を
も

っ
て
は
表
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
空
の
実
践
を
、

わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
こ
と
の
可
能
な
難
易
と
い
う
実
践
行
を
も

っ
て
示
す
と
こ

ろ
に
、
易
行
道

の
も
つ
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
龍
樹

の

い
う
二
道
は
、
単
に
難
易
相
対
の
難
行
、
易
行
で
は
な
く
、
空
の
実
践
が
相
対
的

概
念
の
否
定
に
立

つ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
難
で
あ
り
、
相
対
的
立
場
に
立

つ
限
り
難
行
道
と
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
龍

樹
に
お
い
て
は
、
難
易
二
道
説
は
教
判
的
意
図
に
も
と
ず
く
も
の
で
は
な
く
、
あ

八
一



人

文

学

論

集

く
ま
で
行
自
体
、
行
そ
の
も
の
に
対

し
て
難
易
を
分
別
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
そ
こ
に
は
怯
弱
下
劣
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
低
い
機
根
の
も
の
を
、
阿
惟
越

致
地
と
い
う
仏
道
の
実
践

へ
導
き
入
れ
よ
う
と
す
る
大
乗
仏
教
的
な
意
図
を
も

つ

も
の
で
あ
り
、
易
行
と
し
て
の
実
践

は
わ
れ
わ
れ
が
も
つ
相
対
的
概
念
に
お
け
る

場
、
い
わ
ば
日
常
経
験
と
し
て
の
易
行
が
そ
の
ま
ま
仏
道
実
践
の
基
調
と
な
る
点

に
お
い
て
、
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
方
曇
鸞
は
、
こ
の
龍
樹
に
お
け

る
難
易
二
道
説
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
彼
は

独
自
に
行
体
と
し
て
の
易
行
観
を
行
縁
と
い
う
視
点
に
お
い
て
把
握
し
、
さ
ら
に

行
者
の
実
践
的
態
度
を
示
す
、
自
他

二
力
の
問
題
に
展
開
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
重
要

な
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。
曇
鸞
は
難
行
、
易
行
を
「
五
濁
之
世
、
無
仏
之
時
」
ど

い
う
実
践

の
場
に
視
点
を
お
く
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

つ
ま
り
現
実
の
今
、
こ

の
時
代
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
不
退
転

へ
の
道
を
行
ず
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
有
効

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
立
脚

し
て
い
る
。
い
わ
ば
実
践
の
場
に
難
易
を
分

別
す
る
基
準
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
五
濁

の
世
、
無
仏
の
時
に
お
い
て
阿

毘
婆
致
を
求
め
る
こ
と
を
難
と
す
る
理
由
と
し
て
、
五
つ
の
理
由

を

あ

げ

て
い

る
。
そ
の
う
ち
前
四
の
理
由
は
彼

の
経
験
上
、
難
ど
分
別
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

第
五
番
目
の

「
唯
有
是
自
力
無
他
力
持
」
と
い
う
の
は
、
当
時
、
仏
教
界
内
部
に

お
い
て

一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
実
践
的
態
度
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
す

べ

て
時
と
教
法
と
の
不
相
応
と
い
う
点
よ
り
難
行
道
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
曇
鸞
の
示
す
易
行
道
と
は
、

「
但
以
信
仏
因
縁
願
生
浄
土
。
乗
仏
願
力

便
得
往
生
彼
清
浄
土
。
仏
力
住
持
即

入
大
乗
正
定
之
聚
。
正
定
即
是
阿
毘
跋
致
。」

(浄
全

一
、
二
一
九
、
上
)
と
、
の
べ
る
よ
う
に
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
強
調
と

あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
を
増
上
縁
と
し
て
受
け
入
れ
る
受
動
的
な
実
践
態
度
に
お
い

八
二

て
、
阿
毘
跋
致
に
入
る
他
力
易
行
を
い
う
も
の
で
、
龍
樹
と
の
問
に
は
明
ら
か
に

展
開
の
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
龍
樹
の
難
易
二
道
説
は
行
そ
の
も
の
、
行
体
に
つ
い
て
難
易
を
分
別

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
た
曇
鸞
は
、
仏
道
が
実
践
さ
れ
る
実
践

の
場

と
の
か
か
わ
り

(行
縁
)
に
お
い
て
難
易
を
分
別
し
、

自
力
、

他
力

へ
と
展
開
し

た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
道
綽

の
提
唱
す
る
聖
浄
二
門
判
は
、
こ
の
二
者
の
思
想
的
展
開
を
い

か
に
受
容
し
、
ど
こ
ま
で
許
容
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
第
二
大
門
に
お
い

て

「菩
提
是

一
。
修
因
亦
応
不
一
こ

と
い
う
点
よ
り
、
難
易
二
行
に
対
す
る
疑
義

を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

何
故
在
レ
此
修
レ因
向
二佛
果
一名
爲
二難
行
一、
往
二生
淨
土
一期
二大
菩
提
一乃

名
二易
行
道
一也
。

(浄
全

一
、
六
九
〇
、
下
)

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
疑
問
は
真
如
実
相
第

一
義
空
と
い
う
よ
う
な
法
身
の
菩
提

と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
行
体
そ
の
も
の
が
菩
提
で
あ
り
、
行
体
と
し
て
の
難

易
と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

『易
行
品
』
に
お
い
て
難

易
を
行
体
と
し
て
分
別
し
た
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「此
土
入
聖
」

を
難
行
道
と
し
、

「
往
生
浄
土
」
を
易
行
道
と
す
る
見
解
は
、
曇
鸞
の
難
行
道
、

易
行
道
に
対
す
る
考
え
を
継
承
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
道
綽

は
、

諸
大
乘
經
所
レ
辨

一
切
行
法
皆
有
二自
力
、
他
力
、
自
攝
、
他
攝
一。

(浄
全

一
、
六
九
〇
、
下
)

と
答
え
て
い
る
。
難
行
、
易
行
は

『易
行
品
』
に
お
い
て
説
く
と
こ

ろ

で

あ

る

が
、
自
力
、
他
力
は
大
乗
経
典

の
広
く
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら



に
彼
は
こ
の
例
証
と
し
て

『薩
遮
尼
乾
子
経
』

『地
持
経
』
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
彼
は
第
五
大
門
に
、

『倶
舎
釈
論
』
の
説
く
難
行
道
に
関
す
る
見
解
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

於
二三
大
阿
僭
祗
劫

一
一
劫
中
一皆
且
ハ三
碣
智
資
糧
六
波
羅
蜜

一
切
諸
行
一。

一
一
行
業
皆
有
二百
萬
難
行
之
道

一始
充
二
一
位
一。
是
難
行
道
也

(浄
全

一
、
六
九
九
、
下
)

⑳と
、
六
波
羅
蜜
行
を
修
す
る
の
は
、
修
道
の
延
促
と
い
う
点
よ
り
難
行
道
と
判
断

し
て
い
る
。

一
方
易
行
道
を
明
す
に
、
同
釈
論
を
引
い
て

若
由
三別
有
二方
便
一有
二
解
脱
一者
名
易
行
道
一也
。

(浄
全

一
、
六
九
九
、
下
)

と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
は

『倶
舎
釈
論
』
、

「中
分
別
世
間
品
」
四
の
取

意
文
で
あ
り
、
本
文
に
は

「由
六
波
羅
蜜
百
万
難
行
道
」

「何
用
久
修
此
大
難
行

道
」
と
、
難
行
道
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
易
行
道
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
彼
は
本

文
に

「若
由
別
方
便
。
有
解
脱
」
と
あ
る
の
を
易
行
道
と
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
は
こ
の
修
道
の
延
促
と
い
う
見
解

よ
り
、

若
能
明
信
二佛
經
一願
レ
生
二淨
土

一、
隨
一一壽
長
短
二

形
師
至
位
階
二不
退
一。

與
二此
修
道

一
萬
劫
一齊
レ功
。
諸

佛
子
等
何
不
ご思
量
一不
二捨
レ難
求
ワ易
也
。

(浄
全

一
、
六
九
九
、
下
)

と
、
断
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
綽

の
延
促
の
見
解
は
、

『易
行
品
』
に
お
い
て

も

「久
乃
可
得
」

「疾
得
」
ど
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
寿
命
の
長
短

に
基
準
を
置
く
の
は
、
人
間
の
も
つ
日
常
経
験
の
最
も
基
本
的
な
現
象
に
そ
の
解

答
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
よ
り

一
層

「
疾
得
」
の
明
確
さ
を
示
す
も
の
と

い
え
る
。
ま
た

「不
思
量
不
捨
難
求
易
也
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の
思
量
を
超
え

た
絶
対
的
易
行
と
し
て
の
願
生
行
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
曇
鸞
が
他
力

の

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

信
を
勧
め
て

「
勿
二自
局
分
一」

(浄
全
、
一
、
ご
五
六
、
上
)

と
い
っ
た
の
に
帰

一

す
る
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
道
綽
に
お
け
る
他
力
の
見
解
も
、
そ
の
多
く
は
曇

鸞
の
見
解
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
他
力
に
対
す
る
見
解
を

臨
二
命
絡
時
一阿
彌
陀
如
來
光
臺
迎
接
途
得
二往
生
一部
爲
二他
力
一。

(浄
全

一
、
六
九
〇
、
下
)

と
の
べ
る
の
は
、
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
曇
鸞
の

「
但
以
信
仏
因

縁

願

生

浄

土
。
乗
仏
願
力
便
得
往
生
彼
清
浄
浄
土
。
仏
力
住
持
即
入
大
乗
正
定
之
聚
。
」
と

い
う
見
解
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
道
綽
が

『観
経
』
下
下
品
の
臨
終

の

十
念
往
生
に
直
接
結
び

つ
け
て
、
し
か
も
阿
弥
陀
如
来

の
来
迎
に
対
し
て
他
力
と

名
づ
け
た
の
は
、
単

に
仏
願
力
に
乗
ず
る
行
を
も

っ
て
他
力
ど
す
る

の

で

は

な

く
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏

の
来
迎
と
い
う
他
力
を
認
め
る
も
の
で
、

『観

経
』
に
即
し
て
他
力
義
を
顕
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。

(五)

 

以
上
、
道
綽
の
聖
道
、
浄
土
の
二
門
判
は
、
単
な
る
教
判
と
い
う
わ
く
を
こ
え

る
も
の
で
、
そ
れ
は
曇
鸞
の
易
行
思
想
の
展
開
に
お
い
て
み
ら
れ
た
自
力
、
他
力

の
二
力
説
を
基
礎

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
曇
鸞
が

「無
仏
之
時
」

「
五
濁
之
世
」
と
い
う
行
縁
に
お
い
て
難
易
を
定
め
と
っ
た
の
は
、
道
綽
に
お
い

て
も
同
様
で
、
彼
に
お
い
て
は

「去
大
聖
遙
遠
」

「理
深
解
微
」
と
い
う
実
践
の

場
に
て
聖
浄
を
判
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
曇
鸞
に
お
い
て
は

「
無
仏
之

時
」
と
い
う
の
み
で
、
仏

の
入
滅
を
去
る
時

の
遠
近
ま
で
問
題
に
す
る
に
は
至
ら

な
か

っ
た
が
、
道
綽
は
仏
滅
後

の
第
四
の
五
百
年
と
い
う
明
確
な
時
代
観
を
ふ
ま

え
て
、
時
機
に
対
す
る
新
た
な
体
験
と
し
た
の
で
あ
る
。
道
綽
が
時
を
強
調
し
た

八
三



人

文

学

論

叢

の
は
、
時
が
機
を
左
右
す
る
決
定
力

が
あ
る
と
み
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
道
綽
に
お
け
る
時
の
主
張

は
、
末
法
思
想
と
あ
い
ま

っ
て
、
仏
道
修
行

者
に
強
烈
な
教
化
力
を
お
よ
ぼ
す
ご
ど
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
の
い
う

「
無

仏
時
求
阿
眦
婆
致
為
難
」
と
道
綽
の

「其
聖
道

一
種
今
時
難
証
」
と
い
う
文
を
対

比
す
れ
ば
、
道
綽
に
お
い
て
時
機
に
対
す
る
省
察
の

一
層
の
深
ま
り
を
感
じ
る
。

今
時
に
お
い
て
、
も
は
や
聖
道
は
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
聖
道
的

自
己
の
あ
り
方
に
深
い
反
省
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
否
定
を

と
お
し
て
、
浄
土
往
生
と
い
う
他
力
道

が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

南
北
朝
よ
り
隋

・
唐

の
変
遷
に
お
い
て
、
北
地
に
展
開
し
た
機
の
主
体
的
な
自

覚
は
、
道
綽
に
お
い
て
時

の
自
覚
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
明
確
と
な

っ
た
。

そ
れ
は
、
教
法
の
勝
義
を
競
う
学
解
中

心
の
仏
教
に
対
し
て
特
異
な
地
位
を
占
め

る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導

へ
と
展
開
す
る
浄
土
教
の
流
れ

の
中
で
、
こ
と
に
道
綽
の
聖
浄
二
門
判
の
も

つ
意
義
は
大
き
い
と
い
え
る
。

(
一
九
七
五
、
七
、
ご
七
)

(
註
)

①

仏
教
に
お
け
る
機

の
思
想

の
歴
史
的
展
開
を
論
じ
た
も

の
で
、
ま
と
ま

っ
た
も

の
に

は
横
超
慧
日
氏

「
仏
教

に
お
け
る
宗
教
的
自
覚
」
ー
機

の
思
想

の
歴
史
的
研
究
i

と

い
う
論
文
が
あ
る
。

こ
の
論
文
は
道
綽
に
も
ふ
れ
、
参
考

と
す

べ
き
点
が
多

い

(横

超
慧
日
著

『
申
国
仏
教

の
研
究
』
第

二
所
収
)
。

③

横
超
慧
日
氏
は
前
掲
論
文

に
お

い
て

「
三
階
教

の
信
行
禅
師
は
、
所
為

の
衆
生
と
所

依

の
処
と
説

の
時
節

に

つ
い
て
験

す
べ
し
と
い
い
、
機

と
処

と
時
と
を
並
列
し
て
い

る
。
信
行
よ
り
す

れ
ば
、
機
と
処
と
時

と
の
相
関
を
認
め
た
た
め
に
か
く
並
列
し
た

の
で
あ
る
。
」

(
五
九
頁
)
と
し

て
い
る
。

③

『
正
法
念
経
』
と
い
う

の
は
、
元
魏

、
瞿
曇
般
若
流
支
訳

の

『
正
法
念
処
経
』
七
〇

八
四

巻
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
経

に
は
道
綽

が
引
用
し

て
い
る
よ
う

な

文

は

な

い
。
た
だ
し
、
巻
三
八

「
観
天
品
」

の
偈

に

「
行
二
放
逸
道

一者
、
則
不
レ
見
二
賢
善

一、

猶
三
如
鑚
二
氷

一者
、
火
則

不
レ
可
レ
得
、
離
レ
因
則
無
レ果

、
無
二
因
果

一匱
レ得

、
放
逸

求
二
功
徳

一、
究
意

不
レ
可
レ
獲
」

(正
蔵
、

一
七
、
二
二
三
、
b
)
と

い
う
文

が
あ
る
。

ま

た
火
薪

の
崘
は
い
た
る
と

こ
ろ
に
で
て
い
る
。
ま
た

『
坐
禅
三
昧
経

』
下
巻

に
は

「
行
者
定

心
求
道
時
、
常
当
観
察
時
方
便
、
若
不
得
無
方
便

、
是

応
為
失
不
為
利
、

如
檀
未
生
殻
串
牛
乳
、
乳
不
可
得
非
時
故
、
若
犢
生

已
難

牛
角
、
乳
不
可
得
無
智
故
、

如
鑚
湿
木
求
出
火

、
火
不
可
得
非
時
故

」
(
正
蔵

、

一
五
、

二
八
五
、

c
)
と
あ
る
。

④

末
法
思
想
に

つ
い
て
は
、
高
雄
義

堅
氏

「
末
法
思
想
と
諸
家

の
態
度
」

(
『
支
那
仏

教
史
学
』

一
巻

一
号
、
三
号
)
、
結
城

令
聞
氏

「
支
那

に
お
け
る
末
法
思
想

の
興
起
」

(
『
東
方
学
報
東
京
』
第

六
冊
)
な
ど
の
論
文

が
あ
る
。
最

近

の
も

の
と
し
て
は
野

上
俊
静
氏

「
中
国

に
お
け
る
末
法
思
想

の
展
開

に

つ
い
て
」

(
『
山
崎
先
生
退
宮
記

念
東
洋
史
学
論
集

』
所
収
)
等
が
あ
る
。

⑤

北
周

の
廃
仏

に
つ
い
て
は
、
塚
本
善
隆
氏

「
北
周

の
廃
仏
」

(『
塚
本
善
隆
著
作
集
』

第

二
巻

、
北
朝
仏
教
史
研
究

、
所
収
)
参
照
。

⑥

那
連
提
耶
舎

の
伝
記
は

『
続

高
僧
伝
』
巻

二

(
正
蔵

、
五
〇
、
四
三
二
、

a
～
四
三

三
、
b
)
に
あ
り
、
僧

伝
ど
し
て
は
長
文
で
あ
る
。

一
七
歳
で
出
家

し
、
各
地
を
遊

行

し
、
修
業
を
す
る
。
た
び
た
び
危
難

に
遭
遇
し
た
が
、
観
音

の
呪
を
誦
し
て
そ
の

難

を

の
が
れ
た
ど
い
う
。
天

保
七
年

(五
五
六
)北
斉

の
帝
都

に
入
り
、
文
宣
帝

の
も

と
に
、
天
平
寺

に
お

い
て
、
経
典

の
翻
訳

に
従
事
す

る
。

⑦

こ
の
他

那
連
提
耶
舎
訳
出

の
経
典

に
は
、
仏
滅
後

の
教
法

の
衰
退
し
て
い
く

こ
と
が

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

『
月
燈
三
昧

経
』
巻
九

に
は

「
在
於
末
代
悪
世
中
、

正
戒
正
法

毀
壊
時
、
顕
説
如
是
修
多
羅
、
童
子
非
号

而
起

立

(申
略
)
我
於
如
来
滅

度
後
、
在
於
末
代
悪
世
時
棄

捨
身
命
不
幣
惜
、
広
弘
如
是
修
多
羅
」
(正
蔵
、

一
五
、

五
七
三
、

c
)
と
あ
り
、
ま
た
巻

九
の
偈
頌

に
は

「吾
般
涅
槃
去
世
己
、
於
後
正
法

滅
盡
時
、
比

丘
楽
於
外
典
籍
、
彼
便

毀
謗
我
勝
法

(申
略

)
彼
人
末
世
謗
空
法
」

(正
蔵
、

一
五
、
六

一
一
、

a
)
と
あ
る
。
な
お
、
塚
本
善
隆
氏

「
道
綽
の
迴

心
」

に
は
、
那
連
提

耶
舎

の
訳
出
経
典

に
関
す

る
詳
細
な
論
考

が
あ
る
。

⑧

那
連
提
耶
舎
訳
出

の
経
典

の
訳
出
年
代
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

『
月
燈
三
昧
経
』



⑨O　O　⑫⑱⑮ ⑭

=

巻
、
天
保
八
年

(
五
五
七
)

『
大
悲
経
』
五
巻
、
天
保
九
年

(
五
五
八
)

『
須

弥
蔵

経
』
ご
巻
、
同
上
、

『
然
燈
経
』

一
巻
、
同
上
、

『
法
勝
阿
毘
曇
論
』

七
巻
、

河
清

二
年

(
五
六
三
)
、

『
月
蔵
経
』

=

一
巻
、
天
統

二
年

(五
六
六
)
、

『
菩
薩

見
実

三
昧
経
』

一
四
巻
、
天
統

四
年

(五
六
八
)
。

道
宣
の

『
続
高
僧
伝
』
巻
八
法
上
伝

に
は

「仏

以
二姫
周
昭
王

ご
十
四
年
甲
寅
歳

一生

(中
略

)
当
二
穆
王

二
十
四
年
癸
未
之
歳

一、
穆
王
聞
下
西
方
有
二
化
人
一出
上
、
便
即
西

入
而
竟
不
レ
還
、
以
レ
此
為
レ
験

(中
略
)
滅
度

已
来
至
二
今
斉
代
武
平
七
年
丙
申

一、

凡
経

二

千

四
百

六
十
五
年

一
」

(正
蔵
、
五
〇
、
四
八
五
、
b
)
と
あ
る
。

『
大
方
等
大
集
経
』
第

五
十
五
、
月
蔵
分
第

一
ご

「
分
布
閻
浮
提
品
」

第

一
七

に

「
於
我
滅
後

五
百
年
申

。
諸
比
丘
等
。
猶
於
我
法
解
脱
堅
固
。
次

五
百
年
我
之
正
法

禅
定

三
昧
得
住
堅
固
。
次

五
百
年
読
誦
多
聞
得
住
堅
固
。
次
五
百
年
於
我
法
中
多
造

塔
寺
得
住
堅
固
。
次

五
百
年
於
我
法
申
闘
諍
言
頌
白
法
隠
没
損
減
堅
固
。
」

(
正
蔵

二
二
、
三
六
三
、

a
～
b
)
と
あ
る
。

『
大
乗
同
性
経
』
巻
下
に
は

「
穢
濁
世
申

現
成
仏
者
当
成
仏
者

。
如
来
顕
現
従
兜
率

下
。
乃
至
住
持

一
切
正
法

一
切
像
法

一
切
末
法
善
丈
夫
。
汝
今

当
知
。
如
是
化
事
皆

是
応
身
。
」

(正
蔵
、

一
六
、
六
五

一
、

c
)
と
あ
る
。

高
雄
義
堅

「
道
綽
禅
師
と
そ

の
時
代
」

(
『
宗
学
院
論
輯
』
第

三

一
輯
)

に
は
、

『
安
楽
集
』
巻
下

に
六
大
徳
を
あ
げ
、
そ

の
中

「
有
二
斉
朝
上
統

匚

と
い
う

の
ほ
法

上

の
こ
と
と
推
測
し
て

い
る
。

た
と
え
ば

『
大
集
月

蔵
経
』

日
蔵
分
法
滅
尽
品

に
は

「
是
王
多

二詐
偽

一、

速
滅
二己

国
土

一、
苗
稼
不
二成
熟

一、
亢
旱
及
水

潦
、
瞭
鼠
悪
象
暴
。
」

(
正
蔵
、

二
二
、
三

七
六
、
b
)

と
い
い
、
ま

た

「
自
他
国
兵
起
、
曜
入
非
二
常
宿

一、
大
地
普
震
動
、
白

虹
妖
星

堕
、
時
気
多
疫
レ病

、
梵
二
焼
諸
聚
落

一、
速
壊
二
国
城
邑

二

(
正
蔵

一
三
、

三
七
六
、
b
)
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
野

上
俊
静
氏

『
申
国

浄
土
三
祖
伝
』

(
道
綽
伝
)
参
照
。

彼
が
懺
悔
を
強
調
す
る

の
は
、
禅
定
と
戒
律

の
実
践
行
を
申

心
と
す

る
慧
瑙
教
団
で

の
彼

の
修
道

に
基
因
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
野
上
俊
静
氏
『申
国
浄
土
三
祖
伝
』

(
道
綽
伝
)

に
よ
る
と
、
道
綽
が
涅
槃
経

の
講
説

か
ら
転
U

て
慧
贋
教
団

に
入
団
し

た

の
は
、
彼

の
求
道
過
程
に
お
け

る

一
つ
の
重
要

な
転

廻
で
あ

っ
た
と
い
い
、
学
解

道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
判
に
つ
い
て

⑯　⑱2019⑳ ⑳

者

か
ら
実
践
者

へ
の
転
身

で
あ
る
と

い
う
。
慧
蹟
は
北
周
武
帝

の
廃

仏

後
、

趙

州

(河
北
、
趙
県
)

の
山
間

に
持
戒
堅
固

の
教
団
を
結
成

し
、
原

始
教

団
に
帰
る

べ
く

頭
陀
行
、
半
月
布
薩
の
法
を
行

っ
た
と

い
う
。
ま

た
道
綽
が

こ
の
教

団
に
入

っ
て
い

た
の
は
、
三
〇
歳
を
す
ぎ
て
か
ら

で
、
し
か
も

そ
の
後

一
〇
数
年
間

で
あ
ろ
う
と
推

測
さ
れ

て
い
る

(
九
六
頁
～

一
〇
二
頁
)
。

迦
才

『
浄
土
論
』
巻
下

(
正
蔵

、
四

七
、

一
〇
〇
、

c
)

に
あ
る
。
ま

た
彼

ほ

「今

既
約
時
約
根
。
行
者
無
定
慧
分
者
。
唯
須
専
念
阿
弥
陀
仏
。
」

(正
蔵

、
四
七
、

一

〇

一
、

a
)
と
も

い
い
、

「
若
自
知

無
定
慧
分
者
。
則
須
修
浄

土
行
。
就
浄
土
申
求

無
上
菩
提

。
」

(正
蔵
、
四
七
、

l
o

l
、

a
)
と
も

い

っ
て
い
る
。

三
階
教
に
関
し
て
は
、
矢
吹
慶
輝
氏

『
三
階
教

之
研
究
』
が
あ
る
。
こ

の
中

で
浄
土

教
と
三
階
教
と

の
同
異

に

つ
い
て
、
矢
吹
氏

は
六
同
四
異
を
あ
げ
て
い
る
。

六
同
と

は
、
ω
末

法
仏
教

で
あ
る
。
ω
濁
悪
世
界

の
得
道
を
難

と
す
る
。
㈲
罪
悪
観

の
自
覚

に
立
脚
す
る
こ
と
。
ω
特
殊
な
仏
法
を
必
須

ど
す
る

こ
と
。
㈲
往
生
浄
土
を
勧

め
る

こ
と
。
㈲
対
根
起
行
を
主
眼
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
四
異
と
は
ω
普
仏
普
法
と

専
信
弥
陀

、
ω
専
念
否
定
と
普
念
拒
否
、
㈲
此
土
入
聖
を
許
す

と
彼
土
入
聖
、
ω
求

心
と
遠
心
と
で
あ
る
。
と

の
べ
て

い
る

(
五
七

一
頁
～

五
七
七
頁
)
。

鳩
摩
羅
什
訳

『
大
智
度
論

』
巻

二
九

(
正
蔵
、
二
五
、
二
七
五
、

c
)
、
巻
六
七
(正

蔵
、
二
五
、
五
三
〇
、
b
)
の
取
意
。

鳩
摩
羅
什
訳

『
大
智
度
論
』
、
巻
六
六

(
正
蔵

、
二
五
、
五
二
四
、

c
)
の
取
意
。

『
十
地
経
』
九
巻
は
、
申
央

ア
ジ
ア

の
干
闡

の
僧
、
尸
羅
達
摩

の
訳
出

す

る

も

の

で
、

『
華
厳
経
』
十
地
品

の
別
本
。

こ
の
文
は
、
巻
第

五
の
初
地
菩
薩
、

七
地
終
心
、

入
八
地

の
行
相

に

つ
い
て
取
意
す
る
も

の
。
(
正
蔵

一
〇
、五

五
六
、
c
～
五
五
七
、
c
)

の
取
意
。

世
親
著
、
菩
提
流
支
訳

『
十
地
経
論
』
巻

一
〇

(
正
蔵

、
二
六
、

一
八

一
、
b

c
)
。

真
諦
訳

『
大
乗
起
信
論
』
修
行
信
心
分

に
は
、
信

心
の
修
行
を
困
難

と
す
る

心
的
素

質
を
も

つ
人

の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る

こ
と
に
よ

っ
て
西
方
浄
土
に
往
生

す

べ
き
方
法
を
説

き
、

「
復
次
衆
生
初
学
二
是
法

一。
欲
レ求

二
正
信

一、
其

心
怯
弱
。
以
レ

住
二
於
此
娑
婆

世
界

一
。
自
畏
レ
不
レ
能
下
常

値
二諸
仏

一親
承
供
養
上
、
懼
下
謂
信

心
難
レ
可

成
就

一意
欲
若
退
者
。

当
レ
知
如
来
有
一一勝
方
便

一摂
二
護
信
心
一。

謂
以
二
専
意
念
仏
因

八
五



N　　　⑳

人

文

学

論

叢

縁

一。
隨
レ願
得
レ
生
二
他
方
仏
土

一。
常
見

二於
仏

一永
離
二
悪
道

一。
如

二修
多
羅
説

一。若

人
専
念

二西
方
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏

一。所

レ修
善
根
廻
向
願
三求

生
二彼
世
界

一。
即
得
二

往
生

一。
常
見
レ
仏
故
終

無
レ有
レ
退
。
若
観
二彼
仏
真
如
法
身

一。
常
勤
修
習
畢
竟
得
レ
生

住

二
正
定
故
」

(正
蔵
三

二
、
五
八
三
、

a
)
と

い
う
。

道
綽

は

『
大
経
』

に
云
く
と
し
て
い
る
が
、

『
大
経
』

に
は
そ

の
ま
ま

の

文

は

な

く
、
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

『
大
経
』
第
十

八
願

の

「設
我
得
レ
仏
、
十

方
衆
生
至

心
信
楽
、
欲
レ生
二
我
国

一。
乃
至
十
念

、
若
不
レ
生
者
不
レ
取
正
覚

一
、
唯

除
二
五
逆
誹
謗
正
法

こ

(浄
全

一
、

七
)
と

『
観
無
量
寿
経
』
下
下
品

の

「
或
有
二

衆
生

一作

二不
善
業
五
逆
十
悪

一具
二
諸
不
善

一、
如

レ
此
愚
人
以
二
悪
業

一故
、
応
下
墮
二

悪
道

一経
二
歴
多
劫

一、
受
レ
苦
無
う
窮
、
如
レ
此
愚
人
臨

二命
終
時

一遇
下
善
知
識
種
種
安

慰
為
説

二
妙
法

一教
令
申
念
仏
上
此
人
苦
逼
不
レ達

二念
仏

一善
友
告
言
汝
若
不
レ
能
レ
念
者

応

一称
二
無
量
寿
仏
一如

レ是
至

心
令
下
声
不
夢
絶
具
二
足
十
念

一称
一一南
無
阿
弥
陀
仏

一」

(浄
全

一
、
五
〇
)
と
あ
る
文
と
を
取
意
し
合
せ
た
も

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
小
乗

の
修
道
体
系

に

つ
い
て
は
、
慧
遠

の

『
大
乗
義
章
』
第

一
七
本

「
浄

法
聚
因
中

、
賢
聖
義

二
門

分
別
」

(正
蔵
、
四
四
、
七
八
八
、

b
以
下
)

に
詳
し
く

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
五
上
分
結
、
五
下
分

結
に

つ
い
て
も
、
同
じ
く
第
五
末

に

「
五
下
分
結
義
」

「
五
上
分
結
義

」

(正
蔵
、
四
四
、
五
七

一
、

C
以
下
)

に
の
べ

ら
れ
て
い
る
。

念
仏

三
昧
が

一
切

の
諸
障
を
断
除
す
る
と

い
う

こ
と
は
、

『
安
楽
集

』
に
は
、
諸
経

論

を
も

っ
て
随
所

に
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第

四
大
門

に
は

「
若
能
常
修
二念

仏

三
昧

一、
無
レ
問
二
現
在

過
去
未
来

二

切
諸
障

悉
皆
除
也
」

(
浄
全

一
、

六
九
八
、

上
)
と
い
い
、
ま
た

「
若
人
菩
提

心
中
行

二念
仏

三
眛
者
、

一
切
煩
悩

一
切
諸
障
悉

皆
断
滅
。
」

(
浄
全

一
、
六
七
六
、
上
)
と
あ
る
。

慧
遠

は

『
大
乗
義
章
』
巻

一
四
に
、
十
地
を
解
釈

し
て
、
第
七
遠
行
釶

は
無
相
行
を

修

し
、
心
の
は
た
ら
き
が
世
間
を

こ
え
は
な
れ
る
位

で
、

こ
の
位
で
は
上

に
求
め
る

べ
き
菩
提
も
な
く
、下

に
救
う

べ
き
衆
生
も

な
し
と
み

て
、
無
相
寂
滅

の
理

に
沈
み
、

修
行

が
で
き
な
く
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
と

い
う
。

こ
れ
を
七
地
沈
空

の
難
と

い
う
。

『
大
智
度
論
』
巻

一
三
に

「
持
戒
之
人
寿
終
之
時
。
刀
風
解
身

。
筋
脈
断
絶
。
自
知

持
戒
清
浄

心
不
怖
畏

」

(正
蔵

ご
五
、

一
五
三
、

c
)
ど
あ
る
。

『
正
法
念
処
経
』
巻
ご
八
(正
蔵
、

一
七
、

一
六
〇
、

a
)
、
巻
六
三
(正
蔵
、

一
七
、

⑳ ⑳ ⑭ ⑳ ⑫ ⑳ ⑳ ⑳⑳ ⑳ ⑳

八
六

三
七
四
、

c
)

の
取
意
。

北
本

『
浬
槃
経
』
巻
二

(正
蔵

、

=

一、
三
七
三
、
b
)

の
取
意
。

北
本

『
涅
槃
経
』
巻
六

(
正
蔵

、

=

一、
三
九
八
、

c
、
～
三
九
九
、

a
)
の
取
意

。

北
本

『
浬
槃
経
』
巻

二
二

(
正
蔵

、

一
二
、
四
九
六
、
b
)

の
取
意
。

『
大
智
度
論
』
巻

一
六

(
正
蔵

、
二
五
、

一
七
五
、
b
)
の
取
意
。

北
本

『
浬
槃
経
』
巻
ご
四

(正
蔵
、

=

一
、
五
〇
六
、

a
～

b
)

の
取
意
。

『
大
荘
厳
論

』
巻

三
の

(
正
蔵

、
四
、
二
七

一
、

c
)
取
意

。

『
大
智
度
論
』
巻

五

(
正
蔵
、
二
五
、

l
o
o
、

c
)

の
取
意
。

真
諦
訳

『
大
乗
起
信
論
』
解
釈
分

に
は

「
若
如
レ
是
義

者
。

一
切
衆
生
悉
有
二真
如

一

等
皆
熏
習
。
云
何
有
信
無
信
。
無
量
前
後
差
別
。
皆

応
下
一
時
自
知
レ
有
二真

如
法

一
。

勤
修
方
便
等
入
中
涅
槃
上
。
」

(
正
蔵

、
三
二
、
五
七
八
、
b
)
と
、
も
し

一
切
衆

生

が
等
し
く
真
如
を
具
有
す
る
な
ら
、
真
如

の
熏
習
も
ま
た
同

一
の
わ
け
だ
か
ら
、
衆

生
は

一
時

に
成
道
す

る
は
ず
で
は
な
い
か
と
い
う
問
を
お
こ
し
、

そ
れ

に

答

え

て

「
真
如
本

一
。
而
有
二
無
量

無
辺
無
明

一。
従
レ本

已
来
自
性
差
別
厚
薄
不
レ
同
故
。

過
二
恒
沙

一等
上
煩
悩
依
二
無
明

一起
差
別
。
我
見
愛
染

煩
悩
依

二無
明

一起
差
別
。
如

レ

是

一
切
煩
悩

。
依

二於
無
明

一所
レ
起
。
前
後
無
量
差
別
。
唯
如
来
能
知
故
。
」
(
正
蔵

、

三
二
、
五
七
八
、

b
)
と
衆
生

の
現

心
に
は
無
量

の
無
明

が
あ
り
、
無
量

の
差
別
を

生
ず
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
仏
法

に
お
い
て
は
因

と
縁

と
が
相
俟

っ
て
は
U
め
て

正
覚
が
成
就

す
る
こ
と
を

「
又
諸
仏
法
有
レ
因
有
レ
縁
。
因
縁
具
足
乃
得
二
成
弁

一。

如
下
木
中
火
性
是
火
正
因

。
若
無
二
人
知

一不
レ
仮
二
方
便

一能
自
焼
レ
木
。
無
夢有

二是

處

一。
衆
生
亦
爾
。
雖
レ有

一
正
因

熏
習
之
力

一。
若
不
下
値
二
遇
諸
仏
菩
薩
善

知
識
等

一

以
レ之

為
吾
縁
。
能
自
断
二煩
悩

一入
二
浬
槃

一者
。
則
無
二是
處

一。
」

(
正
蔵

、
三
二
、

五
七
八
、

c
)
と

の
べ
て
い
る
。

『
往

生
論
註
』
巻
上

(浄
全

一
、
二

一
九
、
上
)

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
易
行
品

(
正
蔵
、

二
六
、
四

一
、

a
)

真
諦
訳

の

『
阿
毘
達
磨
倶
舎
釈
論

』
第

九
に
は
、
「
故
説
三
阿
僧

祇
。
非

一
切
方
便
所

不
能
数
。
故
名
阿
僧

祇
。
衆
生
先

已
発
願
云
何
復
須
此
最
長
時
修
行
。
方
得
無
上
菩

提
。
如
此
事

云
何
不

応
有
。
何
以
故
。
由
大
福
徳
智
慧
資
糧
行

。
由

六
波
羅
蜜
百
万

難
行
道
。
於
大

劫
三
阿
僧

祇
中
。
無
上
正
覚
果
諸
菩
薩
方
得
。
若
由
別
方
便
。
有
解

脱
理
何
用
久
修
此
大
難
行
道
。
」

(
正
蔵

、
二
九
、

二
二

一
、
b
、

c
)
と
あ
る
。


