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序
論 縁

起
の
思
想
は
仏
教
思
想
の
根
底
を
成
し
て
い
る
中
心
思
想
で
あ
る
。
縁
起
と
は
、
一
切
の
存
在
は
互
い
に
因
と
な
り
縁
と
な
っ

て
、
相
ま
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
原
理
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
す
べ
て
の
も
の
は
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
あ
り
、
様
々
な
原

因
と
条
件
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
。〈
般
若
経
〉
で
は
目
に
見
え
る
物
質
的
現
象
を
「
色
」
と

い
い
、
実
体
が
な
い
も
の
を
「
空
」
と
表
現
す
る
。 

人
や
物
に
固
定
的
な
実
体
や
我
の
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
「
空
」
は
大
乗
仏
教
の
基
礎
に
な
る
考
え
方
で
あ
る
。
で

は
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
空
思
想
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
教
義
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。 

本
論
で
は
第
一
章
で
、
『
中
論
』
を
著
し
た
龍
樹
（
一
五
〇
～
二
五
〇
年
頃
）
の
思
想
の
概
略
を
示
す
。
『
中
論
』
は
〈
般
若
経
〉

に
説
か
れ
る
「
空
」
を
解
釈
し
た
書
物
で
あ
り
、
龍
樹
は
大
乗
仏
教
に
空
思
想
を
基
礎
づ
け
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
論

文
で
は
『
中
論
』
を
中
心
に
龍
樹
の
思
想
を
示
し
て
い
く
。 

次
に
第
二
章
で
、
曇
鸞
（
四
七
六
～
五
四
二
年
）
の
思
想
を
調
べ
て
い
く
。
曇
鸞
は
元
々
龍
樹
の
著
し
た
『
中
論
』
を
含
む
四
論

の
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
曇
鸞
の
著
作
で
あ
る
『
往
生
論
註
』
で
は
天
親
菩
薩
が
「
願
生
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
れ
は
生
に
執
わ
れ
た
考
え
方
で
あ
り
空
を
説
く
大
乗
仏
教
に
背
い
て
は
い
な
い
か
と
い
う
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。 

 

問
い
て
い
は
く
、
大
乗
経
論
の
な
か
に
、
処
々
に
「
衆
生
は
畢
竟
無
性
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
け
り
。
い
か
ん
が
天
親

コピー厳禁
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菩
薩
「
願
生
」
と
い
ふ
や
。
答
え
て
い
は
く
、「
衆
生
は
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
く
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
、
凡
夫

の
謂
う
と
こ
ろ
の
ご
と
き
実
の
衆
生
、
凡
夫
の
見
る
と
こ
ろ
の
ご
と
き
実
の
生
死
は
、
こ
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
所
有
な
き

こ
と
、
亀
毛
の
ご
と
く
、
虚
空
の
ご
と
し
。
二
に
は
、
い
は
く
、
諸
法
は
因
縁
生
の
ゆ
ゑ
に
す
な
わ
ち
こ
れ
不
生
な
り
。
所
有

な
き
こ
と
虚
空
の
ご
と
し
。
天
親
菩
薩
の
願
ず
る
と
こ
ろ
の
生
は
、
こ
れ
因
縁
の
義
な
り
。
因
縁
の
義
の
ゆ
ゑ
に
仮
に
生
と
名

づ
く
。
凡
夫
の
、
実
の
衆
生
、
実
の
生
死
あ
り
と
謂
ふ
が
ご
と
き
に
は
あ
ら
ず
。 

 
 

 
 

(

『
註
釈
版 

七
祖
篇
』
五
四
頁) 

と
、
答
え
か
ら
意
訳
す
る
な
ら
ば
、
「
衆
生
は
無
生
で
虚
空
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
二
種
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、

凡
夫
の
思
う
よ
う
な
固
定
し
た
衆
生
が
あ
っ
て
、
凡
夫
の
考
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
実
に
こ
こ
に
死
ん
で
か
し
こ
に
生
ま
れ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
本
来
な
い
。
ち
ょ
う
ど
亀
に
毛
が
無
い
よ
う
に
そ
の
体
が
な
く
、
虚
空
の
よ
う
に
空
無
で
あ
る
。

二
つ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
が
本
来
不
生
で
あ
っ
て
、
固
定
し
た
体
の
な
い

こ
と
は
、
あ
た
か
も
虚
空
の
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
天
親
が
「
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
因
縁
生
の
上
で
い

わ
れ
る
。
因
縁
生
の
義
で
あ
る
か
ら
仮
に
「
生
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
凡
夫
の
考
え
る
固
定
し
た
衆
生
が
あ
っ
て
、
実
に
生
ま
れ

た
り
死
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。 

つ
ま
り
天
親
の
言
う
「
生
」
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
因
縁
の
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
往
生
論
註
』
に
は
こ
の

よ
う
に
縁
起
・
空
に
関
連
す
る
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
浄
土
往
生
等
の
思
想

は
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
か
ら
一
二
六
三
年
）
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。 

第
三
章
で
、
龍
樹
や
曇
鸞
の
著
述
か
ら
、
親
鸞
聖
人
（
以
下
、
敬
称
略
）
が
引
用
し
て
い
る
部
分
や
、
龍
樹
や
曇
鸞
に
よ
っ
て
示

コピー厳禁
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さ
れ
た
空
の
思
想
を
、
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
を
検
討
し
た
い
。 

   

本
論 第

一
章 

龍
樹
の
『
中
論
』
と
空
思
想 

 

第
一
節 

縁
起
に
つ
い
て 

龍
樹
は
大
乗
仏
教
中
観
派
の
祖
で
あ
り
、
日
本
で
は
八
宗
の
祖
師
と
称
さ
れ
る
。
つ
ま
り
日
本
仏
教
の
全
て
の
宗
派
が
祖
師
と
し

て
仰
い
で
お
り
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
七
高
僧
の
第
一
祖
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
著
作
に
は
『
中
論
』
『
空
七
十
論
』
『
廻
諍
論
』

『
ヴ
ァ
イ
ダ
ル
ヤ
論
』
『
宝
行
王
正
論
』
『
大
智
度
論
』
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
空
の
理
論
を
解
説
し
た
『
中
論
』
を
中
心
に
う

か
が
っ
て
み
る
。 

『
中
論
』
の
中
心
思
想
は
、
縁
起
、
無
自
性
、
空
で
あ
る
。 

「
縁
起
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に
は
「
縁
起
が
良
い
」
、
「
縁
起
が
悪
い
」
、
「
縁
起
を
担
ぐ
」
な
ど
と
言
う
よ
う
に
日
時
や
方

角
の
良
し
悪
し
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、「
縁
起
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
本
来
の
意
味
か

ら
は
外
れ
て
い
る
。
「
縁
起
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
も
す
べ
て
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。 

こ
の
「
縁
起
」
に
つ
い
て
、
藤
田
宏
達
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 コピー厳禁
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ま
ず
「
縁
起
」
（p

a
tic

c
a

s
a

m
u

p
p

a
d

a
, S

k
t. p

r
a

tīty
a

）
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
言
え
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
縁

っ
て
起
こ
る
こ
と
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
言
葉
を
補
っ
て
言
う
と
「
或
る
も
の
〔
甲
〕
に
縁
っ
て
或
る
も
の
〔
乙
〕
が
起
こ
る

こ
と
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
縁
っ
て
」（p

a
ţic

c
a

, S
k

t. p
r
a

tīty
a

）
と
い
う
の
は
「
も
と
づ
い
て
」「
条
件
と
し
て
」「
原
因
と

し
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
起
こ
る
こ
と
」
（s

a
m

u
p

p
a

d
a

, S
k

t. s
a

m
u

tp
ā

d
a

）
と
い
う
の
は
「
生
起
し
て
い
る
こ
と
」

「
成
立
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
「
甲
を
原
因
（
ま
た
は
条
件
）
と
し
て
、
〔
結
果
で

あ
る
〕
乙
が
生
起
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
語
に
は
、
す
で
に
因
縁
の
観
念
が
含

ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

（
仏
教
思
想
研
究
会
『
仏
教
思
想
３ 

因
果
』
八
五
頁 

平
楽
寺
書
店 

一
九
七
八
年
） 

と
述
べ
る
よ
う
に
、「
縁
起
」
は
物
事
の
因
果
に
つ
い
て
い
う
言
葉
で
あ
る
。
原
因
に
よ
っ
て
結
果
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
原
因
な
く

し
て
結
果
が
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
仏
教
の
根
幹
を
な
す
考
え
方
の
一
つ
で
あ
り
、
当
然
釈
尊
の
説
法
も
縁
起
の
理
に

基
づ
く
教
え
が
中
心
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
「
こ
れ
あ
る
故
に
彼
あ
り
、
こ
れ
起
る
故
に
彼
起
る
。
こ
れ
無
き
故
に
彼
な
く
、
こ
れ

滅
す
る
故
に
彼
滅
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
初
期
仏
教
の
縁
起
説
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
に
「
十
二
縁
起
」

が
あ
る
が
、
十
二
縁
起
は
十
二
因
縁
と
も
い
い
、
人
間
の
現
実
の
生
と
人
間
が
苦
に
至
る
過
程
を
十
二
の
項
目
と
そ
れ
ら
の
関
係
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
二
因
縁
は
、
『
佛
教
語
大
辞
典
』
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。 

 

人
間
の
苦
し
み
、
悩
み
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
、
そ
の
原
因
を
十
二
の
項
目
の
系
列
を
立
て
た
も

の
。
存
在
の
基
本
的
構
造
の
十
二
区
分
。
縁
起
の
理
法
を
十
二
の
項
目
に
分
け
て
説
い
た
も
の
。
生
存
の
条
件
を
示
す
十
二
の

コピー厳禁
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も
の
の
系
列
。
（
中
略
）
⑴
無
明
（
無
知
）
、
⑵
行
（
潜
在
的
形
成
力
）
、
⑶
識
（
識
別
作
用
）
、
⑷
名
色
（
名
称
と
形
態
、
ま
た

は
精
神
と
物
質
、
心
身
）
、
⑸
六
処
（
心
作
用
の
成
立
す
る
六
つ
の
場
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
）
、
⑹
触
（
感
官
と
対
象

と
の
接
触
）
、
⑺
受
（
感
受
作
用
）
、
⑻
愛
（
盲
目
的
衝
動
、
妄
執
、
渇
き
に
た
と
え
ら
れ
る
も
の
）
、
⑼
取
（
執
着
）
、
⑽
有
（
生

存
）
、
⑾
生
（
生
ま
れ
る
こ
と
）
、
⑿
老
死
（
無
常
な
す
が
た
）
、
を
さ
す
。
順
次
に
前
の
も
の
が
後
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
条
件

と
な
っ
て
い
る
。
順
次
に
前
の
も
の
が
滅
す
る
と
、
後
の
も
の
も
滅
す
る
。 

（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
六
五
六
頁 

東
京
書
籍
株
式
会
社 

一
九
八
一
年
） 

と
、
無
明
か
ら
老
死
に
い
た
る
十
二
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
言
葉
に
対
し
て
「
因
」
で
あ
り
、
後
ろ
の
言
葉
は
前
の
言
葉
に
対

し
て
「
果
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
十
二
因
縁
は
逆
に
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
つ
ま
り
、
人
生
の
無

常
苦
を
示
す
「
老
死
」
が
何
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
か
の
条
件
と
し
て
の
「
生
」
、
そ
の
「
生
」
が
存
在
す
る
条
件
と
し
て
「
有
」
、
と

い
う
よ
う
に
逆
に
辿
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
縁
起
」
は
諸
々
の
存
在
は
時
間
的
に
、
ま
た
空
間
的
に
も
互
い
に
因
と
な
り
縁
と
な
っ
て
、
相
ま
っ
て
存
在
し
て

い
る
と
い
う
原
理
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

龍
樹
は
こ
う
い
っ
た
考
え
方
を
発
展
さ
せ
て
空
の
理
論
を
大
成
さ
せ
た
。
『
中
論
』
の
帰
敬
偈
に
は
、 

 

不
生
亦
不
滅 

不
常
亦
不
断 

 

不
一
亦
不
異 

不
来
亦
不
出 

 

能
説
是
因
縁 

善
滅
諸
戯
論 

コピー厳禁
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我
稽
首
礼
仏 

諸
説
中
第
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
三
十
巻
一
頁
） 

と
あ
り
、
意
訳
す
る
と 

 
 

〔
何
も
の
も
〕
滅
す
る
こ
と
な
く
（
不
滅
）
、
〔
何
も
の
も
〕
生
ず
る
こ
と
な
く
（
不
生
）
、
〔
何
も
の
も
〕
断
滅
で
は
な
く
（
不

断
）
、
〔
何
も
の
も
〕
常
住
で
は
な
く
（
不
常
）
、
〔
何
も
の
も
〕
同
一
で
あ
る
こ
と
な
く
（
不
一
義
）
、
〔
何
も
の
も
〕
異
な
っ
て

い
る
こ
と
な
く
（
不
異
義
）
、〔
何
も
の
も
〕
来
る
こ
と
な
く
（
不
来
）
、〔
何
も
の
も
〕
去
る
こ
と
の
な
い
（
不
去
）〔
よ
う
な
〕
、 

〔
ま
た
〕
戯
論
（
想
定
さ
れ
た
論
議
）
が
寂
滅
し
て
お
り
、
吉
祥
で
あ
る
（
め
で
た
い
）
、
そ
の
よ
う
な
縁
起
を
説
示
さ
れ
た
、

正
し
く
覚
っ
た
者
（
ブ
ッ
ダ
）
に
、
も
ろ
も
ろ
の
説
法
者
の
な
か
で
最
も
す
ぐ
れ
た
人
と
し
て
、
私
は
敬
礼
す
る
。 

 
 

 
 

（
三
枝
充
悳
『
中
論
（
上
）
―
縁
起
・
空
・
中
の
思
想
』
八
五
頁 

第
三
文
明
社 

二
〇
〇
九
年
） 

と
な
る
。
こ
れ
は
『
中
論
』
の
思
想
の
中
心
が
縁
起
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
帰
敬
偈
に
は
八
句
の
否
定
が
含
ま
れ
、
不

生
、
不
滅
、
不
常
、
不
断
、
不
一
、
不
異
、
不
来
、
不
去
の
「
八
不
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
不
生
や
不
滅
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
の
が
生
じ
滅
す
る
と
い
う
生
滅
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
の
を
実
体
と
し
て

捉
え
て
そ
の
有
無
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 

第
二
節 

無
自
性
に
つ
い
て 

ま
た
、
『
中
論
』
第
一
章
で
は
、 

 

諸
法
は
自
よ
り
生
ぜ
ず 

ま
た
他
よ
り
生
ぜ
ず 
コピー厳禁
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共
な
ら
ず
無
因
な
ら
ず 

是
の
故
に
無
生
な
り
と
知
る
（
１
） 

（
三
枝
充
悳
『
中
論
（
上
）
―
縁
起
・
空
・
中
の
思
想
』
九
四
頁 

第
三
文
明
社 

二
〇
〇
九
年
） 

と
、
述
べ
ら
れ
る
。
も
の
は
自
か
ら
も
、
他
か
ら
も
、
両
者
か
ら
も
、
ま
た
無
因
か
ら
も
生
じ
な
い
と
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
対

論
者
が
実
体
を
立
て
て
も
の
を
考
え
て
い
る
こ
と
の
不
合
理
性
を
衝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
学
者
た
ち
は
、
固

有
の
実
体
を
持
っ
た
も
の
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
で
、
縁
起
と
い
う
も
の
も
固
定
的
に
と
ら
え
た
。
龍

樹
は
こ
う
い
っ
た
立
場
を
否
定
し
、
続
く
偈
で
は
、 

 
 

諸
法
の
自
性
の
如
き
は 
縁
の
中
に
在
ら
ず 

 
 

自
性
無
き
を
以
っ
て
の
故
に 
他
性
も
亦
復
た
無
し
（
２
） 

（
三
枝
充
悳
『
中
論
（
上
）
―
縁
起
・
空
・
中
の
思
想
』
九
四
頁 

第
三
文
明
社 

二
〇
〇
九
年
） 

と
述
べ
、
実
体
を
も
っ
て
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
縁
な
ど
の
中
に
も
の
の
本
体
は
無
い
と
否
定
し
て
い
る
。
こ

こ
で
言
わ
れ
る
実
体
や
本
体
の
こ
と
を
「
自
性
」
と
呼
ぶ
。
龍
樹
は
「
自
性
」
を
定
義
し
て
「
ま
さ
し
く
作
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
も
の
、
ま
た
他
の
も
の
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
３
）
」
と
い
い
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
そ
の
よ
う
な
自
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
こ
と
を
説
い
た
。
こ
の
自
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
無
自
性
」
で
あ
る
。
縁
起
の
考
え
方
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
一
切

の
も
の
に
は
自
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
空
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
に
お
い
て
は
自
性
の
否
定
が
常
に
意
味
さ

れ
て
い
る
。 

 

コピー厳禁
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第
三
節 

空
の
三
態 

 

ま
た
、
空
は
「
空
用
、
空
性
、
空
義
」
と
い
う
三
態
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
空
の
三
態
と
は
、
空
が
「
空
性
」
に
停
滞
す
る
こ

と
な
く
、
「
空
用
」
と
い
わ
れ
る
は
た
ら
き
と
な
っ
て
、
一
切
が
因
縁
生
起
し
、
「
空
義
」
と
し
て
仮
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。 

「
空
用
」
と
は
空
の
は
た
ら
き
、
空
の
目
的
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
空
の
は
た
ら
き
と
は
、
す
べ
て
の
戯
論
を
止
滅
す
る
こ
と
で

あ
り
、
戯
論
か
ら
生
じ
る
分
別
や
そ
の
分
別
か
ら
起
こ
る
業
・
煩
悩
を
止
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
。
戯
論
と
は
「
分
別
を
生
ん
で
い
く

言
葉
」
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
常
的
に
何
か
を
考
え
て
判
断
す
る
た
め
の
言
葉
で
あ
り
、
教
化
の
た
め
の
言
葉
で
は
な
い
。 

空
性
と
空
義
に
関
し
て
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
（B

h
ā
v
a
v
iv
e
k
a
 

四
九
〇
年
頃
か
ら
五
七
〇
年
頃
）
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ

ー
ル
テ
ィ
ー
（C

a
n
d
r
a
k
īr
ti  

七
世
紀
頃
）
と
い
う
中
観
学
派
の
代
表
的
な
注
釈
者
の
間
に
解
釈
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。 

「
空
性
」
と
は
、
空
そ
の
も
の
、
空
の
本
性
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
空
を
知
る
智

慧
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
と
ら
わ
れ
を
離
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
ら
わ
れ
を
離
れ
て
い
る
と
は
無
分
別
智
（
５
）

の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
そ
れ
は
主
客
、
自
他
な
ど
の
相
対
を
超
え
た
認
識
で
あ
る
か
ら
「
不
二
」（
二
つ
の
も
の
の
対
立
の
な
い
こ
と
、
二
つ
の
も
の

の
平
等
）
の
智
慧
で
あ
っ
て
、
こ
の
智
慧
そ
の
も
の
が
空
で
あ
り
、
空
を
知
る
と
い
う
思
い
す
ら
も
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ー
の
解
釈
で
は
、
空
と
は
戯
論
の
止
滅
し
た
、
分
別
を
超
え
た
真
如
（
４
）(

法
性)

で
あ

る
。
不
二
平
等
の
絶
対
の
真
実
で
あ
り
、
実
相
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
証(

自
覚)

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
分
別
や
概
念
に
よ
っ
て
と
ら

え
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
分
別
思
惟
を
超
え
、
平
等
一
味
で
あ
る
絶
対
の
真
理
で
あ
っ
て
、
法
界
、
無
為
、
涅
槃
、
法
身
、
仏
性
、

無
上
智
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。 
コピー厳禁
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「
空
義
」
を
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
空
の
対
象
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
真
如
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
空
義

を
「
無
分
別
智
で
あ
る
空
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
空
そ
の
も
の
は
無
分
別
智
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ー
は
「
空
義
」
を
空
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、

「
縁
起
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
空
」
で
あ
る
と
説
く
。 

 

空
性
に
関
し
て
、
空
そ
の
も
の
が
分
別
の
寂
滅
、
真
如
で
あ
る
と
説
く
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ー
は
「
性
の
立
場
」
に
よ
っ
て

い
る
と
い
え
る
。「
性
」
は
も
の
の
本
質
や
本
性
な
ど
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
、
空
そ
の
も
の

は
無
分
別
智
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
理
解
は
空
を
行
の
面
か
ら
見
て
い
る
「
修
の
立
場
」
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。「
修
」

は
行
、
実
践
を
意
味
す
る
。
無
分
別
智
で
あ
る
空
に
よ
っ
て
自
得
さ
れ
る
も
の
が
真
如
で
あ
り
実
相
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

空
の
三
態
は
注
釈
者
に
よ
っ
て
解
説
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
空
は
真
如
、
も
し
く
は
真
如
を
知
る
無
分
別
智
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

以
上
を
纏
め
る
と
、
空
と
は
、
固
定
的
な
実
体
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
一
切
諸
法
が
空
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が

空
思
想
で
あ
る
。
空
に
は
縁
起
と
い
う
考
え
方
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
縁
起
と
は
、
あ
る
条
件
や
原
因
に
よ
っ
て
あ
る
結
果
が
起

こ
っ
て
い
る
と
い
う
原
理
の
こ
と
だ
。
全
て
の
も
の
は
他
の
何
か
と
関
わ
り
合
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
考
え
た
時
、
他
に
全
く
依
存
せ
ず
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
実
体
は
一
切
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
「
無
自
性
」
と

い
う
。
そ
し
て
空
は
「
空
用
、
空
性
、
空
義
」
の
三
態
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 

コピー厳禁
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第
二
章 

曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
見
ら
れ
る
空 

 
第
一
節 

広
略
相
入
に
つ
い
て 

曇
鸞
は
、
中
国
南
北
朝
時
代
の
僧
で
あ
る
。
中
国
浄
土
教
の
開
祖
と
さ
れ
、
浄
土
真
宗
で
は
七
高
僧
の
第
三
祖
と
さ
れ
て
い
る
。

曇
鸞
は
浄
土
教
に
入
る
以
前
は
四
論
（
『
中
論
』
、
『
十
二
門
論
』
、
『
大
智
度
論
』
、
『
百
論
』
）
を
学
ん
で
お
り
、
中
観
思
想
の
影
響
を

大
い
に
受
け
て
い
る
と
い
え
る
。 

曇
鸞
の
主
著
『
往
生
論
註
』
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
に
註
解
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
は
韻
文
で
書
か
れ
た
偈
頌

と
散
文
で
書
か
れ
た
長
行
と
の
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、『
往
生
論
註
』
で
は
こ
れ
を
上
下
二
巻
に
分
け
て
、
上
巻
で
は
そ
の

偈
頌
の
部
分
を
註
釈
し
、
下
巻
で
は
長
行
の
部
分
を
註
釈
し
て
い
る
。
曇
鸞
は
天
親
の
願
生
に
つ
い
て
、 

 
 

諸
法
は
因
縁
生
の
ゆ
ゑ
に
す
な
わ
ち
こ
れ
不
生
な
り
。
所
有
な
き
こ
と
虚
空
の
ご
と
し
。
天
親
菩
薩
の
願
ず
る
と
こ
ろ
の
生
は
、

こ
れ
因
縁
の
義
な
り
。
因
縁
の
義
の
ゆ
ゑ
に
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
、
実
の
衆
生
、
実
の
生
死
あ
り
と
謂
う
が
ご
と
き
に

は
あ
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
註
釈
版
七
祖
編
』
五
四
頁
） 

と
述
べ
、
天
親
の
い
う
「
願
生
」
は
、
凡
夫
が
執
着
す
る
よ
う
な
実
体
的
な
生
で
は
な
く
因
縁
に
よ
っ
て
仮
に
生
と
名
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
往
生
の
「
生
」
に
つ
い
て
も
、 

 
 

か
の
浄
土
は
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
願
の
無
生
の
生
な
り
。
三
有
虚
妄
の
生
の
ご
と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
明
か
す
な

り
。
な
に
を
も
つ
て
こ
れ
を
い
ふ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
法
性
は
清
浄
に
し
て
畢
竟
無
生
な
り
。
生
と
い
う
は
こ
れ
得
生
の
ひ
と
の

情
な
る
の
み
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
註
釈
版
七
祖
編
』
一
二
三
頁
） 
コピー厳禁
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と
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
浄
土
へ
の
往
生
は
無
生
の
生
（
６
）

で
あ
り
、
実
体
的
な
生
で
は
な
い
と
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
説
か
れ
る

「
無
生
の
生
」
や
「
仮
名
の
生
」
と
い
っ
た
考
え
方
は
龍
樹
の
示
し
た
縁
起
や
空
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
記
述
に
関
し
て
、
浄
土
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
「
広
略
相
入
」「
二
種

の
法
身
」
と
い
う
こ
と
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。 

『
往
生
論
註
』
「
浄
入
願
心
章
」
に
は
広
略
相
入
と
二
種
法
身
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
ゆ
ゑ
な
り
。 

上
の
国
土
の
荘
厳
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
八
句
と
、
菩
薩
の
荘
厳
四
句
と
を
広
と
な
す
。
一
法
句
に
入
る
を
略
と
な
す
。
な
ん

が
ゆ
ゑ
ぞ
広
略
相
入
を
示
現
す
る
と
な
れ
ば
、
諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法

身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
出
す
。
方
便
法
身
に
よ
り
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分

か
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
広
略
相
入
し
て
、
統
ぶ
る
に
法
の
名
を
も
つ
て
す
。
菩
薩
も
し
広

略
相
入
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
れ
ば
な
り
。 

 
 

 
(

『
註
釈
版
七
祖
篇
』
一
三
九
頁) 

と
、
広
略
相
入
と
は
三
厳
二
十
九
種
の
功
徳
相
が
そ
の
ま
ま
浄
土
の
真
如
平
等
の
一
法
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

広
略
の
「
略
」
と
は
本
来
た
く
さ
ん
種
類
の
あ
る
も
の
が
一
つ
、
或
い
は
い
く
つ
か
の
事
柄
に
お
さ
ま
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
往
生
論
註
』
に
「
略
と
い
ふ
は
、
か
の
浄
土
の
功
徳
は
無
量
に
し
て
、
た
だ
十
七
種
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
彰
す
な
り
」

（
『
註
釈
版
七
祖
編
』
一
二
二
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
一
方
「
広
」
は
「
略
」
と
反
対
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
展
開
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
展
開
し
た
在
り
様
の
こ
と
で
あ
る
。『
往
生
論
註
』
に
は
「
上
の
国
土
の
荘
厳
七
句
と
、
如
来
の

コピー厳禁
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荘
厳
八
句
と
、
菩
薩
の
荘
厳
四
句
と
を
広
と
な
す
」(

『
註
釈
版
七
祖
篇
』
一
三
九
頁)

と
あ
る
の
で
、「
三
厳
二
十
九
種
の
浄
土
の
功

徳
相
」
が
「
広
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
一
法
句
」
を
「
略
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
広
」
は
浄
土
の
具
体
的
な
荘
厳

相
を
指
し
て
い
る
。
国
土
の
荘
厳
十
七
種
、
仏
の
荘
厳
八
種
、
菩
薩
の
荘
厳
四
種
の
三
厳
二
十
九
種
で
あ
る
。
そ
し
て
「
略
」
と
し

て
あ
ら
わ
さ
れ
る
「
一
法
句
」
は
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
と
い
う
絶
対
の
清
浄
真
実
を
意
味
し
て
い
る
。
真
如
法
性
と
も
同
義
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、「
広
」
と
「
略
」
が
そ
れ
ぞ
れ
お
さ
ま
り
、
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
相
入
」
と
い
う
言
葉
が
よ
り
詳
し
く
示
し
て
い

る
。「
相
入
」
と
は
「
互
い
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
「
広
」
と
「
略
」
が
相
互
に
摂
め
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
と
い
う
絶
対
の
真
実
は
展
開
す
る
具
体
的
な
荘
厳
相
を
そ
な
え
て
お
り
、
ま
た
荘
厳
相
は
さ
と
り
の
真

実
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
の
が
「
相
入
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。 

ま
た
、
広
略
相
入
を
仏
身
で
い
え
ば
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
二
身
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「
二
種
法
身
」
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
二
種
の
法
身
と
い
っ
て
も
二
つ
の
別
々
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

ま
ず
、
法
性
法
身
の
「
法
性
」
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
如
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
相
対
的
な
分
別
を
越
え
た
真
実
の
さ
と
り
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
私
た
ち
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
色
や
形
に

よ
っ
て
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
ず
心
で
思
い
は
か
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、「
無
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
法
性
法
身
が
人
々
を
救
い
取
ろ
う
と
は
た
ら
く
、
そ
の
具
体
的
な
有
り
様
が

次
の
方
便
法
身
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
性
の
徳
を
顕
現
し
て
一
切
衆
生
の
救
済
者
と
な
っ
て
い
る
す
が
た
で
あ
る
。「
方
便
」
と
は
、
真

実
に
導
く
た
め
の
は
た
ら
き
の
こ
と
を
い
う
。
衆
生
を
救
う
た
め
に
阿
弥
陀
仏
と
い
う
具
体
的
な
相
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コピー厳禁



13 

 

し
か
し
そ
れ
が
、
さ
と
り
そ
の
も
の
と
離
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
法
性
法
身
に
よ
っ
て
方
便
法
身
が
生
起
し
、
方
便
法
身
に

よ
っ
て
法
性
法
身
の
徳
が
顕
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
種
の
法
身
は
相
即
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
を
由
生
由
出
と
も
い
う
。 

曇
鸞
大
師
が
「
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
出
す
。
方
便
法
身
に
よ
り
て
法
性
法
身
を
出
す
」
（
『
註
釈
版
七
祖
篇
』
一
三
九

頁
）
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
二
種
の
法
身
を
二
つ
の
異
な
る
も
の
だ
と
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
く
ま

で
一
つ
の
も
の
の
表
と
裏
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

  
 

第
二
節 

一
法
句
に
つ
い
て 

ま
た
、
続
く
「
浄
入
願
心
章
」
の
文
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。 

一
法
句
と
い
ふ
は
い
は
く
、
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
と
い
ふ
は
い
は
く
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。 

 
 

 

こ
の
三
句
は
展
転
し
て
相
入
す
。
な
ん
の
義
に
よ
り
て
か
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
法
と
な
す
。
清
浄
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
。

な
ん
の
義
に
よ
り
て
か
、
名
づ
け
て
清
浄
と
な
す
。
真
実
智
慧
無
為
法
身
な
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
。「
真
実
智
慧
」
と
は
、

実
相
の
智
慧
な
り
。
実
相
は
無
相
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
真
智
は
無
知
な
り
。
「
無
為
法
身
」
と
は
法
性
身
な
り
。
法
性
は
寂
滅
な

る
が
ゆ
ゑ
に
、
法
身
は
無
相
な
り
。
無
相
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
知
ら
ざ
る
は
な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
相
好
荘
厳
は
す
な
は
ち
法
身
な
り
。

無
知
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
知
ら
ざ
る
は
な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
一
切
種
智
は
す
な
は
ち
真
実
の
智
慧
な
り
。
真
実
を
も
つ
て
智
慧
に
目

く
る
こ
と
は
、
智
慧
は
作
に
あ
ら
ず
、
非
作
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
明
か
す
な
り
。
無
為
を
も
つ
て
法
身
を
標
す
こ
と
は
、
法
身

は
色
に
あ
ら
ず
、
非
色
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
明
か
す
な
り
。
非
を
非
す
る
は
、
あ
に
非
を
非
す
る
の
よ
く
是
な
ら
ん
や
。
け
だ

コピー厳禁
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し
非
を
無
み
す
る
、
こ
れ
を
是
と
い
ふ
。
み
づ
か
ら
是
に
し
て
待
す
る
こ
と
な
き
も
、
ま
た
是
に
あ
ら
ず
。
是
に
あ
ら
ず
、
非

に
あ
ら
ず
、
百
非
の
喩
え
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
清
浄
句
と
い
ふ
。
「
清
浄
句
」
と
は
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
を
い

ふ
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
註
釈
版
七
祖
篇
』
一
四
〇
頁
） 

と
、
こ
こ
は
略
の
一
法
句
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
実
相
と
は
あ
り
の
ま
ま
の
相
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
真
実

智
慧
と
は
、
実
相
の
智
慧
な
り
」
と
あ
る
の
で
、「
真
実
の
智
慧
」
と
は
あ
り
の
ま
ま
の
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
智
慧
と
い
う
こ
と

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
実
相
は
無
相
」
と
あ
る
。
実
相
は
固
定
的
な
実
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。「
真
智
は
無
知
な
り
」
と

は
真
実
智
慧
を
略
し
て
真
智
で
あ
り
、
真
智
は
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
智
慧
、
全
て
の
も
の
が
本
来
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
さ
と

る
智
慧
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
知
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
は
す
べ
て
実
体
が
な
く
空
で
あ
る
の
で
、
対

象
的
に
知
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
の
世
界
は
相
対
的
な
分
別
や
差
別
を
越
え
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
無
相
」
と
い
う
。
無
相
と
は
煩
悩
の
眼
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
固
定
的
な
相
で
は
な
く
相
対
的
な
分
別

や
差
別
の
相
を
離
れ
て
い
る
真
実
の
世
界
（
一
法
句
、
略
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
色
も
な

く
形
も
な
い
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
色
も
形
も
な
い
心
の
及
ば
な
い
世
界
で
あ
れ
ば
私
た
ち
と
は
断
絶
し
て
お
り
少
し
で
も

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
さ
と
り
の
世
界
は
願
の
成
就
と
し
て
具
体
的
な
相
（
三
厳
二
十
九
種
荘
厳
、

広
）
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「
広
略
相
入
」
、
「
二
種
法
身
」
で
説
か
れ
る
仏
土
・
仏
身
や
法
性
は
、
私
た
ち
の
眼
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
固
定
的
な
実
体
を
持

た
な
い
。
し
か
し
、
略
も
し
く
は
方
便
と
し
て
有
に
転
じ
て
い
く
と
も
説
か
れ
て
い
る
。 
コピー厳禁
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付
言
す
れ
ば
、
曇
鸞
以
降
の
浄
土
教
に
お
い
て
も
、
浄
土
往
生
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
も
、
浄
土
往
生
が
空
思

想
に
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
唐
代
の
浄
土
教
の
僧
侶
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
七

高
僧
で
第
四
祖
と
さ
れ
る
道
綽
禅
師
（
五
六
二
～
六
四
五
年
）
は
、「
大
乗
仏
教
は
一
切
平
等
を
解
く
の
で
あ
り
、
浄
土
・
穢
土
を
分

別
し
て
浄
土
を
願
生
す
る
の
は
と
ら
わ
れ
で
あ
る
」
と
の
批
判
に
対
し
て
、 

 
 

一
切
諸
仏
の
説
法
は
か
な
ら
ず
二
縁
を
具
す
。
一
に
は
法
性
の
実
理
に
よ
る
。
二
に
は
す
べ
か
ら
く 

そ
の
二
諦
に
順
ず
べ
し
。

か
れ
は
、
大
乗
は
無
念
な
り
、
た
だ
法
性
に
よ
る
と
計
し
て
、
し
か
も
縁
求
を
謗
り
無
み
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
二
諦
に
順
ぜ
ず
。

か
く
の
ご
と
き
見
は
、
滅
空
の
所
収
に
堕
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
註
釈
版
七
祖
篇
』
二
〇
八
頁
） 

と
、
答
え
た
。
つ
ま
り
一
切
の
存
在
は
、
と
ら
わ
れ
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
固
定
的
な
実
体
を
持
た
ず
、
様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
そ

の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
の
が
大
乗
仏
教
の
見
方
で
あ
り
、
諸
仏
の
説
法
も
必
ず
空
と
有
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
固
定
的
な
実
体
を
持
た
な
い
、
空
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
全
て
は
平
等
で
あ
る
が
、
様
々
な
条
件
、
縁
に
よ
っ
て
そ

の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
全
て
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
固

定
的
な
実
体
が
無
い
か
ら
平
等
で
あ
る
と
い
う
面
に
捉
わ
れ
て
、
縁
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
面
を
否
定
す
る
な
ら
、
か

え
っ
て
大
乗
仏
教
の
考
え
方
に
反
す
る
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。 

 

以
上
を
纏
め
る
と
、
曇
鸞
は
『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
浄
土
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
空
の
思
想
を
踏

ま
え
て
二
種
法
身
説
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
二
種
の
法
身
と
は
法
性
法
身
と
方
便
法
身
で
あ
る
。「
法
性
」
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の

の
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
対
的
な
分
別
を
越
え
た
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
色
や
形
で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
無
」

コピー厳禁
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と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
法
性
法
身
が
人
々
を
救
い
と
ろ
う
と
は
た
ら
く
具
体
的
な
あ
り
よ
う
が
方
便
法
身
で
あ
る
。
阿
弥
陀

仏
と
い
う
一
切
衆
生
の
救
済
者
と
な
っ
て
い
る
す
が
た
で
あ
る
。
二
種
の
法
身
と
い
っ
て
も
二
つ
の
別
々
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
一
つ
の
も
の
の
表
と
裏
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

  

第
三
章 

親
鸞
聖
人
の
空 

 
 

第
一
節 

『
一
念
多
念
文
意
』
に
見
ら
れ
る
空 

 

宗
祖
の
教
義
に
影
響
を
与
え
た
曇
鸞
教
学
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
二
種
法
身
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
『
一
念
多
念
文

意
』
や
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
を
説
明
す
る
の
に
二
種
法
身
を
述
べ
て
い
る
。『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。 

 
 

一
実
真
如
の
妙
理
、
円
満
せ
る
が
ゆ
え
に
、
大
宝
海
に
た
と
へ
た
ま
ふ
な
り
。
一
実
真
如
と
申
す
は
無
上
大
涅
槃
な
り
。
涅
槃

す
な
わ
ち
法
性
な
り
、
法
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
宝
海
と
申
す
は
、
よ
ろ
ず
の
衆
生
を
き
ら
は
ず
、
さ
は
り
な
く
、
へ
だ
て

ず
、
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
、
大
海
の
水
の
へ
だ
て
な
き
に
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
こ
の
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し

て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
無
礙
の
ち
か
ひ
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
と
な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
ゑ

に
、
報
身
如
来
と
申
す
な
り
。
こ
れ
を
尽
十
方
無
礙
光
仏
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
れ
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
、
南
無
不
可
思
議
光

仏
と
も
申
す
な
り
。
こ
の
如
来
を
、
方
便
法
身
と
は
申
す
な
り
。
方
便
と
申
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、

コピー厳禁
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衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
申
す
な
り
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
。
こ
の
如
来
は
光
明
な
り
、
光
明
は
智
慧
な
り
、
智
慧
は

ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
。
智
慧
ま
た
か
た
ち
な
け
れ
ば
不
可
思
議
光
仏
と
申
す
な
り
。
こ
の
如
来
、
十
方
微
塵
世
界
に
み
ち
み

ち
た
ま
へ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
無
辺
光
仏
と
申
す
。
し
か
れ
ば
、
世
親
菩
薩
（
天
親
）
は
尽
十
方
無
礙
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ

り
た
ま
へ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
註
釈
版
』
六
九
〇
頁
） 

と
、
涅
槃
を
法
性
、
如
来
と
展
開
し
、
法
蔵
菩
薩
が
願
い
を
お
こ
し
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
姿
を
「
報
身
如
来
」「
方
便
法
身
」
と
表
現

し
て
い
る
。
ま
た
「
方
便
」
と
言
う
言
葉
の
説
明
と
し
て
「
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ

を
申
す
な
り
」
と
説
い
て
い
る
。 

  
 

第
二
節 

『
唯
信
鈔
文
意
』
に
見
ら
れ
る
空 

次
に
、
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。 

「
極
楽
無
為
涅
槃
界
」
と
い
ふ
は
、
「
極
楽
」
と
申
す
は
か
の
安
楽
浄
土
な
り
、
よ
ろ
づ
の
た
の
し
み
つ
ね
に
し
て
、
く
る
し 

 

み
ま
じ
は
ら
ざ
る
な
り
。
か
の
く
に
を
ば
安
養
と
い
へ
り
。
曇
鸞
和
尚
は
、
「
ほ
め
た
て
ま
つ
り
て
安
養
と
申
す
」
と
こ
そ
の

た
ま
へ
り
。
ま
た
『
論
』
（
浄
土
論
）
に
は
、
「
蓮
華
蔵
世
界
」
と
も
い
へ
り
、
「
無
為
」
と
も
い
へ
り
。
「
涅
槃
界
」
と
い
ふ
は

無
明
の
ま
ど
ひ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
な
り
。
「
界
」
は
さ
か
ひ
と
い
ふ
、
さ
と
り
を
ひ
ら
く
さ

か
ひ
な
り
。
大
涅
槃
と
申
す
に
、
そ
の
名
無
量
な
り
、
く
は
し
く
申
す
に
あ
た
は
ず
、
お
ろ
お
ろ
そ
の
名
を
あ
ら
は
す
べ
し
。

「
涅
槃
」
を
ば
滅
度
と
い
ふ
、
無
為
と
い
ふ
、
安
楽
と
い
ふ
、
常
楽
と
い
ふ
、
実
相
と
い
ふ
、
法
身
と
い
ふ
、
法
性
と
い
ふ
、
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真
如
と
い
ふ
、
一
如
と
い
ふ
、
仏
性
と
い
ふ
。
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
り
、

す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
り
。
こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
信
心
す
な
は
ち
仏
性
な
り
、
仏
性
す
な
は

ち
法
性
な
り
、
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば

れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、
方
便
法
身
と
申
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比

丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ま
ふ
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
（
天
親
）
は
「
尽

十
方
無
碍
光
如
来
」
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
註
釈
版
』
七
一
〇
頁
） 

こ
こ
で
は
「
涅
槃
」
を
、
滅
度
、
無
為
、
安
楽
、
常
楽
、
実
相
、
法
身
、
法
性
、
真
如
、
一
如
、
仏
性
、
如
来
、
法
身
で
あ
る
と

展
開
し
て
、
色
も
形
も
無
い
法
性
そ
の
も
の
が
方
便
法
身
と
し
て
形
を
あ
ら
わ
し
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
し
て
一
切
衆
生
の
心
に

遍
満
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
こ
で
曇
鸞
の
二
種
法
身
説
を
さ
ら
に
展
開
し
た
解
釈
を
し
て
い
る
。
曇
鸞
の
二
種
法
身

で
は
、
法
蔵
菩
薩
が
発
願
し
修
行
し
て
至
っ
た
法
身
に
つ
い
て
、
法
性
と
方
便
と
い
う
二
種
の
法
身
を
立
て
て
説
い
て
い
た
が
、「
方

便
法
身
と
申
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
法
蔵
菩
薩
も
ま
た
方
便
法
身

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
蔵
菩
薩
と
し
て
現
れ
、
四
十
八
願
を
お
こ
し
、
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
て

い
る
そ
の
全
体
が
方
便
法
身
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。 

 

ま
た
続
く
文
に
、 

 
 

こ
の
如
来
を
報
身
と
申
す
。
誓
願
の
業
因
に
報
ひ
た
ま
へ
る
ゆ
ゑ
に
報
身
如
来
と
申
す
な
り
。
報
と
申
す
は
、
た
ね
に
む
く
ひ

た
る
な
り
。
こ
の
報
身
よ
り
応
・
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
は
し
て
、
微
塵
世
界
に
無
礙
の
智
慧
光
を
放
た
し
め
た
ま
ふ
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ゆ
ゑ
に
尽
十
方
無
碍
光
仏
と
申
す
ひ
か
り
に
て
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
無
明
の
闇
を
は
ら
ひ
悪
業
に
さ
へ
ら
れ
ず
、
こ
の

ゆ
ゑ
に
無
礙
光
と
申
す
な
り
。
無
礙
は
さ
と
り
な
し
と
申
す
。
し
か
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
光
明
な
り
、
光
明
は
智
慧
の
か
た
ち

な
り
と
し
る
べ
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
註
釈
版
』
七
一
〇
頁
） 

と
述
べ
、
ま
た
、 

 
 

大
小
の
聖
人
・
善
悪
の
凡
夫
、
み
な
と
も
に
自
力
の
智
慧
を
も
っ
て
大
涅
槃
に
い
た
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
無
礙
光
の
御
か
た
ち

は
、
智
慧
の
ひ
か
り
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
仏
の
智
願
海
に
す
す
め
入
れ
た
ま
ふ
な
り
。
一
切
諸
仏
の
智
慧
を
あ
つ
め

た
ま
へ
る
御
か
た
ち
な
り
。
光
明
は
智
慧
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
註
釈
版
』
七
〇
〇
頁
） 

と
述
べ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
は
、
智
慧
が
光
明
の
「
か
た
ち
」
と
し
て
は
た
ら
く
仏
で
、
衆
生
の
悪
業
に
碍
げ
ら
れ
ず
悟
り
に
入
ら

し
め
る
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
曇
鸞
の
章
に
「
真
智
は
無
知
な
り
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
智

慧
は
、
全
て
の
も
の
が
本
来
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
さ
と
る
智
慧
で
あ
り
、
対
象
的
に
知
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
因
縁
に

よ
っ
て
成
立
す
る
空
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
の
は
た
ら
き
が
よ
り
現
実
的
な
態
と
し
て
光
明
の
「
か
た

ち
」
と
し
て
衆
生
へ
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
 

第
三
節 

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
空 

ま
た
、『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」
に
は
、
浄
土
と
智
慧
の
本
質
が
説
か
れ
て
い
る
。『
往
生
論
註
』
の
「
正
道
の
大
慈
悲
」
に
つ

い
て
の
部
分
に
い
ま
注
目
す
る
と
、 
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ま
た
い
は
く
（
論
註
・
上 

六
〇
）
、「
〈
正
道
の
大
慈
悲
は
、
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
〉（
浄
土
論
）
と
の
た
ま
え
り
。
こ
の
二
句

は
、
荘
厳
性
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
至
乃 

性
は
こ
れ
本
の
義
な
り
。
い
ふ
こ
こ
ろ
は
、
こ
れ
浄
土
は
法
性
に
随
順
し
て
法
本

に
乖
か
ず
。
事
、
『
華
厳
経
』
の
宝
王
如
来
の
性
起
の
義
に
同
じ
。
ま
た
い
ふ
こ
こ
ろ
は
、
積
習
し
て
性
を
成
ず
。
法
蔵
菩
薩

を
指
す
、
も
ろ
も
ろ
の
波
羅
蜜
を
集
め
て
積
習
し
て
成
ぜ
る
と
こ
ろ
な
り
。
ま
た
性
と
い
う
は
、
こ
れ
聖
種
性
な
り
。
序
め
に

法
蔵
菩
薩
、
世
自
在
王
仏
の
所
に
し
て
無
生
忍
を
悟
る
。
そ
の
時
の
位
を
聖
種
性
と
名
づ
く
。
こ
の
性
の
な
か
に
お
い
て
四
十

八
の
大
願
を
発
し
て
、
こ
の
土
を
修
起
し
た
ま
え
り
。
す
な
わ
ち
安
楽
浄
土
と
い
ふ
。
こ
れ
か
の
因
の
所
得
な
り
。
果
の
な
か

に
因
を
説
く
、
ゆ
ゑ
に
名
づ
け
て
性
と
す
。
ま
た
性
と
い
ふ
は
、
こ
れ
必
然
の
義
な
り
、
不
改
の
義
な
り
。
海
の
性
、
一
味
に

し
て
衆
流
入
る
も
の
か
な
ら
ず
一
味
と
な
っ
て
、
海
の
味
は
ひ
、
か
れ
に
随
ひ
て
改
ま
ら
ざ
る
が
ご
と
し
と
な
り
。
ま
た
人
身

の
性
不
浄
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
種
々
の
妙
好
色
・
香
・
美
味
、
身
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
み
な
不
浄
と
な
る
が
ご
と
し
。
安
楽
浄
土
は

も
ろ
も
ろ
の
往
生
の
ひ
と
、
不
浄
の
色
な
し
、
不
浄
の
心
な
し
、
畢
竟
じ
て
み
な
清
浄
平
等
無
為
法
身
を
得
し
む
。
安
楽
国
土

清
浄
の
性
、
成
就
し
た
ま
へ
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
。
〈
正
道
の
大
慈
悲
は
、
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
〉
と
い
ふ
は
、
平
等

の
大
道
な
り
。
平
等
の
道
を
名
づ
け
て
正
道
と
す
る
ゆ
ゑ
は
、
平
等
は
こ
れ
諸
法
の
体
相
な
り
。
諸
法
平
等
な
る
を
も
つ
て
の

ゆ
ゑ
に
発
心
等
し
、
発
心
等
し
き
が
ゆ
ゑ
に
道
等
し
、
道
等
し
き
が
ゆ
ゑ
に
大
慈
悲
等
し
。
大
慈
悲
は
こ
れ
仏
道
の
勝
因
な
る

が
ゆ
ゑ
に
、〈
正
道
大
慈
悲
〉
と
の
た
ま
え
り
。
慈
悲
に
三
縁
あ
り
。
一
つ
に
は
衆
生
縁
、
こ
れ
小
悲
な
り
。
二
つ
に
は
法
縁
、

こ
れ
中
悲
な
り
。
三
つ
に
は
無
縁
、
こ
れ
大
悲
な
り
。
大
悲
は
す
な
わ
ち
こ
れ
出
世
の
善
な
り
。
安
楽
浄
土
は
こ
の
大
悲
よ
り

生
ぜ
る
が
ゆ
ゑ
な
れ
ば
な
り
。
ゆ
ゑ
に
こ
の
大
悲
を
い
ひ
て
浄
土
の
根
と
す
。
ゆ
ゑ
に
〈
出
世
善
根
生
〉
と
い
ふ
な
り
」
と
。 
コピー厳禁
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（
『
註
釈
版
』
三
五
八
頁
） 

と
、
浄
土
の
本
質
、
「
性
」
に
は
四
つ
の
性
格
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。 

第
一
に
「
性
は
こ
れ
本
の
義
な
り
」
で
あ
る
。「
本
の
義
」
は
浄
土
の
根
本
の
本
質
を
示
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
「
法
性

に
随
順
し
て
法
本
に
乖
か
ず
」
と
あ
り
、
つ
ま
り
浄
土
は
真
如
そ
の
も
の
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
は
『
華
厳
経
』（
７
）

に
説
か
れ
て
い
る
「
宝
王
如
来
の
性
起
の
義
に
同
じ
」
だ
と
さ
れ
る
。
「
宝
王
如
来
の
性
起
の
義
」
と
は

何
だ
ろ
う
か
。
「
宝
王
」
と
は
意
の
ま
ま
に
様
々
な
願
い
を
か
な
え
る
宝
で
あ
る
「
摩
尼
宝
珠
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

真
如
（
法
性
法
身
）
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
そ
の
衆
生
に
と
っ
て
最
高
の
宝
（
方
便
法
身
）
と
な
っ
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
浄

土
と
は
、
真
如
が
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
で
あ
る
と
受
け
取
れ
る
。 

第
二
は
、
「
積
習
し
て
性
を
成
ず
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
法
蔵
菩
薩
」
を
指
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
本
の
義
」
で
仏
の
本
質
で
あ

る
法
性
法
身
は
衆
生
を
救
う
た
め
に
方
便
法
身
と
な
り
顕
れ
る
と
示
さ
れ
た
が
、
第
二
で
は
、
そ
の
方
便
法
身
は
因
果
の
道
理
に
よ

っ
て
仏
に
な
る
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
蔵
菩
薩
の
と
て
も
永
い
行
を
意
味
し
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
が
一
心
に
功
徳
を
積

ん
だ
そ
の
修
行
の
全
体
が
「
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

第
三
は
、「
聖
種
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
聖
種
」
と
は
仏
に
な
る
種
子
の
こ
と
で
あ
り
、「
聖
種
性
」
と
は
聖
者
に
な
り
う
る
位

に
住
す
る
菩
薩
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
の
も
と
で
仏
法
を
学
び
無
生
法
忍
を
さ
と
っ
た
そ
の
時
の
位
が

「
聖
種
性
」
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
性
」
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
は
四
十
八
の
願
を
起
こ
し
浄
土
を
建
立
し
た
。「
こ
れ
か
の
因
の
所

得
な
り
。
果
の
中
に
因
を
説
く
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
如
法
性
の
「
性
」
が
因
に
な
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
果
が
生
じ
た
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。「
聖
種
性
」
は
直
接
的
に
は
菩
薩
の
位
の
こ
と
で
あ
る
が
、
真
如
の
十
方
世
界
に
遍
満
し
て
い
る
仏
性
だ
と
い
え
る
。 

 

第
四
が
「
必
然
の
義
」
「
不
改
の
義
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
海
が
喩
え
に
だ
さ
れ
る
。
海
に
は
た
く
さ
ん
の
河
川
か
ら
綺
麗
な
水
、

汚
染
さ
れ
た
水
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
水
が
流
れ
込
ん
で
く
る
。
し
か
し
一
度
そ
れ
ら
が
流
れ
込
む
と
や
が
て
す
べ
て
同
一
の
海
水
の

味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
必
然
の
義
で
あ
る
。
ま
た
、
一
度
河
川
の
水
が
海
水
の
味
に
な
る
と
再
び
河
川
の
水
に
戻
る
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
が
不
改
の
義
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
愚
悪
の
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
そ
こ
に
は
不
浄
な
場
も
心
も
存
在

し
な
い
の
だ
か
ら
、
自
ず
か
ら
清
浄
に
転
ぜ
ら
れ
る
。
浄
土
の
清
浄
性
が
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
一
切
の
も
の
を
清
浄
平
等
無
為
法
身

（
８
）

に
な
さ
し
め
る
の
だ
。 

こ
の
浄
土
は
、
阿
弥
陀
仏
が
一
切
の
衆
生
を
平
等
に
救
お
う
と
願
っ
た
大
慈
悲
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
文
の

最
初
に
「
正
道
の
大
慈
悲
は
、
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
」
と
述
べ
、
ま
た
こ
れ
が
「
平
等
の
大
道
」
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ

で
い
わ
れ
る
「
平
等
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。「
証
巻
」
に
浄
土
の
菩
薩
に
つ
い
て
「
平
等
法
身
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、

「
諸
法
の
寂
滅
平
等
を
さ
と
っ
た
八
地
以
上
の
菩
薩
の
身
」
（
『
註
釈
版
』
三
一
五
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
浄
土
の
菩
薩
は
一
如

（
９
）

平
等
な
悟
り
を
得
て
お
り
、
い
か
な
る
衆
生
も
差
別
す
る
心
な
く
救
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
平
等
性
は
無
我
の
心
の
も
の
だ

け
が
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
分
別
を
も
っ
て
も
の
を
見
る
凡
夫
に
は
一
切
を
平
等
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
平
等
の
道
を
正
道
と

す
る
の
は
、
平
等
こ
そ
、
諸
法
の
体
相
で
あ
り
、
真
如
の
本
当
の
す
が
た
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
は
、 

苦
を
除
き
楽
を
与
え
る
こ
と
。
衆
生
を
い
つ
く
し
ん
で
楽
を
与
え
る
（
与
楽
）
こ
と
を
慈
、
衆
生
を
憐
み
い
た
ん
で
苦
を
抜
く 

（
抜
苦
）
こ
と
を
悲
と
い
う
。
一
説
で
は
抜
苦
を
慈
、
与
楽
を
悲
と
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
註
釈
版
』
一
四
八
九
頁
） 
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と
あ
り
、
慈
悲
が
衆
生
を
救
う
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
如
平
等
の
悟
り
の
心
か
ら
大
慈
悲
が
生
ま
れ
、
そ
し

て
大
慈
悲
に
よ
っ
て
仏
道
が
成
り
立
つ
。
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
一
切
の
衆
生
が
救
わ
れ
る
そ
の
平
等
性
こ
そ
が
浄
土
の
「
性
」
で
あ

る
。 以

上
を
纏
め
る
と
、
親
鸞
は
『
一
念
多
念
文
意
』
や
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
を
説
明
す
る
の
に
二
種
法
身

を
述
べ
た
。『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
、
色
も
形
も
無
い
法
性
が
方
便
法
身
と
し
て
形
を
あ
ら
わ
し
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
し
て
一
切

衆
生
の
心
に
遍
満
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
親
鸞
は
こ
こ
で
さ
ら
に
展
開
し
た
解
釈
を
示
し
、
法
蔵
菩
薩
も
ま
た
方
便
法
身
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
親
鸞
は
「
真
仏
土
巻
」
の
「
正
道
の
大
慈
悲
」
に
お
い
て
、
浄
土
の
本
質
を
真
如
そ
の
も
の
で
あ
る
と

示
し
、
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
一
如
平
等
の
智
慧
か
ら
大
慈
悲
が
生
ま
れ
、
大
慈
悲
に
よ

っ
て
そ
の
智
慧
が
衆
生
に
向
け
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
曇
鸞
の
二
種
法
身
を
代
表
と
す
る
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受

け
、
無
為
、
実
相
、
真
如
、
法
性
、
智
慧
、
慈
悲
、
平
等
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
仏
身
や
浄
土
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 

   

結
論 

 

龍
樹
は
『
中
論
』
に
お
い
て
空
思
想
を
論
じ
、
後
の
大
乗
仏
教
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
空
と
は
、
固
定
的
な
実
体
の
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
一
切
諸
法
が
空
で
あ
る
と
と
ら
え
る
の
が
空
思
想
で
あ
る
。
空
は
縁
起
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。 
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縁
起
は
「
或
る
も
の
に
縁
っ
て
或
る
も
の
が
起
こ
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
、
全
て
の
も
の
は
他
の
何
か
と
関
わ
り
合
う
こ
と
で
成
り

立
っ
て
い
る
原
理
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
他
に
全
く
依
存
せ
ず
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
実
体
は
一
切
な
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
「
無
自
性
」
と
い
う
。
そ
し
て
空
は
「
空
用
、
空
性
、
空
義
」
の
三
態
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。「
空

用
」
と
は
空
の
は
た
ら
き
、
空
の
目
的
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
戯
論
を
止
滅
し
、
戯
論
に
よ
っ
て
生
じ
る
分
別

や
そ
の
分
別
か
ら
起
こ
る
業
・
煩
悩
を
止
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
空
性
」
と
は
空
そ
の
も
の
、
空
の
本
性
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
バ

ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
真
理
を
知
る
智
慧
、
無
分
別
智
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ

ィ
ー
の
解
釈
で
は
、
そ
れ
は
無
分
別
智
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
不
二
平
等
の
絶
対
の
真
実
、
真
如
の
こ
と
で
あ
る
。「
空
義
」
を
バ
ー
ヴ

ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
空
の
対
象
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
真
如
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
空
そ
の
も
の
は
無
分
別
智
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
ー
は
「
空
義
」
を
空
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、

「
縁
起
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
空
」
で
あ
る
と
説
く
。 

曇
鸞
は
空
の
思
想
を
踏
ま
え
て
『
往
生
論
註
』
に
浄
土
と
仏
身
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
そ

れ
が
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
二
種
法
身
説
で
あ
る
。「
法
性
」
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
対

的
な
分
別
を
越
え
た
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
私
た
ち
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
色
や
形
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
空

的
な
あ
り
か
た
で
あ
る
。
こ
の
法
性
法
身
が
人
々
を
救
い
と
ろ
う
と
は
た
ら
く
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
が
方
便
法
身
で
あ
る
。

「
方
便
」
と
は
、
真
実
に
導
く
た
め
の
は
た
ら
き
の
こ
と
を
い
う
。
法
性
の
徳
を
顕
現
し
て
一
切
衆
生
の
救
済
者
と
な
っ
て
い
る
す

が
た
で
あ
る
。
二
種
の
法
身
と
い
っ
て
も
二
つ
の
別
々
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
も
の
の
表
と
裏
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の
よ
う
な
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
よ
う
に
浄
土
や
仏
の
あ
り
方
を
空
の
思
想
に
基
づ
い
て
論
じ
た
。 

 

曇
鸞
の
二
種
法
身
説
は
、
親
鸞
の
仏
身
の
捉
え
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
。
『
一
念
多
念
文
意
』
や
『
唯
信
鈔
文
意
』

に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
を
説
明
す
る
の
に
二
種
法
身
を
述
べ
て
い
る
。『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
、
色
も
形
も
無
い
法
性
そ
の
も
の

が
方
便
法
身
と
し
て
形
を
あ
ら
わ
し
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
し
て
一
切
衆
生
の
心
に
遍
満
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
親
鸞
は
こ
こ
で

曇
鸞
の
二
種
法
身
説
を
さ
ら
に
展
開
し
た
解
釈
を
示
し
、
法
蔵
菩
薩
も
ま
た
方
便
法
身
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
と
し
て
現

れ
、
四
十
八
願
を
お
こ
し
、
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
そ
の
全
体
が
方
便
法
身
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
親
鸞
は
「
真
仏
土
巻
」
の
「
正
道
の
大
慈
悲
」
に
お
い
て
も
浄
土
の
本
質
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
真
如
そ
の
も
の
で
あ
る
と
説

き
、
法
性
法
身
が
衆
生
を
救
い
と
る
た
め
に
方
便
法
身
と
し
て
姿
を
顕
す
の
で
あ
る
と
示
し
た
。
ま
た
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に

よ
っ
て
成
就
さ
れ
て
い
る
と
説
き
、
一
如
平
等
の
智
慧
か
ら
大
慈
悲
が
生
ま
れ
、
大
慈
悲
に
よ
っ
て
そ
の
智
慧
が
衆
生
に
向
け
ら
れ

る
の
だ
と
述
べ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
龍
樹
が
『
中
論
』
で
縁
起
、
無
自
性
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
空
思
想
を
明
ら
か
に
し
、
曇
鸞
は
そ
れ

に
基
づ
き
『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
法
性
法
身
が
さ
と
り
そ
の
も
の
、
空
な
る
も
の
で
あ
り
方
便
法
身
は
そ
れ
が
形
を
と
っ
た
も
の

と
い
う
二
種
法
身
説
を
あ
ら
わ
し
た
。
そ
し
て
曇
鸞
の
二
種
法
身
説
は
親
鸞
の
仏
身
観
や
浄
土
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
色
も
形

も
無
い
真
如
そ
の
も
の
が
慈
悲
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
い
と
る
た
め
に
は
た
ら
く
の
だ
と
説
い
た
。 

 

空
思
想
は
大
乗
仏
教
を
支
え
る
と
て
も
重
要
な
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
教
義
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も

空
思
想
は
確
か
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 
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註
記 

 

（
１
） 

諸
法
不
自
生 

亦
不
従
他
生 

不
共
不
無
因 

是
故
知
無
生
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
三
十
巻
二
頁
） 

 

（
２
） 

如
諸
法
自
性 
不
在
於
縁
中 

以
無
自
性
故 
他
性
亦
復
無
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
三
十
巻
二
頁
） 

 

（
３
） 

性
若
是
作
者 

云
何
有
此
義 

性
名
為
無
作 

不
待
異
法
成
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
三
十
巻
一
九
頁
） 

 

（
４
）
①
か
く
あ
る
こ
と
。
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
。
あ
る
が
ま
ま
な
る
こ
と
。（
中
略
）
②
法
が
か
く
の
ご
と
く
成
立
し
て
い
る
こ 

 
 

 
 

 

と
。
法
性
と
同
義
。（
中
略
）
④
普
遍
的
真
理
。
心
の
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
真
の
す
が
た
。
万
有
の
根
源
。 

 
 

 
 

（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
七
八
五
頁
、
東
京
書
籍
株
式
会
社 

一
九
八
一
年
） 

 

（
５
）
主
観
・
客
観
の
相
を
離
れ
て
、
平
等
に
は
た
ら
く
真
実
の
智
慧
。
識
別
、
弁
別
す
る
以
前
の
智
慧
。
概
念
的
思
惟
を
超
え
た

真
観
智
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
一
三
四
五
頁
、
東
京
書
籍
株
式
会
社 

一
九
八
一
年
） 

 

（
６
）
佛
教
語
大
辞
典
の
「
生
即
無
生
」
を
調
べ
た
。 

①
三
論
宗
で
、
俗
諦
に
い
う
生
は
真
諦
に
お
い
て
は
無
生
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
俗
諦
の
生
は
実
際
上
の
生
が
な
く
、

因
縁
の
た
め
の
仮
生
で
、
そ
の
実
は
無
生
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
無
生
に
よ
る
生
で
あ
る
か
ら
生
即
無
生
で
あ
る
と
す
る
。

②
浄
土
門
で
は
往
生
を
解
釈
す
る
語
。
極
楽
に
生
ず
る
と
い
う
の
は
、
迷
い
の
世
界
の
俗
諦
の
生
で
は
な
く
、
真
諦
の

義
に
よ
っ
て
無
生
の
生
を
さ
と
る
と
す
る
意
。 

コピー厳禁



 

 

 

（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
七
〇
九
頁
、
東
京
書
籍
株
式
会
社 

一
九
八
一
年
） 

 

（
７
）
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
の
こ
と
。
漢
訳
に
三
本
あ
る
。
（
中
略
）
釈
尊
が
成
道
直
後
に
、
自
ら
さ
と
っ
た
正
覚
で
あ
る
海
印
三

昧
一
時
炳
現
（
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
た
）
の
法
を
明
か
し
た
経
典
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。 

（
『
註
釈
版
』
一
四
六
三
頁
） 

 

（
８
）
煩
悩
の
け
が
れ
が
な
く
完
全
に
清
浄
で
、
無
差
別
平
等
の
不
生
不
滅
の
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
仏
身
。 

（
『
註
釈
版
』
三
五
九
頁
） 

 

（
９
）
一
は
絶
対
不
二
の
意
。
如
は
梵
語
タ
タ
タ
ー
（ta

th
a

ta _

）
の
漢
訳
。
真
如
の
こ
と
。 

 

（
『
註
釈
版
』
一
四
四
五
頁
） 

              
コピー厳禁
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