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顕

-
次第
説
法
の内
容
と
そ
の意
義
-

釈
尊
の
説
法
教
化
に
つ
い
て

四

釈
尊
の
説
法
教
化
の
姿
勢
は
常
に
対
機
説
法
で
あ

っ
た
。
ま
ず
相
手
を
知
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
、
相
手
の
能
力

・
知
識

・
性
格
な
ど
に
応
じ
、
ま
た
そ
の
場
の
状
況

・

時
節
な
ど
に
よ
っ
て
臨
機
応
変
に
説
か
れ
た
。
釈
尊
は
、
そ
の
説
法
教
化
に
お
い
て

ま
さ
に
様
々
な
人
々
を
対
象
と
し
、
身
分
の
優
劣

・
貧
富
の
差
異
な
ど
を
越
え
て
あ

ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
に
分
け

へ
だ
て
な
く
接
す
る
。
例
え
ば
、
。バ
ラ
モ
ン
・
外
道
の

沙
門

・
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ

ー
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
ス
ー
ド
ラ
な
ど
の
人
々
、
ま
た
老
若
男
女

・
善
悪
の
人
々
な
ど
に
も
区
別
な
く
等
し
く
説
法
教
化
さ
れ
る
。
釈
尊
の
説
法
教
化

が
対
機
説
法
と
称
さ
れ
る
由
縁
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
最
勝
の
効
果
を
も
た
ら

す
方
法
で
教
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
生
涯
の
伝
記
に
よ
れ
ば
対
機
説
法
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
り
伝
え
ら
れ
る
。

釈
尊
の
説
法
教
化
に
つ
い
て
圈

は
じ
め
に

一
方
は
、
仏
教
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
人
々
で
あ
り
、
未
だ
他
の
教
え
に
害

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
温
順
な
性
格
を
有
す
る
人
々
に
対
し
て
説
か
れ
る
パ
タ
ー
ン
で

あ
る
。
讐
喩
や
因
果
物
語
を
混
え
、
世
俗
的
な
易
し
い
教
え
か
ら
説
き
は
じ
め
、
モ

の
理
解
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
漸
次
に
高
次
な
教
え
を
説
き
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の

方
法
を
次
第
説
法
と
称
す
る
。
他
方
は
、
す
で
に
他
の
教
え
に
信
仰
し
た
り
、
ま
た

は
、
釈
尊
の
教
え
に
ま

っ
た
く
耳
を
傾
け
よ
う
と
せ
ず
頑
強
に
、
拒
絶
す
る
人
々
に

対
し
て
は
神
通
力
な
ど
の
特
殊
な
能
力
を
駆
使
し
、
神
変
を
起
こ
し
、
相
手
を
信
伏

さ
せ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
の
方
法
を

「折
伏
」
と
称
す
る
。
こ
の

「折
伏
」
に

関
し
て
は
先
の
本
紀
要
に
お
い
て
卑
見
を
論
じ
た
次
第
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
次
第
説
法
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
義
を
明

ら
か
に
し
、
釈
尊
の
説
法
教
化
の
様
相
を
審
か
に
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
釈
尊

の
四
十
五
年
間
に
わ
た
る
説
法
教
化
の
基
本
的
姿
勢
は
、
こ
の
次
第
説
法
に
依
存
す

る
も
の
で
あ
り
、
説
法
教
化
の
足
跡
を
辿
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、
そ
の
大
多
数
に
お
い

一
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て
次
第
説
法
に
よ
る
説
法
教
化
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

二

家
か
ら
出
て
出
家
行
者
と
な

っ
た
目
的
で
あ
る
無
上
の
清
浄
行
の
究
極
を
、
こ
の

世
に
お
い
て
み
ず
か
ら
知
り
、
証
し
、
体
現
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。」

ま
た
、
パ
ー
リ
文

『律
蔵
』
に
も
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

「
み
ず
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
生
ま
れ
る
も
の
に
お
い
て
患
い
を
見
出

し
て
、
不
生
な
る
無
上
の
安
穏

・
安
ら
ぎ
を
求
め
て
、
不
生
な
る
無
上
の
安
穏

・

安
ら
ぎ
を
得
た
。」

以
下
、
同
文
を
繰
り
返
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

み
ず
か
ら
老
い
る
も
の
・
病
む
も
の
・
死
ぬ
も
の
・
憂
う
る
も
の
・
汚
れ
た
も

の
で
あ
る
の
に
、
老
い
る
も
の
・
病
む
も
の
・
死
ぬ
も
の
・
憂
う
る
も
の
・
汚
れ

た
も
の
に
患
い
を
見
出
し
て
、
不
老

・
不
病

・
不
死

・
不
憂

・
不
汚
で
あ
る
無
上

の
安
穏

・
安
ら
ぎ
を
求
め
て
、
不
老

・
不
病

・
不
死

・
不
憂

・
不
汚
で
あ
る
無
上

の
安
穏

・
安
ら
ぎ
を
得
た
。
そ
う
し
て
か
れ
ら
に
は
こ
の
知
と
見
と
が
生
じ
た
。

―

「われ
ら
の解
脱
は不動
であ
る。
これ
は最
後
の生
であ
る。
も
は
や
再

び
生
存
す
る
こ
と
は
な
い
。」

こ
の
伝
承
も
ま
た
前
の
相
当
漢
訳
部
分
の
ご
と
く
具
体
的
に
説
法
次
第
の
内
容

を
伝
え
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
伝
承
に
よ
り
、
そ
の
史
実
性
の
論
点
を
無
視
す
れ
ば
、
初
転
法
輪
に
つ

い
て
の
伝
承
の
最
も
整
理
さ
れ
た
説
法
次
第
は
中
道
か
ら
八
正
道
、
そ
し
て
四
諦
の

教
示
へ
の
展
開
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
増
広
課
程
の
最
後
に
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る

『
転
法
輪
経
』
に
は
説
法
次
第
を
中
道

・
八
正
道

・
四
諦
の
教
示
と
展
開
し
、
次

の
よ
う
に
伝
え
る
。

仏
伝
に
ょ
れ
ば
、
釈
尊
の
初
転
法
輪
に
ょ
け
る
説
示
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
。
二
辺
の
行
あ
り
、
諸
の
道
を
な
す
者
の
当
に
学
ぶ
べ
か
ら

ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

一
に
い
わ
く
、
欲
楽

・
下
賤
の
業

・
凡
人
の
所
行
に
著
す
。

二
に
い
わ
く
、
自
ら
煩
ひ
、
自
ら
苦
し
む
。
賢
聖
が
法
を
求
む
る
に
非
ず
。
義
と

相
応
す
る
こ
と
無
し
。
五

(人
)
の
比
丘
よ
。
こ
の
二
辺
を
捨
て
て
中
道
を
取
る

こ
と
あ
れ
ば
、
明
を
成
じ
、
定
を
成
就
し
て
自
在
を
得
。
智
に
趣
き
、
覚
に
趣
き
、

涅
槃
に
趣
く
は
、
す
な
わ
ち
八
正
道
な
り
、
正
見
な
い
し
正
定
な
り
。
こ
れ
す
な

わ
ち
八
と
な
す
。

か
か
る
漢
訳
経
典
の
伝
承
は
、
釈
尊
の
初
転
法
輪
を
伝
え
る
最
古
層
の
内
容
を
含

ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る

『中
部
』
経
典

「聖
求
経
」
の
相
当
漢
訳
部
分
で
あ
り
、

初
転
法
輪
に
お
け
る
五
比
丘

へ
の
説
法
次
第
を

「
二
辺
を
離
れ
る
」
こ
と
、
す
な
わ

ち
中
道
の
教
訓
か
ら
八
正
道
の
説
示
へ
と
展
開
し
て

い
る
。
し

か

し
、
パ
ー
リ
文

『
聖
求
経
』
に
は
、
相
当
漢
訳
部
分
の
ご
と
く
具
体
的
に
説
法
次
第
を
伝
え
て

い
な

い
。
僅
か
に
次
の
ご
と
く
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

如
来
は
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
人
、
正
覚
者
で
あ
る
。
耳
を
傾
け
よ
。
不
死
が
得
ら

れ
た
。
わ
れ
は
教
え
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
は
法
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
汝
ら
は
教
え

ら
れ
た
と
お
り
に
行
な
う
な
ら
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、
良
家
の
子
ら
が
正
し
く

n



修
行
者
ら
よ
。
出
家
者
が
実
践
し
て
は
な
ら
な
い
二
つ
の
極
端
が
あ
る
。
そ
の

二
つ
と
は
何
で
あ
る
か
?

　

一
つ
は
も
ろ
も
ろ
の
欲
望
に
お
い
て
欲
楽
に
恥
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
下
劣

・
野
卑
で
凡
愚
の
行
い
で
あ
り
、
高
尚
な
ら
ず
、
た
め
に
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
・他
の

一
つ
は
み
ず
か
ら
苦
し
め
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
苦
し
み

で
あ
り
、
高
尚
な
ら
ず
、
た
め
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
真
理
の
体
現
者
は
こ
の

両
極
端
に
近
づ
か
な
い
で
、
中
道
を
さ
と

っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
。

修
行
僧
ら
よ、
真
理
の体
現
者
のさと
った中
道
-
そ
れ
は眠
を
生
じ、
認

識
を
生
じ
、
平
安

・
超
人
知

・
正
し
い
覚
り

・
安
ら
ぎ
に
向
う
も
の
で
あ
る
が
I

1
と
は
何
で
あ
る
か
?

　

そ
れ
は
実
に
聖
な
る
八
支
よ
り
な
る
道
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
正
し
い
見
解
、
正
し
い
思
惟
、
正
し
い
言
葉
、
正
し
い
行
為
、
正
し
い
生

活
、
正
し
い
努
力
、
正
し
い
憶
念
、
正
し
い
瞑
想
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
。

実
に
苦
し
み
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
。

実
に
苦
し
み
の
生
起
の
原
因
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

…
…
中
略
…
…
。

実
に
苦
し
み
の
止
滅
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

…
…
中
略
…
…
。

実
に
苦
し
み
の
止
滅
に
至
る
道
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

…
…
中
略
・…

修
行
僧
ら
よ
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
聖
な
る
真
理
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の

段
階

・
十
二
の
か
た
ち

(三
転
十
二
行
相
)
に
よ
っ
て
如
実
に
見
る
知
見
が
わ
た

し
に
い
ま
だ
す

っ
か
り
純
粋
清
浄
で
な
か
っ
た
間
は
、
わ
れ
は
、
神
々
・
悪
魔

。

釈
尊
の
説
法
教
化
に
つ
い
て
圈

梵
天

・
修
行
者

・
バ
ラ
モ
ン
・
神
々
・
人
間
を
含
め
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
ど

も
の
中
に
お
い
て
無
上
の
正
し
い
覚
り
を
現
に
さ
と

っ
た
と
は
称
し
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
い
ま
や
実
に
こ
れ
ら
の
四
つ
の
聖
な
る
真
理
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
三

つ
の
段
階

・
十
二
の
か
た
ち
あ
る
如
実
に
見
る
知
見
が
わ
た
し
に
と

っ
て
す

っ
か

り
純
粋
清
浄
な
も
の
と
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
や
わ
た
し
は
神
々

・
悪
魔

・
梵
天
や
含
む
世
界
、
修
行
者

・
バ
ラ
モ
ン
・
神
々
・
人
間
を
含
む
生
き

と
し
生
け
る
も
の
ど
も
の
中
に
お
い
て
無
上
の
正
し
い
覚
り
を
現
に
さ
と

っ
た
と

称
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
に
次
の
知
見
が
生

じ

た
。
『
わ
が
心
の
解
脱

は
不
動
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
後
の
生
存
で
あ
る
。
も
は
や
後
の
再
生
は
あ
り
得
な

(
6
)

い
』
と
。

以
上
の
よ
う
な
釈
尊
の
初
転
法
輪
に
お
け
る
説
法
次
第
に
つ
い
て
諸
々
の
伝
承
を

見
る
と
、
比
較
的
初
期
の
成
立
と
見
倣
さ
れ
る
文
献
の
伝
承
に
は
、
生
き
る
こ
と
に

お
い
て
の
患
い
を
正
し
く
見
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
見
る
こ
と
に
よ

り
知
と
見
が
生
じ
、
解
脱
を
得
、
つ
い
に
生
天
の
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
伝
え

る
。
す
な
わ
ち

「正
し
い
知
見
」
と

「正
し
い
見
解
」
が
力
説
さ
れ
て
お
り
、
言
う

ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
教
示
は
我
執

・
我
見
か
ら
の
自
己
解
放
を
行
ず
る
方
法
と

し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
や
や
遅
れ
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る

『中
部
』
経
典
の
伝
承
に
は
。
中
道

か
ら
八
正
道
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
最
後
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る

『転
法
輪

経
』
の
伝
承
に
は
、
中
道
か
ら
八
正
道
。
そ
し
て
四
諦
の
教
示
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
伝
承
に
お
い
て
中
道
か
ら
説
き
は
じ
め
ら
れ
る
の
は
、
二
辺
を
離
れ
る
こ

三
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喩
と
し
て
、
私
心
に
執
着
し
が
ち
の
心
を
両
極
端
に
た
と
え
、
我
に
こ
と
さ

ら
に
執
着
す
る
と
こ
ろ
の
我
執

・
我
見
を
戒
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
本

的
立
場
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
初

一
歩
で
あ
り
、
そ
の
後
、
教
示
さ
れ
る
八
正
道

・

四
諦

へ
の
展
開
が
説
法
教
化
の
本
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
初
転
法
輪
時
に
お
け
る
説
法
教
化
の
伝
承
と
、
後
の
四
十
五
年
間
に

わ
た
る
説
法
教
化
の
足
跡
伝
承
と
比
較
す
る
時
、
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
い
る
こ
と

に
気
付
く
の
で
あ
る
。
初
転
法
輪
に
お
け
る
五
比
丘
へ
の
教
化
は
、
比
較
的
高
次
な

内
容
を
持
つ
説
法
教
化
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
諸
伝
承
が
伝
え
る
が
ご
と
く
被
説

法
者
で
あ
る
五
比
丘
は
相
当
に
修
行
研
銀
を
積
み
、
高
度
な
知
識

・
豊
富
な
体
験
を

修
得
し
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
初
転
法
輪
後
の
四
十
五
年
間
に
わ
た

る
教
化
に
登
場
す
る
多
く
の

一
般
の
大
衆
教
化
に
お
け
る
説
示
と
は
、
そ
の
内
容
次

第
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
初
転
法
輪
の
後
、
た
だ
ち
に
訪
れ
た
と
伝
え

ら
れ
る
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
富
商
の
子
ヤ
サ

(Y
a
sa
5

　

U
対
す
る
説
法
内
容
を
吟
味

し
、
そ
の
次
第
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

四

ld
an
ak
ath
a)、
戒
し
め
の
訓
話

(巳
降
s
g
)、
生
天
の
訓
話

tsag
g
ak
ath
ay

諸
欲
の
欲
望
の
患
い
と
害
悪
と
汚
れ
、
お
よ
び
出
離
の
す
ぐ
れ
た
利
益
と
を
説
か

れ
た
。

尊
師
は
、
良
家
の
子
ヤ
サ
が
健
全
な
心

・
柔
軟
な
心

・
偏
見
に
覆
わ
れ
な
い
心

・
喜
び
勇
ん
だ
心

・
澄
ん
だ
心
と
な
っ
た
の
を
知
っ
て
、
そ
こ
で
目
ざ
め
た
人
々
、

諸
仏
の
称
讃
し
た
ま
う
教
え
の
説
示
す
る
も
の
を
説
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
苦
し
み

と
そ
の
原
因
と
止
滅
と
止
滅
に
至
る
道
と
い
う
四
つ
の
真
理
の
説
I
匹
る
。

以
上
の
ご
と
く
釈
尊
は

「
順
序
次
第
に
し
た
が

っ
た
訓
話
」
と
し
て
、
第

一
段
階

に

「施
し
の
訓
話
、
戒
し
め
の
訓
話
。
生
天
の
訓
話
」
、
次

い
で
第
二
段
階
に

「諸

欲
の
欲
望
の
患
い
と
害
悪
と
汚
れ
、
お
よ
び
出
離
の
す
ぐ
れ
た
利
益
」、
さ

ら

に
第

三
段
階
と
し
て
四
諦
の
教
え
が
示
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
こ
の
よ
う
な

「順
序
次
第
に

し
た
が

っ
た
訓
話
」
を
次
第
説
法
と
称
す
る
。
次
第
説
法
と
は
、
被
説
法
者
の
機
知

・
機
根
に
応
じ
、
平
易
な
内
容
か
ら
順
次
高
度
な
内
容
へ
と
順
序
次
第
に
従

っ
て
教

示
す
る
方
法
を
言
う
。
釈
尊
は
、
以
前
に
お
い
て
ま

っ
た
く
仏
教
に
対
し
知
識
も
な

く
、
そ
の
理
解
力
の
亡
し
い
ヤ
サ
に
対
し
、
初
歩
的
段
階
か
ら
教
示
し
は
じ
め
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
「
順
序
次
第
に
し
た
が

っ
た
訓
話
」
の
内
容
を
吟
味
し
、
釈
尊
が

い
か
な
る
意
義
を
持

っ
て
次
第
説
法
の
形
式
を
採
用
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
最
初
に

「施
し
の
訓
話
」
を
教
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
物
心
両
面
に
お
い
て

の
利
他
行
を
推
奨
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
施
し
の
訓
話
」
、
す
な
わ

ち
布
施
の
行
為
は
釈
尊
の
教
え
に
お
い
て
最
勝
の
実
践
道
で
あ
り
、
最
良
の
善
行
為

釈
尊
が
富
商
の
子
ヤ
サ
を
教
化
す
る
次
第
を
パ
ー
リ
文

『律
蔵
』
は
次
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る
。

良
家
の
子
ヤ
サ
が

一
隅
に
坐

っ
た
と
き
に
、
尊
師
は
か
れ
に
順
序
次
第
に
し
た

が

っ
た
訓
話

la
n
u
p
u
b
b
ik
a
th
O

を

説

か
れ

た
。

す
な
わ
ち
、
施
し
の
訓
話

Ⅲ



で
あ
る
と
推
奨
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
以
外
の
諸
宗
に
お
い
て
も
等
し
く
奨
励

さ
れ
、
か
つ
ま
た
当
時
の

一
般
社
会
の
倫
理
道
徳
観
か
ら
も
最
良
の
善
行
為
と
し
て

奨
励
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
。
原
始
仏
教
が
倫
理
的
性
格
に
強
く
裏

付
け
ら
れ
た
教
え
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
釈
尊

が
説
法
教
化
に
際
し
、
ま
ず
最
初
に

「施
し
の
訓
話
」
を
説
か
れ
た
こ
と
は
、
巾
広

い
視
野
に
立
脚
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ

る
各
層
の
人
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
知

・
機
根
に
応
じ
最
も
理
解
し
や
す
い
平
易
な
話

か
ら
説
き
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

布
施
行
の
実
践
徳
目
は
原
始
仏
教
経
典
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
果
報
と

し
て

「1　
趣

へ
の
赴
き
」
を
約
束
し
、
布
施
行
の
実
践
者
を

「最
上
の
思
惟
あ
り
、

疑
の
な
い
人
」
と
称
讃
し
て
い
る
。
経
典
は
次
の
ご
と
く
伝
え
る
。

法
に
従

っ
て
得
た
富
を

(散
ず
る
こ
と
)
に
ょ
っ
て
、
努
力
精
励
し
て
得
た
も

の
を

(人
に
)
与
え
る
。
か
れ
は
最
上
の
思
惟
あ
り
、
疑
の
な
い
人
で
あ
る
。
幸

せ
な
場
所

(b
h
a
d
d
a
k
a
m

　

th
an
am
)
に
赴
き
、
そ
こ
に
行
っ
て
は
憂
い
が
無
い
。

ま
た
、
『
ミ
リ
ン
ダ
バ
ン
パ
ー
』
に
は

「次
第
説
法
」
に
お
け
る
布
施
行
に
関

し

て
興
味
あ
る
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ミ
リ
ン
ダ
王
が
布
施
を
う
け
る
心
得
に
つ
い

て
問
い
礼
す
の
に
対
し
、
尊
者
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

尊
き
師
は
、
最
初
に
布
施
に
関
す
る
論
を
説
く
の
が
常
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

最
初
に
布
施
に
関
す
る
論
に
よ

っ
て

〈聴
者
の
〉
心
を
喜
ば
せ
、
そ
し
て
、
そ
の

後
で
、
戒
め
を

〈守
る
よ
う
に
〉
す
す
め
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
如
来
た
ち
の
習

慣
で
す
。
…
…
中
略
…
…
。
大
王
よ
、
布
施
者
の
心
や
施
主
の
心
が
柔
軟
、
柔
和
。

釈
尊
の
説
法
教
化
に
つ
い
て
閲

温
和
と
な
り
、
か
く
て
、
か
れ
ら
は
、
そ
の
布
施
の
通
路
や
橋
に
ょ
り
、
ま
た
布

施
の
船
に
よ
っ
て
。
輪
廻
の
海
の
彼
岸
に
渡
る
の
乙
戈
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
ょ
れ
ば
布
施
行
は
、
布
施
者
に
と
っ
て
輪
廻
を
超
越
し
て
彼
岸

に
到
達
す
る
為
の
手
段
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
原
始
仏
教
に
お
い
て
布

施
行
は
自
利
行
と
し
て
評
価
さ
れ
、
布
施
者
自
身
が
布
施
行
の
果
報
を
獲
得
す
る
も

の
と
説
く
。
布
施
行
そ
れ
自
身
が
利
他
行
と
し
て
力
説
さ
れ
る
の
は
、
仏
教
僧
伽
の

拡
大
と
と
も
に
僧
伽
護
持
の
風
潮
が
昂
ま
る
に
つ
れ
て
で
あ
り
、
多
分
に
仏
教
僧
伽

側
の
意
図
的
傾
向
が
推
察
さ
れ
る
。
後
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
文
献
等
に
登
場
す
る
我
が
身

を
捨
て
て
ま
で
の
献
身
、
ま
た
は
最
愛
の
者
を
犠
牲
と
す
る
よ
う
な
行
為
を

「最
勝

の
布
施
」
と
称
し
絶
対
視
す
る
よ
う
な
傾
向
は
ま
さ
に
創
作
者
の
深
い
意
図
を
感
じ

る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
後
代
の
大
乗
仏
教
文
献
に
よ
れ
ば
、
布
施
行
は
自
利
利
他
の
両
側
面
を
充

足
し
た
実
践
道
と
し
て
よ
り
明
解
に
説
か
れ
て

い
る
。
『
優
婆
塞
戒
経
』
自
利
利
他

品
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

菩
薩
摩
詞
薩
は
利
他
の
た
め
故
に
、
身
命
財
に
お
い
て
樫
貪
を
生
ぜ
ず
、
こ
れ

を
自
利
と
名
づ
く
。

ま
さ
に
、
他
を
利
益
せ
し
め
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
自
利
と
な
る
と
い
う
大
乗
菩

薩
道
の
真
髄
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
い
で
、
自
利
利
他
品
に
は
布
施
行
を
法
施

(
11
)

・
財
施

・
無
畏
施
に
分
け
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
説
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
示

は
、
す
べ
て
慈
悲
心
を
育
む
と
と
も
に
、
自
ら
の
精
神
的
安
定
を
は
か
る
こ
と
を
目

論
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
確
固
た
る
信
仰
心
の
成
就
を
意
図
す
る
。

五
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
釈
尊
が
ヤ
サ
に
対
す
る
説
法
教
化
に
際
し
、
ま
ず

「施
し
の

訓
話
」
を
説
き
明
か
さ
れ
た
の
は
、
善
行
為
と
し
て
そ
の
果
報
の
大
な
る
が
ゆ
え
に

実
践
道
の
最
優
先
課
題
と
し
て
教
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
。

布
施
行
と
い
う
善
行
為
を
奨
励
す
る
こ
と
は
善
な
る
社
会
の
顕
現
と
い
う
現
象
面
に

停
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
布
施
者
自
身
の
精
神
を
自
浄
さ
せ
る
作
用
を
も
ち
、
自
己
に

執
着
し
な
い
心
、
自
分
以
外
の
人
々
に
配
慮
を
す
る
心

・
慈
悲
の
心
の
養
育
を
期
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、
「施
し
の
訓
話
」
が

説
か
れ
た
の
は
自
己
の

精
神
面
の
確
立
と
い
う
大
き
な
課
題
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

六
(
13
)

法
に
か
な
っ
て
得
た
富
を
与
え
つ
つ
、
心
を
清
浄
な
ら
し
め
る
。

す
な
わ
ち
、
布
施
行
は
人
が
行
う
最
勝
の
善
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
を
実
践

す
る
自
身
の
心
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に

「戒
め
の
訓
話
」
が
教
示
さ
れ
る

の
は
、
こ
の
点
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
も
の
と
言
え
る
。

原
始
仏
教
で
は

一
般
的
に
善
悪
の
行
為
を
身
業

・
語
業

・
意
業
の
三
業
に
分
け
て

解
説
す
る
。
そ
れ
に
ょ
る
と
、
三
業
の
う
ち
意
業
、
す
な
わ
ち
心
で
お
こ
な
う
行
為

を
重
視
し
て
い
る
。
パ
ー
リ
文

『
増
支
部
』
経
典
に
ょ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

わ
た
く
し
は
行
為

(業
)
を
意
志

(g
は
る
思
)
で
あ
る
と
説
く
。
意
志
を
は

た
ら
か
し
て

(g
g
t
g
昌
)
身

・
語

・
意
に
ょ
っ
て
行
為
を
な
す
。

ま
た
、
漢
訳
経
典
に
は
。
次
の
よ
う
に
記
す
。

(
15
)

二
業
あ
り
、
思
と
思
已
と
の
業
な
り
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
人
の
行
為
の
本
源
は
意
志
に
あ
り
、
意
志
の
働
き
に
ょ
っ
て

三
業
が
お
こ
り
、
さ
ら
に
意
業
が
他
の
二
業
に
優
先
す
る
と
説
く
。
意
業
の
最
重
要

性
を
明
し
、
人
の
行
為
に
お
い
て
は
結
果
と
し
て
現
わ
れ
た
善
悪
よ
り
は
、
そ
の
行

為
を
生
み
出
し
た
意
志
の
善
悪
を
問
う
の
で
あ
り
、
動
機
論
的
展
開
を
重
視
し
て
い

る
。大

乗
仏
教
期
に
な
る
と
戒
の
教
え
は
三
聚
浄
戒
と
し
て
説
か
れ
。
そ
の
内
容
に
は

他
を
利
益
せ
し
め
る
布
施
の
利
他
行
と
戒
の
教
え
と
が
融
合
し
て
説
か
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
摂
律
儀
戒
と
摂
善
法
戒
と
摂
衆
生
戒
で
あ
る
。
摂
律
儀
戒
は
十
善
業
道
を
遵

守
し
、

一
切
の
過
悪
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
摂
善
法
戒
は
自
己
の
た
め
に
一
切

の
修
行

・
善
法
を
な
し
、
他
を
し
て
十
善
業
道
に
安
住
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
摂

「施
し
の
訓
話
」
に
次
い
で

「戒
め
の
訓
話
」
、
「
生
天
の
訓
話
」
が
説
か
れ
る
が
、

こ
れ
ら

一
連
の
過
程
の
課
題
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
布
施
行
の
実
践
を
通
し
て
そ

の
行
為
を
実
践
す
る
側
の
精
神
構
造
に
着
目
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に

「
戒
め
の
訓
話
」
が
教
示
さ
れ
る
の
も
ま
さ
に
モ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

布
施
行
を
実
践
す
る
側
の
精
神
構
造
の
課
題
を

「戒
め
の
訓
話
」
に
よ
り
、
よ
り

一

層
明
解
に
教
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

原
始
仏
教
経
典
は
善
行
為
を
な
す
側
の
心
の
持
ち
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

与
え
る
前
に
は
こ
こ
ろ
楽
し
く
、
与
え
つ
つ
あ
る
と
き
に
は
心
を
清
浄
な
ら
し

め

t　
c
i
t
t
a
ill

　

p
asl
d
a
y
a
y

与
え
お
わ
っ
て
こ
こ
ろ
喜
ば
し
。

ま
た
、
他
の
箇
所
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
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衆
生
戒
は
利
益
心

・
安
楽
心
な
ど
を
起
こ
し
て
人
々
を
救
済
し
、
慈
悲
に
基
づ
く
利

他
行
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。
三
聚
浄
戒
の
教
え
が
教
理
と
し
て
集
成
さ
れ
る
の

は
少
な
く
と
も
大
乗
仏
教
興
隆
の
過
程
か
ら
す
れ
ば
中
期
時
代
と
推
察
さ
る
。
ゆ
え

に
、
時
代
的
に
は
相
当
の
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
三
聚
浄
或
の
原
点
を
釈
尊
の
説

法
次
第
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「施
し
の
訓
話
」、
そ
し
て

「戒
め
の
訓
話
」
の
教
示
に
よ

り
善
行
為
の
積
極
的

実
践
を
奨
励
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
真
意
は
自
己
中
心
的
存
在
の
あ
り
方
か
ら
脱

却
し
、
我
執

・
我
欲
に
囚
わ
れ
る
我
見
の
破
棄
を
力
説
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
自
己
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち

「生
天
の
果
」
を
獲
得
す
る
こ

と
と
教
え
る
。
原
始
仏
教
教
義
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば

「生
天
の
果
」
の
教
示
は
因
果

応
報
の
条
理
に
基
づ
き
、

一
般
大
衆
に
理
解
し
や
す
く
、
平
易
な
親
し
み
や
す
い
言

葉
を
採
用
さ
れ
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
釈
尊
の
説
法
教
化
の
本
義
で
は
な
い
。

一

般
大
衆
の
善
な
る
結
果
を
希
求
す
る
願
望
に
呼
応
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
。
当
時
の
一
般
社
会
に
お
け
る
通
念
で
あ

っ
た
倫
理
道
徳
的
観
念
か
ら

「生

天
の
果
」
を
方
便
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
早
島

鏡
正
博
士
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「施

・
戒

・
生
天
」
の
論
は
、
布
施
と
持
戒
と
に
よ
っ
て
生
天
の
果
を
得
る
と

い
う

一
般
人
の
信
仰
で
あ
り
理
想
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
ブ

″
ダ
当
時
の
宗
教
思

想
で
あ
る
と
と
も
に
、
イ
ソ
ド

ー
ア
リ
ヤ
ソ
の
本
来
的
な
生
活
態
度
に
基
く
も
の

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
み
な
ら
ず
、

一
般
思
想
界
に
お
け
る

I

致
し
た
天
界
往
生
説
で
。
こ
れ
な
く
し
て
イ
ン
ド
の
、
こ
と
に
、
そ
の
当
時
の
思

釈
尊
の
説
法
教
化
に
つ
い
て
㈲

想

・
文
化

・
社
会
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
ブ

″
ダ

を
始
め
説
法
教
化
の
対
象
と
な

っ
た
人
々
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
理
想

・
習
慣

・
社
会
の
中
に
現
実
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
、
生
天
思
想

が
ブ

″
ダ
の
立
易
を
通
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
意
義
を
見
失
わ
な
い
点
で
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
生
天
思
想
に
充
分
な
意
義
づ
け
を
な
し
、
以

っ
て
、
仏
教
思
想
に
没
潤

し
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
経
過
を
、
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
他
の
箇
所
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

生
天
思
恵
を
新
説
と
し
て
語

っ
て
い
る
菊
合
に
、
t
天
思
想
の
提
起
は
、
い
ず

れ
も
質
問
者
た
る
バ
ラ
モ
ン
で
あ
り
在
家
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
説
法
誘
引
の
目

約
か
ら
、
相
手
の
意
向
に
そ
い
つ
つ
こ
れ
を
ブ

″
ダ
の
立
吸

へ
と
導
い
て
い
か
れ

た
の
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
。
生
天
思
想
に
伴
う
善
因
善
果

・
悪
因
悪
襲
の
い

ま
し
め
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
生
天
の
因
が
単
な
る
善
、
単
な
る
福

の
実
践
に
と
ど
ま
ら
ず
、
如
法
の
修
養
や
修
行
が
よ
り
基
底
的
な
も
の
と
な

っ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
に
生
れ
た
い
と
い
う
預
い
を
人
間
の
宗
教
的
態
度
と

し
て
認
め
る
玲
。
ど
れ
ほ
ど
生
天
思
想
に
学
的
意
義
づ
け
を
試
み
て
も
、
生
天
思

想
の
も
つ
功
徳
観
念
は
、
か
れ
ら
か
ら
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
で
あ
心
伺
。

次
第
説
法
に
お
い
て

「施
し
の
訓
話
」、
「戒
め
の
訓
話
」、
「
生
天
の
訓
話
」
と
次

第
に
教
示
さ
れ
る
の
は
善
行
為
の
実
践
に
よ
り
、
世
俗
的
な
果
報
を
誓
う
と
こ
ろ
の

「与
え
る
人
に
は
功
徳
が
増
大
す
る
」
と
か
、
「自
己
に
関
し
て
も
他
人
に
関
し
て
も

大
い
な
る
果
報
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
立
証
し
、
そ
の
上
に

「
そ
の
人
は
天
の
世

界
に
赳
化
」、
ま
た
、
[施
与
に
よ
っ
て
来
世
に
安
楽
が
得
ら
札
一一]」
と
い
う
来
世
に

七



V

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十

一
号

お
け
る
善
な
る
果
報
の
獲
得
を
誓

っ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に

「生
天
の
果
」
を

提
示
す
る
こ
と
は
因
果
応
報
の
世
俗
的
な
倫
理
道
徳
観
か
ら
宗
教
的
意
義
を
発
揚
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
生
天
の
果
」
は
釈
尊
の
教
え
の
本
旨
で
は
な

く
、

あ
く
ま
で
、

一
般
大
衆
の
宗
教
に
期
待
す
る
願
望
を
摂
受
さ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

釈
尊
の
教
化
の
本
旨
は
次
の
段
階

へ
と
進
展
す
る
過
程
、
す
な
わ
ち
、
第
二

・
第
三

段
階
の
過
程
に
お
い
て
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

八

そ
の
こ
と
は
、
第
三
段
階
で
教
示
さ
れ
る

「
四
諦
」
の
認
識
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
第

一
・
第
二
段
階
に
お
け
る
教
示
に
よ
り
、
我
執

・
我

欲
を
滅
し
、
我
見
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
り

「四
諦
の
道
理
」
の
教
え
を
修
得
す
る
た

め
の
基
礎
的
人
格
が
完
成
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
段
階
に
お
い
て

「四
諦
の
道
理
」
が
教
示
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
釈
尊
の
説
法

教
化
の
(
イ
ラ
イ
ト
で
あ
り
、
第

一
段
階

・
第
二
段
階
に
お
い
て
示
さ
れ
た
我
見
の

出
離
は
、
こ
の

「四
諦
の
道
理
」
に
到
達
す
る
た
め
の
プ

ロ
ロ
ー
グ
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
仏
伝
に
は
、
こ
の

「四
諦
の
道
理
」
が
確
認
さ
れ
る
と

「遠
離
離
垢
の
法

眼
」
が
覚
証
さ
れ
る
と
伝
え
る
。
釈
尊
の
説
法
教
化
の
(
イ
ラ
イ
ト
は
、
こ
の

「法

眼
」
の
覚
証
で
あ
り
、
成
正
覚
の
初

一
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

釈
尊
の
初
転
法
輪
に
お
け
る
五
比
丘
、
及
び
富
商
の
子
ヤ
サ
に
対
す
る
説
法
教
化

を
対
比
し
な
が
ら
、
そ
の
説
法
内
容
を
詳
察
す
る
こ
と
に
よ
り
次
第
説
法
の
真
相
を

明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
二
者
の
立
場
は
、
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
お

り
、
ま
さ
に
釈
尊
の
説
法
教
化
が
対
機
で
あ
る
所
以
を
今
更
な
が
ら
痛
感
す
る
の
で

あ

っ
た
。
五
比
丘
へ
の
教
示
は
、
ヤ
サ
の
ご
と
く
未
だ
宗
教
的
体
験
、
及
び
そ
の
境

地
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
人
々
に
教
示
さ
れ
た
次
第
と
は
そ
の
内
容
を
異
に

す
る
。
前
者
の
場
合
は
、
直
接
、
教
義
の

(
イ
ラ
イ
ト
か
ら
教
え
は
じ
め
る
。
対
し

て
、
ヤ
サ
に
示
さ
れ
た
教
え
は

「
施
し
の
訓
話
」
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ

む
す
び

仏
伝
に
ょ
れ
ば

「施

・
戒

・
生
天
」
の
訓
話
の
後
、
第
二
段
階
と
し
て

「諸
欲
の

欲
望
の
患
い
と
害
悪
と
汚
れ
、
お
よ
び
出
離
の
す
ぐ
れ
た
利
益
」
が
教
示
さ
れ
る
。

こ
の
教
え
は
、
第

一
段
階
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
我
見
の
破
棄
の
緊
要
性

を
、
再
度
、
具
体
的
事
例
を
挙
げ
て
立
証
し
如
実
知
見
の
眼
の
獲
得
を
期
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
欲
と
は
、
ま
さ
に
自
己
に
執
着
す
る
心
よ
り
起
こ
る
産
物
で
あ
り
、
こ

の
自
己
に
執
着
す
る
と
こ
ろ
の
我
欲
に
よ
る
弊
害
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
欲
は

多
く
の
害
悪
を
生
じ
る
が
故
に
、
も
し
こ
の
我
欲
を
離
れ
る
な
ら
ば

「出
離
の
す
ぐ

れ
た
利
益
」
が
獲
得
さ
れ
る
と
教
え
る
。
第

一
段
階
で
確
約
さ
れ
る

「生
天
の
果
」

の
獲
得
は
、
そ
の
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

「出
離
の
す
ぐ
れ
た
利

益
」
の

一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
し

た

ご

と

く

「
生
天
の
果
」
の
獲
得
は
釈
尊
の
説
法
教
化
の
究
極
の
目
的
で
は
な
く
、
そ

の

(
イ

ラ
イ
ト
は
第
二
段
階
で
教
示
さ
れ
る

「出
離
の
す
ぐ
れ
た
利
益
」
の
成
就
に
あ
り
、



(
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)

心
喜
ば
し
」
と
。
ま
た
、

「法
に
か
な

っ
て
得
た
富
を
与
え
つ
つ
、
心
を
清
浄
な
ら

(
21
)

し
め
る
」
と
も
伝
え
る
。
ま
さ
に
、
次
第
説
法
の
真
髄
を
こ
の
偶
に
垣
間
見
る
の
で

照
。
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(
9
)

　

中
村
元

・
早
島
鏡
正
訳

『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
2
』
二
五
九
頁
~
二
六
〇
頁
参
照
。

(
10
)

　

『優
婆
塞
戒
経
』
自
利
利
他
品

(大
正
二
四
巻

一
〇
四
三
頁
上
)
。

(
11
)

　

経
典
に
は
法
施

・
無
畏
施

・
財
施
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
る
。

法
施

「他
に
教
え
て
受
戒
し
、
出
家
修
行
し
、
白
四
渇
磨
せ
し
め
、
邪
見
を
壊
せ
ん

が
た
め
に
正
法
を
説
き
。
能
く
実
と
非
実
等
を
分
別
し
て
説
き
、
四
倒
及
び
不
放
逸

を
宣
説
す
。
こ
れ
を
法
施
と
名
づ
く
。」

無
畏
施

「
も
し
衆
生
あ
り
て
、
王
者

・
獅
子

・
虎

・
狼

・
水

・
火

・
盗
賊
を
怖
畏
す

る
に
、
菩
薩
見
已
り
て
能
く
た
め
に
救
済
す
る
を
無
畏
施
と
名
づ
く
」

財
施

「自
ら
財
宝
に
お
い
て
樫
を
破
り
恪
な
ら
ず
、
も
し
は
好
、
も
し
は
醜
、
も
し

は
多
、
も
し
は
少
、
牛

・
羊

・
象
・
馬
…
…
草
木

・
水
石
・
是
の
如
き
等
の
物
を
称

求
す
る
者
に
意
に
随
い
て
須
ゆ
る
所
を
与
う
、
こ
れ
を
財
施
と
名
づ
く
」
。
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(
15
)

　

『中
阿
含
経
』
巻
二
七

(大
正

一
巻
六
〇
〇
頁
上
)
。

(
16
)

　

早
島
鏡
正
著

『
初
期
仏
教
と
社
会
生
活
』
六
九
七
頁
参
照
。

(
17
)

　

早
島

『前
掲
書
』
六
九
九
頁
~
六
七
〇
頁
。

(
18
)

　

的
x
・

　

コ

り
・
β
p

(
19
)

　

「法
句
経
」

　

一
七
七
偶
。

(
20
)

　

註

(
12
)
参
照
。

(
21
)

　

註

(
13
)
参
照
。

と
は
布
施
行
に
お
け
る
精
神
的
意
義
を
力
説
す
る
。
仏
伝
に
は

(与
え
る
前
に
は
こ

　　　　　　

五
〇
三
頁
中
~
下
)
等
が
あ
る
。

こ
ろ
楽
し
く
、
与
え
つ
つ
あ
る
と
き
に
は
心
を
清
浄
な
ら
し
め
、
与
え
お
わ
っ
て
は
、

　　　

(
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V
in
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y
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s

　

M
a
h
a
v
a
g
g
a

　

L

　

7
s

　

1

　

6
0

　

訳

・
中
村
著

『前
掲
書
』
二
六
九
頁
参

九

註

(
―
)

　

『
同
朋
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
七

・
八
合
併
号
ニ

ー
頁
~
三
四
頁
。

(
2
)

　　

『
同

　　　　

右
』
第
六
号
六
〇
頁
~
六
四
号
参
照
。

(
3
)

　

『中
阿
含
経
』
第
五
六
巻

・
羅
摩
経

(大
正

一
巻
七
七
七
頁
下
)
、
訳

・
中

村

元
著

「ゴ
ー
タ
マ
フ
ッ
タ
ー
釈
尊
の
生
涯
」
二
三
八
頁
~
二
三
九
頁
参
照
。

(
4
)

　

M
N
O

　

l

　

S

　

p
p
O

　

17
1fO
訳

・
中
村
著

『前
掲
書
』
二
三
六
参
照
。

(
5
)

　

M
N
O

　

l

S

　

p
p
　
1
7
1
f
O

(
6
)

　

S
N
O

　

5
6
S

　

L

　

V
O
」

　

V

S

　

p
p
3
2
0
　
4
2
4
0
漢
訳
で
は

『
転
法
輪
経
』
(大
正
二
巻

釈
尊
の
説
法
教
化
に
つ
い
て
㈲

あ
る
。

釈
尊
の
教
化
は
ヤ
サ
の
よ
う
に
未
体
験
の
人
々
に
際
し
て
は
懇
切
丁
寧
に
教
示
さ

れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
因
縁
話

・
讐
喩
話
な
ど
を
用
い
て
軽
妙
に
示
さ
れ
る
事
例

も
数
多
く
伝
え
ら
れ
、

一
定
の
型
に
因
わ
れ
ず
柔
軟
な
姿
勢
と
そ
の
内
容
に
も
多
様

性
が
窺
い
と
ら
れ
る
。
釈
尊
の
四
十
五
年
間
に
わ
た
る
説
法
教
化
の
歴
程
を
見
る
限

り
、
種
々
雑
多
の
界
層

・
職
種
の
人
々
を
仏
教
に
帰
依
せ
し
め
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
教
化
の
方
法
は
ま
さ
に
対
機
説
法
で
あ
り
、
そ
の
過
程
は

次
第
説
法
の
パ
タ
ー
ン
を
採
用
す
る
が
。
こ
の
様
相
は
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
で
は
な
く
相

手
の
機
知

・
機
根
に
応
じ
て
最
勝
の
効
果
を
も
た
ら
す
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

対
機
を
熟
知
す
る
と
こ
ろ
に
次
第
説
法
が
そ
の
実
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。


