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曇
鸞
の
五
念
門
を
考
え
る
た
め
に　　
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稿
の
課
題
の
中
心

　

親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
が
、「
如
来
の
二
種
迴
向
」
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
よ
く
理
解
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
二
種
迴
向
の
了
解
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
様
々
に
異
な
っ
た
了
解
が
存
在
す
る1

。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ

う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
迴
向
」
と
は
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
説
か
れ
た
概
念
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
如
来
の
迴
向
」
と
説

か
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
迴
向
」
は
菩
薩
が
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
る
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

親
鸞
の
思
想
は
「
迴
向
」
と
い
う
概
念
の
新
た
な
創
造
的
使
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
背
景
に
曇
鸞
『
浄
土
論
註
』
の
五
念
門
に
お
け

る
迴
向
の
解
釈
が
存
在
す
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
曇
鸞
は
「
迴
向
に
二
種
の
相
有
り
」
と
言
っ
て
、
菩
薩
の
迴
向
に
「
往
相
」
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と
「
還
相
」
の
二
面
を
説
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
「
如
来
二
種
の
迴
向
」
が
、
こ
の
曇
鸞
の
思
想
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、

大
正
大
蔵
経
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
し
て
み
て
も
、
往
相
と
還
相
と
い
う
概
念
で
「
迴
向
」
を
解
釈
す
る
経
典
論
書
は
全
く
存

在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
曇
鸞
の
「
迴
向
に
二
種
の
相
有
り
」
と
い
う
思
想
も
曇
鸞
独
自
の
思
想
表
現
で

あ
り
、
そ
の
真
意
は
「
往
還
」
と
い
う
言
葉
の
用
語
的
解
釈
か
ら
は
見
出
せ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
の
思
想
を
明
確
に

す
る
に
は
曇
鸞
思
想
の
解
明
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
曇
鸞
の
言
葉
遣
い
を
明
確
に
す
る
に
は
大
乗
経
典
の
思
想
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

言
語
学
者
で
あ
る
丸
山
圭
三
郎
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
理
論
を
紹
介
し
な
が
ら
、
我
々
が
言
葉
を
通
し
て
何
ら
か
の
こ
と
を
探
求
す
る

場
合
に
決
し
て
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
課
題
か
ら
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
点
が
特
に
重
要
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
、
言
葉
は
物
や
概
念
の
単
な
る
名
前
で
は
な
く
、
全
体
の
中
に
お
い
て
他
の
語
と
の
関
係
に
お
い
て
価
値
や
意
味
が
成
り
立
つ

こ
と2

。
し
た
が
っ
て
、
思
想
の
変
化
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
あ
る
時
点
に
お
け
る
体
系
内
に
お
い
て
当
該
言
語
の
意
味
を
共
時
的
に
と
ら

え
た
上
で
、
も
う
一
つ
の
体
系
へ
の
移
行
を
通
時
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と3

。
さ
ら
に
、
第
三
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
内
示
的

意
味
）
と
し
て
、
固
定
化
し
た
体
系
内
の
差
異
を
用
い
て
新
た
な
差
異
化
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
も
指
摘
し
て
い
る4

。
蓋
し
、
親
鸞

の
「
如
来
二
種
の
迴
向
」
と
は
正
し
く
、
丸
山
の
い
う
第
三
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
創
造
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
ま
ず
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
迴
向
」
概
念
の
周
辺
を
検
討
し
た
上
で
曇
鸞
の
「
往
相
還
相
」
の
意
味
を

共
時
的
に
明
ら
か
に
し
、
次
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
親
鸞
に
受
容
さ
れ
て
新
た
な
使
用
法
を
生
み
、
結
果
と
し
て
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か

を
通
時
的
に
検
討
し
た
い
。
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三

一
、 

施
与
か
ら
「
迴
向
」
へ

　
『
般
若
経
』
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
梶
山
雄
一
は
、
迴
向
と
い
う
概
念
は
大
乗
仏
教
で
、
特
に
『
般
若
経
』
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
た
思
想

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る5

。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
最
初
期
の
大
乗
経
典
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
『
阿
閦
仏
国
経
』
の
な
か
に
「
善
根
を
、
無

上
に
し
て
完
全
な
さ
と
り
に
迴
向
す
る
思
想
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が6

、
実
際
に
同
経
典
を
確
認
し
て
み
る
と
後
々
迴
向
に
相
当
す
る

概
念
は
あ
る
も
の
の
そ
れ
が
「
迴
向
」
と
い
う
言
葉
で
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
あ
る
思
想
（
こ

こ
で
は
課
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
仮
に
そ
れ
を
「
思
想
Ｘ
」
と
考
え
る
）
が
、『
般
若
経
』
で
迴
向
と
い
う
用
語
に
結
実
す
る
ま
で
に
は
「
思

想
Ｘ
」
の
深
化
の
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
梶
山
氏
が
指
摘
す
る
『
阿
閦
仏
国
経
』
の
迴
向
表
現
と
は
、

我
、
常
に
法
施
を
持
ち
て
某
に
与
え
て
、
法
施
を
持
ち
て
某
に
与
え
ず
。（
大
正
11
・
七
五
三
ｃ
）

と
い
っ
た
表
現
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
は
梶
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
初
期
の
『
般
若
経
』
と
親
近
性
を
持
つ
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
鳩
摩
羅
什
の
小
品
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』（
以
下
、『
小
品
般
若
』
と
略
称
）
の
用
例
と
異
訳
の
旧
訳
『
般
若
経
』
の
用

例
と
の
比
較
検
討
か
ら
始
め
た
い
。
鳩
摩
羅
什
訳
『
小
品
般
若
』
に
お
け
る
迴
向
の
用
例
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

菩
薩
は
随
喜
の
福
徳
も
て
応
に
是
の
如
く
薩
婆
若
に
迴
向
す
。
所
用
の
心
の
迴
向
は
、
是
の
心
即
ち
尽
し
即
ち
滅
す
。
何
等
の
心
か
是

れ
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
る
や
。
若
し
用
心
と
心
の
迴
向
と
是
の
二
心
倶
な
ら
ず
、
又
心
性
の
不
可
得
も
て
迴
向
す
。
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（
大
正
8
・
五
四
八
ａ
）

　

こ
の
『
小
品
般
若
』
の
所
説
に
該
当
す
る
支
婁
迦
讖
訳
『
道
行
般
若
経
』
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

菩
薩
摩
訶
薩
は
能
く
勧
助
し
て
為
に
薩
婆
若
を
持
す
る
心
を
作
す
。
是
の
勧
助
を
作
し
て
心
亦
滅
尽
し
て
所
有
無
く
所
見
無
し
。
何
等

の
心
か
当
に
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
を
作
す
べ
き
や
、
当
に
何
の
心
を
以
て
之
を
作
す
や
と
な
ら
ば
、
心
に
両
対
無
し
、
心
の
自
然
に
し

て
乃
ち
能
く
作
す
所
な
り
。（
大
正
8
・
四
三
八
ｂ
）

　

文
中
に
傍
線
を
引
い
た
通
り
、『
小
品
般
若
経
』
の
「
迴
向
」
と
い
う
概
念
は
、『
道
行
般
若
経
』
で
は
「
勧
助
し
て
為
に
薩
婆
若
を
持
す

る
心
を
作
す
」
と
い
う
一
連
の
文
章
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
『
小
品
般
若
』
で
は
「
迴
向
品
」
と
称
し
、『
道
行
般
若
経
』
で
は

「
漚
惒
拘
舎
羅
勧
助
品
」
と
い
う
名
称
の
品
の
中
の
所
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
道
行
般
若
経
』
の
こ
の
引
用
文
の
直
前
で
は
菩
薩
の
功
徳
の

う
ち
で
「
勧
助
」
が
最
も
尊
い
と
も
言
っ
て
い
る7

。
そ
こ
で
、『
道
行
般
若
経
』
に
お
け
る
「
勧
助
」
の
意
味
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
文

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

（
一
）
勧
助
し
已
り
て
持
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
を
作
す
。（
同
四
三
八
ａ
）

（
二
）
是
（
＝
一
切
法
の
無
所
取
〜
無
所
得
）
の
勧
助
を
為
し
て
是
の
施
を
作
さ
ば
疾
く
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
を
作
す
こ
と
を
得
。

 

（
同
四
四
〇
ａ
）

　
「
勧
助
」
と
い
う
用
語
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
仏
教
語
と
な
っ
た
の
か
。
現
時
点
で
明
確
な
視
点
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
辞
書
に

よ
れ
ば
中
国
の
古
典
に
背
景
を
持
つ
言
葉
で
あ
る8

。
そ
の
意
味
は
「
導
き
誘
っ
て
助
け
る
」
と
あ
る
か
ら
、
一
の
用
例
は
、「
菩
薩
が
自
ら

の
福
徳
に
よ
っ
て
衆
生
を
導
き
助
け
る
こ
と
を
継
続
し
て
無
上
菩
提
を
得
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
の
用
例
は
「
一
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五

切
諸
法
は
無
所
得
で
あ
る
と
い
う
真
実
に
よ
っ
て
施
を
な
す
も
の
は
速
や
か
に
無
上
菩
提
を
得
る
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
ろ
う
。

　
『
道
行
般
若
経
』『
方
光
般
若
経
』『
光
讃
般
若
経
』
と
鳩
摩
羅
什
の
『
摩
訶
般
若
』（
小
品
、
大
品
を
含
む
）
の
中
で
、「
迴
向
」
を
用
い

る
の
は
鳩
摩
羅
什
訳
の
み
で
あ
る
。
他
は
全
て
「
勧
助
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
勧
助
」
を
念
頭
に
お
き

な
が
ら
旧
訳
を
検
索
し
て
み
る
と
、
そ
の
使
用
例
は
あ
ま
り
に
多
く
こ
こ
で
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
に
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

・『
放
光
般
若
経
』（
西
晋　

無
羅
叉
訳
）
勧
助
品
第
四
十
（
大
正
８
・
五
七
ａ
〜
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
大
品
『
摩
訶
般
若
』
の
随
喜
品
第

三
十
九
に
相
当
）

・『
正
法
華
経
』（
西
晋　

竺
法
護
訳
）
勧
助
品
第
一
七
（
大
正
9
・
一
一
八
ａ
〜
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
随
喜
功
徳
品
第

十
八
に
相
当
。
こ
こ
で
は
「
勧
助
」
と
「
随
喜
」
が
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
に
対
応
す
る
）

・『
般
舟
三
昧
経
』（
後
漢　

支
婁
迦
讖
訳
）
勧
助
品
第
十
三
（
大
正
13
・
九
一
七
ｂ
〜
、
菩
薩
が
過
去
現
在
未
来
の
諸
仏
の
功
徳
を
衆

生
に
施
し
て
平
等
覚
に
い
た
ら
し
め
る
こ
と
を
「
勧
助
」
と
す
る
）

な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
中
、『
般
舟
三
昧
経
』
の
所
説
は
先
の
『
道
行
般
若
経
』
の
所
説
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
若
干
補
足
し

て
お
く
。『
般
舟
三
昧
経
』
勧
助
品
の
結
論
は
、
同
品
の
最
後
に
説
か
れ
る
偈
頌
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
偈
頌
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

是
の
経
教
の
中
に
於
い
て　
　

持
す
る
に
四
事
の
歓
有
り

過
去
及
び
当
来　
　
　
　
　
　

現
在
の
諸
世
尊
は
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功
徳
行
を
勧
助
し
て　
　
　
　

諸
々
の
十
方
の

蜎
飛
蠕
動
を
度
脱
し
て　
　
　

悉
く
平
等
覚
に
逮
ば
し
め
ん
（
大
正
13
・
九
一
七
ｃ
）

　

こ
の
偈
頌
は
そ
れ
以
前
の
長
行
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、「
四
事
」
と
は
、
過
去
現
在
未
来
の
諸
仏
が
等
し
く
般
舟
三
昧
を
実
践
し
て

無
上
菩
提
に
至
っ
た
事
と
（
こ
れ
が
三
事
）、
十
方
の
一
切
衆
生
が
般
舟
三
昧
を
得
て
同
じ
よ
う
に
無
上
菩
提
に
い
た
る
こ
と
を
「
功
徳
行

を
勧
助
す
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、「
菩
薩
行
の
自
利
と
利
他
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
勧
助
」

と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
初
期
大
乗
経
典
に
は
当
然
「
迴
向
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と

同
様
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
第
一
行
目
の
「
持
す
る
に
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
今
ひ
と
つ
理
解
し
に
く
い
が
、

こ
の
言
葉
は
最
初
に
触
れ
た
『
道
行
般
若
経
』
の
傍
線
部
に
も
登
場
し
て
い
た
。『
般
舟
三
昧
経
』
の
長
行
中
に
は
「
過
去
の
仏
の
時
は
是

の
三
昧
を
持
し
て
歓
喜
を
助
け
…
…
自
ら
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
阿
惟
三
仏
に
到
る9

」
と
あ
り
、
第
四
事
の
利
他
を
表
す
文
中
で
は
「（
一
切

衆
生
に
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
を
得
さ
せ
ん
と
し
て
）
是
の
三
昧
を
持
し
て
…
…
阿
耨
多
羅
三
耶
三
菩
阿
惟
三
仏
を
得
せ
し
め
ん10

」
と
あ
る
。

こ
れ
は
「
功
徳
を
持
し
て
無
上
菩
提
に
到
る
（
自
利
）」「
無
上
菩
提
を
得
さ
せ
る
（
利
他
）」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、「
持
し
て
」
は
功

徳
と
菩
提
の
連
続
性
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
冒
頭
の
『
道
行
般
若
経
』
の
棒
線
部
「
勧
助
し
て
為
に
薩
婆
若
を
持
す
る
心
を
作
す
」
の
意
味
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
自

己
の
功
徳
を
薩
婆
若
に
到
る
ま
で
保
つ
こ
と
が
勧
助
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
梶
山
氏
は
、「
迴
向
」
と
い
う
訳
語
を
最

初
に
用
い
た
の
は
鳩
摩
羅
什
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
以
前
は
「
持
作
」「
持
心
作
」「
作
」
な
ど
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

が11

、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
梶
山
氏
の
所
説
に
は
若
干
の
補
説
が
必
要
で
あ
ろ
う
。「
持
作
」
は
「
功
徳
を
保
っ
て
無
上
菩
提
を
作
（
な
）
す
」
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と
い
う
意
味
で
あ
り
、そ
れ
が「
勧
助
」と
い
う
訳
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、梶
山
氏
が「
ふ
り
む
け（
迴
向
）」

の
思
想
に
二
つ
の
段
階
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
極
め
て
重
要
で
あ
る12

。
そ
の
二
段
階
と
は
、
①
善
根
を
自
分
の
幸
福
か
ら
無
上
菩
提

に
ふ
り
む
け
る
迴
向
と
、
②
自
分
の
幸
福
か
ら
他
者
の
至
福
に
ふ
り
む
け
る
迴
向
と
が
あ
り
、
①
が
よ
り
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
先
行
研
究
を
点
検
し
た
上
で
、「
迴
向
に
二
義
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
同
時
に
迴
向
の
二
つ
の
型
を
あ
ら

わ
す
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
す
る13

。
そ
し
て
、
結
論
的
に
①
を
「
内
容
転
換
の
迴
向
」、
②
を
「
方
向
転
換
の
迴
向
」
と
提
起

し
て
い
る14

。「
内
容
転
換
」
と
は
、自
己
の
「
有
為
の
善
根
功
徳
」
を
「
無
為
無
漏
の
無
上
菩
提
」
に
ふ
り
む
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
方

向
転
換
」
と
は
自
己
か
ら
他
者
へ
と
ふ
り
む
け
る
の
で
方
向
が
転
換
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
迴
向

の
二
つ
の
型
」
と
い
う
視
点
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
の
時
代
に
こ
れ
ら
が
総
合
さ
れ
て
「
迴
向
」
と
表
現
さ
れ

る
と
、
そ
の
「
迴
向
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
こ
の
二
点
が
隠
れ
て
し
ま
い
、
余
程
丹
念
に
考
察
し
な
け
れ
ば
そ
の
本
来
の
意
味
が
分
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
転
換
と
方
向
転
換
の
迴
向
が
、
一
切
は
無
所
得
・
不
可
得
で
あ
る
と
い

う
思
想
と
重
な
っ
て
表
現
さ
れ
た
の
が
鳩
摩
羅
什
の
『
般
若
経
』
に
お
け
る
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
る
」
と
い
う
思
想
な
の
で

あ
る
。
曇
鸞
の
「
迴
向
の
二
相
」
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、こ
の
点
は
最
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
た
次
に
触
れ
る
「
普
賢
行
」
へ
の
深
化
の
過
程
で
は
、「
施
与
」
と
い
う
用
語
が
重
要
で
あ
る
が
『
道
行
般
若
経
』
に
お
い
て
は
、「
例

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
恒
河
沙
の
如
き
財
物
の
施
与
も
菩
薩
の
勧
助
の
所
施
に
は
全
く
及
ば
な
い15

」
と
い
っ
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
て

お
り
、
施
与
と
勧
助
に
明
確
な
区
別
を
立
て
て
い
る
の
で
特
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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大
乗
仏
教
は
、『
般
若
経
』
が
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
て
衆
多
の
経
典
と
し
て
結
実
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
深

化
形
と
し
て
『
華
厳
経
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う16

。『
般
若
経
』
か
ら
『
華
厳
経
』
へ
と
い
う
展
開
は
大
乗
仏
教
の
本
質
的
な
問
題
で

あ
り
、
こ
こ
で
そ
の
詳
細
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
稿
を
改
め
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
華
厳
経
』
を
一
貫
す
る
中
心
的
な
課

題
が
「
普
賢
願
行
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
普
賢
願
行
は
『
華
厳
経
』
以
外
の
経
典
に
は
説
か
れ
て
い
な
い17

。
そ
の
上
で
普
賢
願
行

は
菩
薩
道
の
「
迴
向
」
の
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
普
賢
願
行
」
は
『
無
量
寿
経
』
の
第
二
十
二
願
の
基
本

的
な
課
題
で
あ
り18

、
そ
れ
は
曇
鸞
と
親
鸞
の
思
想
の
軸
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
大
き
な
課
題
で
あ
る
の
で
、
そ
の

基
本
的
な
視
点
を
以
下
に
提
示
し
た
い
。

　

既
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
普
賢
菩
薩
ま
た
は
普
賢
行
に
言
及
す
る
最
も
古
い
経
典
は
西
晋
聶
道
真

訳
の
『
三
曼
陀
跋
陀
羅
菩
薩
経
』
で
あ
る19

。
こ
の
経
典
の
最
も
核
心
部
分
は
「
法
行
品
第
五
（
大
正
蔵
の
底
本
に
は
こ
の
品
名
が
な
い
。
宋

元
明
版
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
）」
に
説
か
れ
る
「
法
施
与
」
で
あ
る
。
こ
の
経
典
が
説
く
法
施
与
と
は
、「
昼
夜
三
回
十
方
の
諸
仏
に
向

か
っ
て
、
悔
過
・
忍
・
礼
・
願
楽
・
請
勧
し
、
そ
の
功
徳
を
一
切
集
め
て
「
一
福
味
」
と
し
て
、
諸
仏
の
法
、
諸
仏
の
所
知
の
如
く
に
す
る

な
ら
ば
、
こ
の
功
徳
に
よ
っ
て
諸
仏
の
相
を
生
ず
る
に
至
る
。
こ
の
諸
仏
の
相
（
つ
ま
り
功
徳
）
を
「
法
」
と
し
て
施
与
す
る
な
ら
ば
、
自

ら
も
既
に
施
与
を
受
け
、
施
与
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
こ
の
施
与
を
「
正
し
い
施
与
」
と
為
す
の
で
あ
る20

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
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九

の
上
で
、

是
の
法
施
与
の
功
徳
を
持
し
て
一
切
人
を
し
て
皆
与
（
と
も
）
に
法
を
逮
得
せ
し
め
ん
と
し
て
皆
意
を
起
こ
さ
し
め
、
薩
婆
若
の
如
く

施
与
等
し
け
れ
ば
、
今
某
の
施
与
は
三
曼
陀
跋
陀
羅
菩
薩
の
所
行
の
如
く
な
ら
し
め
ん
。（
大
正
14
・
六
六
八
ａ
）

と
す
る
。
こ
こ
に
は
『
道
行
般
若
経
』
な
ど
と
同
様
に
、「
迴
向
」
と
い
う
用
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
同
じ
意
味
が
「
法
施
与
を
持
す
」

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
法
施
与
」
の
前
提
と
な
る
「
悔
過
・
忍
・
礼
・
願
楽
・

請
勧
」
に
法
施
与
を
迴
向
と
し
て
付
加
し
内
容
を
整
え
た
も
の
が
、『
文
殊
師
利
発
願
経
』
に
説
か
れ
る
「
悔
過
・
随
喜
・
勧
請
・
迴
向
」

の
四
悔
過
法
で
あ
る21

。『
文
殊
師
利
発
願
経
』
は
『
普
賢
行
願
讃
』
に
先
行
す
る
異
訳
経
典
で
あ
る
こ
と
が
既
に
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る22

。
そ
し
て
『
三
曼
陀
跋
陀
羅
菩
薩
経
』
は
、『
舎
利
弗
悔
過
経
』
と
の
親
近
性
が
既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る23

。

『
舎
利
弗
悔
過
経
』
は
『
道
行
般
若
経
』
と
同
時
代
の
翻
訳
で
あ
る
か
ら
、こ
こ
で
内
容
を
検
討
し
な
が
ら
「
迴
向
」
の
問
題
が
「
普
賢
行
願
」

に
展
開
す
る
道
筋
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

　
『
舎
利
弗
悔
過
経
』
は
、
舎
利
弗
が
世
尊
に
向
か
っ
て
「
善
男
子
善
女
人
が
こ
れ
ま
で
為
し
て
き
た
悪
を
止
め
て
仏
道
を
求
め
る
為
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」
と
問
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る24

。
全
体
は
大
き
く
五
つ
の
段
落
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①
罪
悪
を
な
し
て

き
た
こ
と
の
実
感
、
②
悔
過
し
て
覆
蔵
し
な
い
、
③
一
日
三
回
十
方
の
諸
仏
に
礼
拝
し
悪
を
な
す
衆
生
に
は
善
を
勧
め
歓
喜
を
得
る
よ
う
助

け
、
善
を
な
す
も
の
に
は
歓
喜
を
助
け
る
、
④
十
方
諸
仏
に
説
法
を
勧
請
す
る
、
⑤
好
心
を
持
ち
一
切
衆
生
に
自
ら
の
福
を
施
与
す
る
、
の

五
つ
で
あ
る
。
こ
の
中
の
③
の
所
説
が
本
稿
の
文
脈
で
は
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
布
施
と
い
う
善
を
な
す
者
に
つ
い

て
は
、
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某
等
、
其
の
作
善
を
勧
め
て
其
の
歓
喜
を
助
け
ん
（
大
正
24
・
一
〇
九
〇
ｃ
）

と
言
い
、
仏
が
教
化
す
べ
き
衆
生
に
対
し
て
は
、

某
等
、
皆
に
楽
を
勧
め
て
善
を
作
ら
し
め
て
其
の
歓
喜
を
助
け
ん
（
同
前
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
章
に
触
れ
た
『
道
行
般
若
経
』
の
「
勧
助
」
と
い
う
概
念
の
具
体
的
な
意
味
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
⑤
の
後
半
で
は
一
切
の
福
徳
に
つ
い
て
、

皆
、
集
聚
し
合
会
し
て
好
心
を
持
し
て
以
て
天
下
の
十
方
の
人
民
父
母
蜎
飛
蠕
動
の
類
に
施
与
し
て
、
皆
其
の
福
を
得
せ
し
め
ん
。

 

（
同
一
〇
九
一
ａ
）

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
般
舟
三
昧
経
』
の
「
勧
助
」
の
概
念
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
る
と
、『
道
行
般
若
経
』『
般

舟
三
昧
経
』
の
「
勧
助
」
と
い
う
概
念
は
後
の
「
随
喜
」（
③
に
示
し
た
例
）
と
「
迴
向
」（
⑤
に
示
し
た
例
）
を
併
せ
持
つ
よ
う
な
概
念
で

あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
竺
法
護
『
正
法
華
経
』
の
勧
助
品
を
鳩
摩
羅
什
が
随
喜
功
徳
品
と
訳
し
た
こ
と
も
こ
れ
に
よ
っ
て
頷
く
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、『
舎
利
弗
悔
過
経
』
の
③
の
段
落
を
「
随
喜
」
と
み
な
す
な
ら
ば
、『
舎
利
弗
悔
過
経
』
が
悔
過
・
随
喜
・
勧
請
・
迴
向

と
い
う
四
悔
過
を
中
心
課
題
と
す
る
『
文
殊
師
利
発
願
経
』
に
先
行
す
る
経
典
で
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
こ
の
「
四
悔
過
」
は
龍
樹
『
十

住
毘
婆
沙
論
』
除
業
品25

、『
大
乗
起
信
論
』
の
解
釈
分
分
別
発
趣
道
相26

に
も
説
か
れ
る
大
乗
菩
薩
道
の
基
本
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
や
や
傍

論
に
わ
た
る
の
で
詳
細
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
上
に
よ
っ
て
、『
舎
利
弗
悔
過
経
』
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
四
悔
過
法
は
具
悪
の
凡
夫
が
仏
道
を
求
め
る
こ
と
の
中
に
あ
る
課
題
と
言

え
る
が
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
「
施
与
」
は
『
般
若
経
』
の
よ
う
な
無
所
得
・
不
可
得
を
内
実
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
福
徳
を
施
与
す
る
」
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一
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と
か
「
所
作
の
善
を
施
与
」
す
る
と
い
っ
た
有
為
の
善
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
三
曼
陀
跋
陀
羅
菩
薩
経
』
で
は
「
法
施
与
」

と
い
う
内
容
に
深
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
悔
過
法
は
そ
の
ま
ま
展
転
し
て
『
華
厳
経
』
十
迴
向
品
中
の
第
五
「
無
尽
功
徳
蔵

迴
向
」
や
第
九
「
無
縛
無
著
解
脱
迴
向
」
に
登
場
す
る
の
で
あ
る27

。

　

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、『
華
厳
経
』
が
十
迴
向
品
以
外
で
菩
薩
の
課
題
と
し
て
「
迴
向
」
を
説

く
箇
所
は
僅
か
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
以
降
の
『
般
若
経
』
が
至
る
と
こ
ろ
で
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
」
と
説
く
の
と
は
対
照
的

で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
」
と
い

う
文
を
検
索
し
て
み
る
と
、
十
迴
向
品
の
最
初
と
十
地
品
の
初
歓
喜
地
に
し
か
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
十
迴
向
品
の
当
該

経
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

諸
の
善
根
を
以
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
。（
大
正
9
・
四
八
九
ａ
）

　

こ
れ
は
菩
薩
が
六
波
羅
蜜
所
修
の
善
根
を
以
て
一
切
衆
生
を
平
等
に
饒
益
す
る
た
め
に
用
い
よ
と
説
く
段
落
の
最
後
に
説
か
れ
る
文
で
あ

る
。
経
典
は
丁
寧
に
「
一
切
」
の
意
味
を
開
い
て
、「
一
衆
生
、
一
仏
刹
、
一
仏
、
一
仏
法
、
一
願
」
の
為
で
は
な
く
、「
一
切
の
衆
生
、
一

切
の
仏
刹
、
…
…
」
の
為
に
菩
提
心
を
起
こ
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
る
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
十
地
品
の
用
例
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

是
の
福
徳
を
以
て
皆
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
。（
同
五
四
六
ｃ
）

　

文
中
の
「
是
の
福
徳
」
と
は
、
初
歓
喜
地
の
菩
薩
が
一
切
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
い
う
願
力
に
よ
っ
て
、
少
し
の
見
仏
に
よ
っ
て
無
数
の
諸

仏
世
尊
を
見
て
喜
び
供
養
す
る
「
福
徳
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
菩
薩
が
為
す
功
徳
は
有
量
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
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提
に
迴
向
す
る
こ
と
で
結
果
的
に
無
量
と
等
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
有
限
を
い
く
ら
重
ね
て
も
無
限
に
は
な
ら
な
い
が
「
迴
向
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
有
限
は
無
限
と
等
し
く
な
る
と
い
う
『
般
若
経
』
の
論
理
と
同
じ
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
で
は
十
地
品
第

七
地
で
初
地
以
降
の
歩
み
を
振
り
返
る
中
で
説
か
れ
る
例
が
一
箇
所
あ
る
だ
け
で
あ
る28

。
こ
う
し
た
事
実
に
よ
っ
て
『
華
厳
経
』
は
『
般
若

経
』
の
よ
う
に
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
る
」
こ
と
を
表
立
っ
て
課
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
点
が
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
華
厳
経
』
の
構
成
上
、
十
迴
向
品
が
十
地
品
に
先
立
っ
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
十
迴
向
品
の
方
が
遥
か
に
後
の
成
立
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
法
蔵
が
言
う
よ
う
に
『
華
厳
経
』
は
巻
舒
自
在
で
あ
る
か
ら29

、
順
に
し
た
が
っ
て
始
め
か
ら
読
ん
で
理
解
で
き
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、そ
の
構
成
を
思
想
史
的
に
読
み
直
す
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
今
は
、こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
『
華

厳
経
』
が
何
故
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
回
向
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
な
い
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
更
に
考
察
を
進
め
る
。

　

既
に
幾
つ
か
の
先
行
論
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に30

、『
華
厳
経
』
は
非
常
に
複
雑
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
が
そ
れ
を
読
み
解
く
鍵
が
い
く
つ

か
あ
る
。『
華
厳
経
』
は
大
き
く
、
マ
ガ
ダ
国
寂
滅
道
場
の
地
上
・
天
上
で
展
開
す
る
前
半
と
、
祇
園
精
舎
を
会
処
と
す
る
入
法
界
品
の
後

半
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
更
に
、
前
半
の
構
成
は
次
に
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

寂
滅
道
場
会

普
光
法
堂
会

天
上
四
会
（
忉
利
天
・
夜
摩
天
・
兜
率
天
・
他
化
天
）

第
二
普
光
法
堂
会
（
新
訳
は
第
二
と
第
三
に
分
か
れ
る
）

　

こ
の
構
成
は
、
文
殊
師
利
と
普
賢
菩
薩
を
軸
と
し
て
考
え
て
み
る
と
非
常
に
分
か
り
や
す
い31

。
こ
こ
で
は
寂
滅
道
場
を
い
っ
た
ん
保
留
す



「
迴
向
」
の
成
立
背
景
と
「
普
賢
行
」
へ
の
深
化

一
三

る
。
そ
の
理
由
は
『
華
厳
経
』
の
中
で
も
同
処
は
最
も
後
に
成
立
し
た
所
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
殊
師
利
は
普
光
法
堂

会
冒
頭
の
名
号
品
に
登
場
し
た
後
全
く
登
場
し
な
い
。
一
方
、
普
賢
菩
薩
は
第
二
普
光
法
堂
会
に
登
場
す
る
と
そ
れ
以
降
は
す
べ
て
普
賢
菩

薩
の
所
説
で
あ
る
。
そ
し
て
天
上
四
会
に
は
二
人
と
も
一
切
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
文
殊
師
利
が
開
い
た
法
門
は
天
上

四
会
を
経
て
普
賢
菩
薩
に
結
実
す
る
と
い
う
粗
筋
な
の
で
あ
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
迴
向
の
用
例
は
、
天
上
四
会
の

兜
率
天
会
（
十
回
向
品
）
と
他
化
天
会
（
十
地
品
）
の
所
説
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
と
、
十
迴
向
品
以
前
で
迴
向
に
触
れ
る
箇

所
は
わ
ず
か
数
例
し
か
存
在
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
法
門
名
の
一
部
で
内
容
を
伴
う
の
は
明
法
品
の
一
例
の
み
で
あ
る32

。
十
地
品
以
降
で
は
、

先
に
触
れ
た
十
地
品
の
二
つ
の
用
例
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
性
起
品
の
用
例33

、
離
世
間
品
に
法
門
の
名
称
の
一
部
と
し
て
多
少

の
用
例
が
あ
る
程
度
で
あ
る34

。
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
み
る
と
、『
華
厳
経
』
に
お
け
る
迴
向
の
思
想
は
十
迴
向
品
に
集
中
し
て
い
る
と
言

え
る
。

　

十
迴
向
品
は
、
①
救
護
一
切
衆
生
離
衆
生
相
迴
向
、
②
不
壊
迴
向
、
③
等
一
切
仏
迴
向
、
④
至
一
切
処
迴
向
、
⑤
無
尽
功
徳
蔵
迴
向
、
⑥

随
順
平
等
善
根
迴
向
、
⑦
随
順
平
等
観
一
切
衆
生
迴
向
、
⑧
如
相
迴
向
、
⑨
無
縛
無
著
解
脱
迴
向
、
⑩
法
界
等
無
量
迴
向
の
十
よ
り
な
っ
て

い
る35

。
先
に
触
れ
た
四
悔
過
法
は
こ
の
中
の
⑤
と
⑨
で
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
甚
深
の
内
容
を
孕
ん
で
い
る
が
一
応
、
①
は

衆
生
済
度
、
②
〜
⑤
は
諸
仏
供
養
、
⑥
以
降
は
い
わ
ゆ
る
実
際
迴
向
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
迴
向
品
の
教
説
は
『
華

厳
経
』
の
中
で
も
特
に
長
広
舌
で
、
膨
大
な
も
の
で
あ
る
が
本
稿
の
文
脈
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
文
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

菩
薩
摩
訶
薩
は
是
の
如
き
等
の
衆
妙
の
宝
車
を
以
て
諸
仏
に
施
す
時
、
是
の
如
く
迴
向
す
。
こ
の
善
根
を
以
て
…
…
一
切
衆
生
を
し
て

普
賢
行
を
行
じ
て
彼
岸
に
到
り
一
切
種
智
を
退
転
せ
ざ
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
。（
大
正
９
・
五
〇
二
〜
五
〇
三
ａ
）
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こ
れ
は
、
⑥
随
順
平
等
善
根
迴
向
中
の
文
で
、
菩
薩
は
衆
生
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
す
べ
て
仏
法
に
か
な
う
よ
う
に
善
根
を
回
向
す
る
こ
と

を
説
く
も
の
で
あ
る
。

一
切
衆
生
に
悉
く
所
著
無
く
、
一
切
衆
生
を
し
て
普
賢
行
を
行
ぜ
し
め
ん
と
し
て
迴
向
す
。（
同
五
二
七
ａ
）

　

こ
れ
は
、⑧
如
相
迴
向
の
中
の
文
で
あ
る
。
こ
の
段
落
で
は
菩
薩
が
一
切
の
善
根
を
迴
向
し
て
無
礙
身
を
得
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
、

「
善
根
を
迴
向
す
る
」
と
い
う
概
念
か
ら
善
根
が
抜
け
て
迴
向
の
み
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

菩
薩
摩
訶
薩
は
無
縛
無
著
解
脱
心
を
以
て
彼
の
善
根
を
迴
向
し
て
普
賢
の
身
口
意
業
を
具
足
す
。（
同
五
二
八
ｂ
）

　

こ
れ
は
、
⑨
無
縛
無
著
解
脱
迴
向
の
冒
頭
の
文
で
、
こ
れ
以
降
、
普
賢
〇
〇
と
名
付
け
ら
れ
た
多
く
の
功
徳
が
説
か
れ
、
菩
薩
が
普
賢
行

を
修
習
し
て
い
く
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
の
段
落
中
に
は
「
普
賢
菩
薩
無
量
大
願
」（
五
二
九
ｃ
）「
普
賢
菩
薩
行
門
」（
五
三
一
ｃ
）
と
い
っ

た
用
例
も
存
在
す
る
の
で
、
天
上
四
会
に
「
普
賢
菩
薩
」
と
い
う
言
葉
が
全
く
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
普
光
法
堂
会
の
よ

う
に
普
賢
菩
薩
が
説
主
と
な
っ
て
法
門
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

法
界
の
随
順
す
る
が
如
く
悉
く
一
切
に
至
て
、
一
切
衆
生
を
し
て
普
賢
菩
薩
行
を
行
ぜ
し
む
る
こ
と
亦
復
た
是
の
如
し
。

 

（
同
五
三
五
ａ
）

　

こ
れ
は
、
⑩
法
界
等
無
量
迴
向
の
中
の
文
で
あ
る
。
こ
の
法
門
の
中
心
は
「
法
界
等
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。「
無
量
の
一
切
法
」
は
、

無
量
で
あ
る
か
ら
全
体
的
と
し
て
は
「
一
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
は
個
々
別
々
で
あ
る
。
そ
の
個
々
の
一
々
が
そ
れ
ぞ
れ

無
所
得
で
あ
る
か
ら
一
切
は
無
礙
で
あ
り
無
量
で
あ
る
。
こ
の
全
体
的
一
と
個
々
を
合
わ
せ
て
「
法
界
」
と
称
し
、
法
界
が
周
き
よ
う
に
菩

薩
は
そ
の
善
根
を
す
べ
て
に
至
ら
し
め
、
衆
生
に
普
賢
行
を
実
践
せ
し
め
る
よ
う
迴
向
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
以
上
の
用
例
は
、
十
迴



「
迴
向
」
の
成
立
背
景
と
「
普
賢
行
」
へ
の
深
化

一
五

向
品
中
で
「
普
賢
行
」
に
触
れ
な
が
ら
迴
向
を
説
く
箇
所
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　

十
迴
向
品
の
十
門
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
末
に
偈
頌
が
備
わ
っ
て
お
り
、
当
該
門
の
所
説
を
要
約
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
十
迴
向

品
の
末
期
の
偈
頌
は
一
切
諸
仏
へ
の
供
養
を
一
通
り
頌
し
た
後
で
、
菩
薩
の
迴
向
を
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

普
賢
菩
薩
の
所
行
に
安
住
し
て
悉
く
能
く
一
切
の
諸
仏
を
覩
見
し
、…
…
普
賢
菩
薩
の
所
行
を
修
習
し
て
普
賢
菩
薩
の
諸
地
に
安
住
し
、

…
…
悉
く
智
慧
妙
達
を
成
就
す
る
こ
と
猶
普
賢
菩
薩
の
所
得
の
如
し
、
…
…
悉
く
一
切
無
余
の
衆
生
を
し
て
皆
普
賢
菩
薩
と
斉
等
な
ら

し
め
ん
。（
同
五
四
一
ｂ
）

　

こ
の
偈
頌
は
、
経
典
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
第
十
門
の
偈
頌
と
い
う
限
定
的
な
意
味
で
は
な
く
、
十
迴
向
品
全
体
を
総
括
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
上
で
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
十
迴
向
品
の
冒
頭
の
問
題
提
起
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

菩
薩
摩
訶
薩
は
此
の
願
を
立
て
已
り
て
、
三
世
諸
仏
の
迴
向
を
修
学
せ
よ
。
仏
子
よ
、
何
等
か
菩
薩
摩
訶
薩
の
迴
向
と
な
す
や
と
な
ら

ば
、
菩
薩
摩
訶
薩
の
迴
向
に
十
有
り
。（
同
四
八
八
ｃ
）

　

つ
ま
り
、
三
世
諸
仏
の
迴
向
を
修
学
す
る
こ
と
は
、
菩
薩
が
普
賢
行
を
実
践
す
る
と
同
時
に
、
一
切
衆
生
が
普
賢
行
を
実
践
す
る
よ
う
導

く
こ
と
、
と
い
う
の
が
十
迴
向
品
の
骨
子
な
の
で
あ
る
。
文
中
の
「
此
の
願
」
と
は
、「
悉
く
普
く
一
切
衆
生
を
救
護
せ
ん
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
十
迴
向
品
は
先
に
触
れ
た
「
迴
向
の
二
つ
の
型
」
の
中
の
②
の
他
者
へ
振
り
む
け
る
面
が
深
化
し
て
普
賢
行
と
い
う
概
念
に

結
実
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、『
華
厳
経
』
の
迴
向
思
想
は
『
般
若
経
』
に
お
け
る
衆
生
済
度
を
課
題
と
す
る
面
が
「
普

賢
行
願
」
と
い
う
概
念
に
深
化
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、『
華
厳
経
』
に
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴

向
す
る
」
と
い
う
『
般
若
経
』
の
迴
向
表
現
が
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
と
言
え
よ
う
。
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三
、「
仏
力
」
と
「
法
門
」
の
大
乗
的
意
味

　

以
上
の
よ
う
な
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
、
菩
薩
の
迴
向
と
普
賢
行
願
の
関
係
に
注
目
す
る
と
、
曇
鸞
が
『
浄
土
論
』
総
説
分
の
観
察
門
で

「
勝
過
三
界
道
」
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

此
の
三
界
は
蓋
し
是
れ
生
死
の
凡
夫
流
転
の
闇
宅
な
り
。
復
た
苦
楽
少
し
く
殊
り
脩
短
暫
く
異
な
る
と
雖
も
統
て
之
を
観
ず
る
に
有
漏

に
非
ざ
る
莫
し
。
…
…
安
楽
は
是
れ
菩
薩
の
慈
悲
の
正
観
の
由
よ
り
生
ず
。
如
来
神
力
・
本
願
の
建
つ
る
所
な
り
。
胎
卵
湿
の
生
も
茲

れ
に
縁
り
て
高
揖
し
、
業
繋
の
長
維
も
此
れ
従
っ
て
永
断
す
。
続
括
の
権
は
勧
む
を
待
た
ず
し
て
弓
を
彎
き
、
労
謙
善
譲
し
て
普
賢
に

斉
く
し
て
徳
を
同
じ
く
す
。（
大
正
40
・
八
二
八
ａ
）

　

前
半
は
凡
夫
の
住
処
で
あ
る
三
界
と
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
安
楽
国
土
を
対
比
し
、
後
半
の
「
胎
卵
湿
の
生
」
以
下
は
安
楽
国
土
が
三
界

を
超
え
、
衆
生
の
業
繋
を
断
ち
切
る
こ
と
を
示
し
、
傍
線
部
は
仏
菩
薩
の
慈
悲
は
衆
生
の
求
め
を
待
つ
こ
と
な
く
連
続
し
て
衆
生
に
向
け
ら

れ
、
凡
夫
の
わ
ず
か
な
善
根
を
普
賢
の
徳
に
同
ず
る
も
の
と
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
要
す
る
に
「
三
界
の
衆
生
に
安
楽
を

示
し
て
衆
生
の
小
善
を
普
賢
の
徳
に
同
ぜ
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
華
厳
経
』
十
迴
向
品
に
は
「
安
楽
国
土
」
こ
そ
説
か
れ
て
は

い
な
か
っ
た
が
、
菩
薩
が
衆
生
に
随
順
し
て
様
々
な
方
便
を
通
し
て
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
延
々
と
説
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
方

便
が
具
体
的
に
「
安
楽
国
土
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
界
の
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
方
便
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
さ
せ
た
後
に
大
き
な
功
徳
を
与
え
る
と
い
う
文
脈
は
、
若
干
飛
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躍
す
る
よ
う
で
あ
る
が
『
法
華
経
』
譬
喩
品
所
説
の
「
火
宅
三
車
の
譬
喩36

」
と
相
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
火
宅
内
の
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
門
外
に
羊
鹿
牛
の
三
車
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
導
き
出
し
た
上
で
、
平
等
に
「
大
白
牛
車
」
を
与
え
る
と
い
う
譬
喩
で
あ
る

が
、
経
典
で
は
後
に
火
宅
が
三
界
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る37

。
つ
ま
り
、「
三
界
を
出
る
」
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
両
者
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
平
等
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、『
法
華
経
』
で
は
「
大
白
牛
車
」
で
あ
り
、曇
鸞
『
論
註
』

で
は
「
徳
を
普
賢
に
斉
し
く
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
界
外
の
大
白
牛
車
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
中
国
・
日
本
で
多
く
の
議
論

が
あ
っ
た
が38

「
三
界
を
出
て
か
ら
の
菩
薩
道
」
と
い
う
視
点
は
か
つ
て
存
在
し
た
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
議
論
は
、
三
界
内
の
三
乗
と
三
界
外

の
一
仏
乗
の
同
異
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
今
後
は
、
こ
の
三
界
外
の
菩
薩
道
（
＝
仏
道
）
と
い
う
視

点
に
立
っ
て
、
他
の
大
乗
経
典
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
法
華
経
』
で
は
、
火
宅
三
車
の
譬
喩
に
先
立
っ
て
方
便
品
で
諸
仏
出
世
の
一
大
事
因
縁
が
衆
生
に
仏
智
見
を
開
・
示
・
悟
・
入
す
る
こ

と
に
あ
る
と
明
示
さ
れ
る39

。
こ
の
点
は
後
に
法
師
品
に
お
い
て
「
此
経
、
開
方
便
門　

示
真
実
相40

」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、
仏
と
衆
生
の
関

係
を
考
え
る
時
に
は
看
過
で
き
な
い
視
点
で
あ
る
。
世
親
は
『
法
華
経
論
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
開
示
悟
入
」
の
「
示
す
」
を
解
釈
し
て
次

の
よ
う
に
言
う
。

復
た
、
示
す
と
は
諸
菩
薩
の
疑
心
有
る
者
の
為
に
如
実
修
行
を
知
ら
し
め
ん
が
故
な
り
。（
大
正
26
・
七
ｂ
）

　

ま
た
、
仏
力
と
法
門
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

此
よ
り
已
下
は
、
法
力
・
持
力
・
修
行
力
を
示
現
す
。
当
に
知
る
べ
し
。
法
力
と
は
五
門
示
現
す
。
一
は
証
門
、
二
は
信
門
、
三
は
供

養
門
、
四
は
聞
法
門
、
五
は
読
誦
持
説
門
な
り
。（
同
九
ｃ
）
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こ
れ
は
、
如
来
寿
量
品
以
下
の
各
品
は
、『
法
華
経
』
の
持
つ
様
々
な
功
徳
の
力
を
広
く
説
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
力
」
と
は
直
接
的
に
は
『
法
華
経
』
の
力
で
あ
る
が
、『
法
華
経
』
を
説
い
て
い
る
釈
迦
牟
尼
仏
の
仏
力
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
ま
た
「
門
」
と
は
対
告
衆
に
対
し
て
開
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
時
、
曇
鸞
が
世

親
の
『
浄
土
論
』
の
解
義
分
の
起
観
生
信
章
の
冒
頭
で
『
論
』
の
五
念
門
を
解
釈
し
て
、

起
観
生
信
と
は
此
の
分
の
中
に
又
二
重
有
り
。
一
は
五
念
力
を
示
し
、
二
は
五
念
門
を
出
だ
す
。（
大
正
40
・
八
三
五
ａ
）

と
す
る
こ
と
に
は
極
め
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
先
の
『
法
華
経
論
』
の
所
説
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
五
念
力
を
示
す
」
と
い
う
の
は
、

単
純
に
五
念
門
を
修
行
せ
よ
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、「
五
念
」
は
阿
弥
陀
仏
の
如
実
修
行
で
あ
る
こ
と
を
衆
生
に
示
す
と
い
う
意
味
に
理

解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
教
説
と
し
て
の
「
五
念
門
」
を
開
い
て
、安
楽
国
土
を
よ
く
観
察
し
て
信
心
を
生
ぜ
よ
と
説
く
の
が
『
浄

土
論
』
の
「
起
観
生
信
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
曇
鸞
は
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
曇
鸞
『
論
註
』
研
究
は
こ
の
よ
う
な
視
点
を
踏

ま
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
こ
う
し
た
点
を
看
過
せ
ず
に
『
論
註
』
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

結
論
、『
論
註
』
の
迴
向
二
相
の
意
味

　
「
門
」
が
衆
生
に
開
か
れ
た
仏
の
教
説
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
曇
鸞
の
迴
向
門
を
考
察
す
る
た
め
に
看
過
で
き
な
い
点
を
提
示

し
て
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。
曇
鸞
が
二
種
相
の
迴
向
を
説
く
の
は
『
論
註
』
下
巻
起
観
生
信
章
の
最
後
に
あ
る
次
の
文
で
あ
る
。

迴
向
に
二
種
相
有
り
。
一
は
往
相
、
二
は
還
相
な
り
。
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往
相
と
は
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
迴
施
し
て
作
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
な
り
。

還
相
と
は
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
を
得
て
方
便
力
成
就
し
て
、
生
死
の
稠
林
に
迴
入
し
て
一
切
衆
生
を
教
化
し

て
共
に
仏
道
に
向
か
う
な
り

若
し
は
往
、
若
し
は
還
、
皆
衆
生
を
抜
き
て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
為
な
り
。

是
の
故
に
、
迴
向
を
首
と
為
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
を
得
ん
が
故
な
り
。（
大
正
40
・
八
三
六
ａ
）

　

傍
線
を
付
し
た
と
こ
ろ
に
、
曇
鸞
の
迴
向
観
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
仮
に
曇
鸞
の
迴
向
観
が
『
般
若
経
』
な
ど
を
基
本
と
す
る
な
ら
、
迴

向
の
往
相
面
は
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
迴
向
す
る
と
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
は
説
か
れ
ず
、
往
相
面
も
還
相
面

も
衆
生
救
済
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
稿
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
『
華
厳
経
』
十
迴
向
品
の
所
説
と
相
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
往
相
の
「
作
願
」
と
還
相
の
「
方
便
力
」
が
合
わ
さ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
本
願
・
力
」
迴
向
と
い
う
表
現
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
理

解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
如
来
と
菩
薩
が
絶
対
不
二
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
親
鸞
の
「
如
来
二
種

迴
向
＝
本
願
力
迴
向
」
に
展
開
す
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
は
一
つ
一
つ
丁
寧
に
論
証
す
べ
き
重
要
な
課
題

で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
た
め
の
大
き
な
道
筋
を
提
示
し
て
擱
筆
し
た
い
。
詳
細
は
今
後
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

註1　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
無
数
と
言
っ
て
良
い
程
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
網
羅
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
岩
田
香
英
氏
学

位
論
文
「
親
鸞
の
還
相
回
向
観
」
の
注
「
10
」
に
鋭
意
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
な
お
当
該
論
文
は
大
谷
大
学
学
術
情
報
リ
ポ

ジ
ト
リ
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
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2　
丸
山
圭
三
郎
著
『
言
葉
と
は
何
か
』（
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
の
全
体
に
わ
た
っ
て
こ
う
し
た
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
一
〇
〜

一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

3　
同
書
八
六
〜
八
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

4　
同
書
一
三
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

5　
『
梶
山
雄
一
著
作
集
第
二
巻　

般
若
の
思
想
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

6　
同
書
七
八
〜
七
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

7　
同
所
に
、

不
可
計
の
仏
天
中
天
所
説
の
法
、
其
の
法
中
に
於
て
復
た
学
ぶ
所
有
の
功
徳
、
乃
し
諸
般
泥
洹
、
仏
所
作
の
功
徳
、
都
て
之
を
計
し
之
を
合
す
る
に
、

勧
助
を
尊
と
為
す
。
種
種
の
徳
の
中
、
極
是
上
と
為
す
。（
大
正
8
・
四
三
八
ａ
）

　
　

と
あ
る
。

8　
『
漢
和
大
辞
典
』
巻
二
―
四
二
一
ペ
ー
ジ
第
二
段
参
照
。

9　
大
正
13
・
九
一
七
ｂ
。

10　
同
右
。

11　
梶
山
前
掲
書
二
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

12　
同
書
一
三
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

13　
同
書
二
三
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

14　
同
書
二
三
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

15　
『
道
行
般
若
経
』
巻
第
三
漚
惒
拘
舎
羅
勧
助
品
に
、

（
様
々
な
財
施
を
）
供
養
す
る
こ
と
恒
辺
沙
劫
の
如
く
し
て
喜
楽
す
る
所
に
随
て
是
の
施
与
を
作
し
、
若
し
は
是
に
過
ぐ
る
者
も
、
菩
薩
摩
訶
薩
の

勧
助
の
所
施
に
及
ば
ず
。（
大
正
8
・
四
三
九
ｂ
〜
四
四
〇
ａ
）

　
　

と
あ
る
。

16　

こ
の
点
は
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
迴
向
の
問
題
や
、
般
若
波
羅
蜜
を
象
徴
す
る
文
殊
師
利
か
ら
方
便
を
象
徴
す
る
普
賢
菩
薩
へ
と
展
開
す
る
全
体
的

な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
、『
般
若
経
』
の
六
波
羅
蜜
が
『
十
地
経
』（
十
地
品
）
の
十
波
羅
蜜
へ
と
展
開
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
総
合
し
て
入
法
界
品
を
成

立
せ
し
め
て
い
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
考
察
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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17　
名
称
そ
の
も
の
は
『
法
華
経
』
等
に
も
出
る
が
、
大
菩
薩
の
方
便
を
象
徴
す
る
点
は
『
華
厳
経
』
の
成
立
と
相
依
相
待
の
関
係
に
あ
る
。

18　

現
行
の
『
無
量
寿
経
』
第
二
十
二
願
（
大
正
12
・
二
六
八
ｂ
）
は
、
本
来
一
生
補
処
の
願
と
呼
ば
れ
、
阿
弥
陀
仏
が
他
方
仏
土
の
諸
菩
薩
た
ち
に
対

し
て
阿
弥
陀
の
国
土
に
生
ま
れ
て
、「
現
前
に
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
」
こ
と
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。

19　
大
正
蔵
十
四
巻
（N

o.483

）
所
収
。

20　
大
正
14
・
六
六
八
ａ
の
四
行
目
「
三
曼
陀
跋
陀
羅
菩
薩
言
」
か
ら
一
一
行
目
の
「
是
施
与
為
正
施
与
」
の
趣
意
。

21　

大
正
10
・
八
七
九
ａ
に
説
か
れ
る
。
こ
の
四
悔
過
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
静
谷
正
雄
著
『
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
』（
百
華
苑
、
一
九
七
四
年
）

の
第
三
章
附
録
一　

悔
過
法
史
上
に
お
け
る
舎
利
弗
悔
過
経
の
地
位
（
一
三
二
〜
一
四
七
ペ
ー
ジ
）
に
考
察
が
あ
る
。

22　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、①
泉
芳
璟
稿
「
梵
文
普
賢
行
願
讃
」（『
大
谷
学
報
』
通
巻
三
四
号
、一
九
二
九
年
）、②
高
峯
了
州
稿
「
普
賢
行
願
品
の
地
位
」

（『
般
若
と
念
仏
』
所
収
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
五
〇
年
）
の
一
八
七
〜
一
八
八
ペ
ー
ジ
、
中
御
門
敬
教
稿
「
普
賢
行
と
普
賢
行
願
」（『
仏
教
文
化
研
究
』

四
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

23　
『
舎
利
弗
悔
過
経
』
は
後
漢
安
世
高
訳
、
大
正
蔵
24
巻
所
収
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
21
の
静
谷
著
、
注
22
の
高
峯
稿
な
ど
で
言
及
さ
れ
て
い

る
。
他
に
藤
近
恵
市
稿
「
初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る
普
賢
行
の
一
考
察
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
一
九
九
七
年
）
で
も
関
説

さ
れ
て
い
る
。

24　
舎
利
弗
の
質
問
は
次
の
通
り
。

若
し
善
男
子
善
女
人
有
り
て
意
に
仏
道
を
求
め
ん
と
欲
し
て
、
前
世
に
悪
を
為
す
が
若
き
は
、
当
に
何
ぞ
用
っ
て
之
を
悔
せ
ん
や
。

 

（
大
正
24
・
一
〇
九
〇
ａ
）

25　
大
正
26
・
四
五
ａ
。

26　

大
正
32
・
五
八
〇
ｃ
。
な
お
こ
こ
で
は
迴
向
を
用
い
ず
「
大
願
平
等
方
便
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
用
語
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

27　
第
五
門
は
大
正
9
・
四
九
七
ａ
、
第
九
門
は
同
五
二
八
ｂ
。

28　
大
正
9
・
五
六
二
ａ
。

29　
『
華
厳
経
探
玄
記
』
巻
第
一
八
（
大
正
35
・
四
五
五
ｂ
）
に
説
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
入
法
界
品
の
善
知
識
の
説
く
法
門
が
自
由
自
在
に
し
て
、
一
多
・

前
後
が
無
礙
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

30　

拙
稿
「
七
処
八
会
の
構
造
か
ら
見
た
『
華
厳
経
』
の
基
本
思
想
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
〇
二
号
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「『
華
厳
経
』



織

田

顕

祐

二
二

天
上
篇
の
思
想
史
的
意
味
に
つ
い
て
」（『
大
谷
学
報
』
第
九
八
巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
等
参
照
。

31　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
華
厳
経
』
に
お
け
る
文
殊
師
利
と
普
賢
菩
薩
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
〇
七
号
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

32　
世
間
浄
眼
品
の
法
門
名
の
一
部
と
し
て
二
例
（
い
ず
れ
も
大
正
9
・
四
〇
〇
ｂ
）、
名
号
品
に
お
け
る
菩
薩
の
法
門
の
一
部
と
し
て
（
同
四
一
八
ｂ
）、

四
諦
品
に
説
か
れ
る
他
方
世
界
の
四
諦
と
し
て
（
同
四
二
一
ｂ
）、
明
法
品
（
同
四
六
一
ｃ
）、
十
無
尽
蔵
品
（
同
四
七
五
ｂ
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の

中
で
は
明
法
品
の
用
例
が
注
目
さ
れ
る
。『
華
厳
経
』
は
十
地
品
以
前
で
は
波
羅
蜜
思
想
を
説
い
て
い
な
い
が
、
明
法
品
だ
け
が
十
波
羅
蜜
を
説
い
て

い
る
。
こ
の
点
は
、『
華
厳
経
』
の
成
立
過
程
か
ら
見
て
お
そ
ら
く
「
十
住
」
説
を
補
完
す
る
た
め
後
に
編
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
え
る
。

33　
三
例
あ
る
が
、
六
一
四
ｂ
に
説
か
れ
る
二
例
の
み
が
内
容
を
伴
う
用
例
で
あ
る
。

34　
離
世
間
品
に
は
比
較
的
多
数
の
用
例
が
あ
る
が
、ほ
と
ん
ど
は「
善
根
を
迴
向
す
る
」と
い
う
用
例
か
、他
は
法
門
名
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
離
世
間
品
の
基
調
を
表
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

35　
大
正
9
・
四
八
八
ｂ
〜
ｃ
。

36　
当
該
所
説
は
、
大
正
9
・
一
二
ｂ
〜
一
三
ａ
。

37　
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

（
如
来
は
一
切
世
間
の
父
と
し
て
）
恒
に
善
事
を
求
め
て
一
切
を
利
益
せ
ん
と
し
て
三
界
の
朽
ち
故
り
た
る
火
宅
に
生
ず
。 

（
大
正
9
・
一
三
ａ
）。

38　
中
国
・
日
本
に
お
け
る
三
車
家
・
四
車
家
の
論
争
（
＝
法
華
権
実
論
争
）
や
賢
首
法
蔵
の
同
別
二
教
判
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
考
え
ら
れ
る
。

39　
大
正
9
・
七
ａ
。

40　
大
正
9
・
三
一
ｃ
。


