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な
い
も
の
の
な
い
こ
と
を
知
れ
ば
、
増
益
し
な
い
。
あ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
損
減
し
な
い
。

増
益
に
つ
い
て

九

増
益

(samaropa)
と
い
う
語
は
損
減

(apavada)
の
相
対
的
概
念
と
し
て
最
初
に
唯
識
派
で
使
用
さ
れ
た
。
唯
識
派
の
基
本
論

書
で
あ
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
、
こ
の
二
つ
を
一
対
に
し
て
定
義
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
が
増
益
で
あ
り
、
あ
る
も
の
の
な
い
こ
と
が
損
減
で
あ
る
。
空
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
実
在
論
は
な

い
も
の
を
あ
る
と
認
識
し
主
張
す
る
か
ら
実
体
を
増
益
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
虚
無
論
は
あ
る
も
の
を
な
い
と
認
識
し
主
張
す
る
か
ら

経
験
界
を
損
減
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
増
益
と
損
減
は
実
在
論
と
虚
無
論
の
虚
偽
性
を
存
在
論
的
に
示
し
た
も
の
に
ほ

丹
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か
な
ら
な
い
。

唯
識
派
が
増
益
と
損
減
を
相
対
的
に
対
と
し
て
用
い
た
の
は
、
特
に
そ
れ
が
同
派
の
中
心
概
念
で
あ
る
唯
識
を
主
張
す
る
の
に
有
効

だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
例
は
『
唯
識
三
十
頌
』
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
（
安
慧
）
の
註
釈
に
み
ら
れ
る
。
『
唯
識
三
十
頌
』
の

第
十
七
偶
は
唯
識
を
説
く
。

こ
こ
で
識
の
変
化
が
分
別
で
あ
り
、

(4) 

の
一
切
は
唯
識
で
あ
る
。

そ
れ
（
分
別
）
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
偶
の
「
そ
れ
（
分
別
）
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
存
在
し
な
い
」
は
増
益
の
辺
を
除
き
、
「
こ
の
一
切

は
唯
識
で
あ
る
」
は
損
減
の
辺
を
除
く
た
め
に
説
か
れ
た
と
註
釈
す
る
。
「
分
別
さ
れ
る

(
v
i
k
a
l
p
y
a
t
e
)
」
と
は
、
も
の
と
し
て
あ
る
と

認
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
意
識
の
表
象
（
識
）
に
よ
っ
て
「
あ
る
」
と
分
別
さ
れ
る
外
界
の
対
象
物
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
唯
識
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
意
識
の
表
象
だ
け
は
、
な
い
の
で
は
な
く
、
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
唯
識
で
あ
る
こ
と
は
、
増
益
と
損
減
、

実
在
論
と
虚
無
論
の
二
辺
を
は
な
れ
た
中
道
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
唯
識
派
の
中
道

に
関
連
し
て
用
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
唯
識
」
の
構
造
は
三
性
論
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
、
増
益
と
損
減
は
体
系
の
基
幹
概

念
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

増
益
が
先
の
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
唯
識
派
の
増
益
に
は
付
託
と
い
う
意
味
は
な
い
よ
う
に
み

え
る
が
、
対
象
を
表
象
へ
付
託
す
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
対
象
性
を
意
識
の
表
象
へ
帰
属
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
実
際
に
は
そ
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
は
同
じ
事
象
を
無
知
と
（
そ
の
産
物
で
あ
る
）
我
執
な
ど
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
ヘ
の
付

1
0
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託

(adhyiisa)
と
と
ら
え
、
誤
謬
の
認
識
論
上
の
構
造
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
誤
謬
の
構
造
は
「
そ
れ
な
ら
ぬ
も
の
に
お
け

る
そ
れ
」

(atasmin
tad'）
で
あ
り
、

stock
e
x
a
m
p
l
e
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
貝
を
銀
と
見
ま
ち
が
え
る
錯
覚
で
あ
る
。
こ
の

錯
覚
の
原
因
は
、
内
的
に
は
欲
望
で
あ
り
、
外
的
に
は
貝
と
銀
と
の
類
似
性
で
あ
る
。
唯
識
派
の
場
合
も
、
唯
識
と
外
界
の
対
象
の
あ

い
だ
に
は
、
こ
の
「
そ
れ
な
ら
ぬ
も
の
に
お
け
る
そ
れ
」
と
い
う
付
託
の
構
造
が
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
青
と
い
う
表
象
と
青
と
い
う
対

象
に
は
、
「
青
」
と
い
う
類
似
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
青
と
い
う
存
在
へ
の
執
着
と
と
も
に
、
青
と
い
う
対
象
が
顕
現
す
る
原
因
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
佛
教
論
理
学
派
が
こ
の
誤
謬
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
は
審
ら
か
で
な
い
。
が
、
唯
識
派
で
は
増
益
は
付
託
と
い

う
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
は
認
識
論
上
の
概
念
で
な
く
、
内
と
外
と
の
一
切
の
も
の
が
非
実
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
存
在
論
的
な
構
造
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
認
識
論
（
的
議
論
）
が
普
及
す
る
以
前
に
、
増
益
は
概
念
と
し
て
成
立
し
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
。
唯
識
派
は
、
そ
の
概
念
規
定
を
継
承
し
た
だ
け
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
唯
識
派
自
身
が
認
識
論

の
哲
学
で
な
く
、
意
識
の
存
在
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

唯
識
派
に
お
い
て
増
益
が
損
減
と
相
対
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
識
だ
け
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
究
極
的
に
は
「
識
亦
無
」
で
は
あ
っ
て
も
、
識
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
喩
伽
行
の
哲
学
的
体
系
は
崩
壊
す
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
唯
識
派
に
先
行
す
る
初
期
大
乗
や
中
観
派
の
空
の
立
場
で
は
、
無
条
件
に
一
切
の
空
を
主
張
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
の

識
の
存
在
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
識
の
存
在
を
主
張
し
て
、
識
を
も
否
定
す
る
空
の
立
場
を
損
減
と
し
て
否

定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
（
さ
き
ほ
ど
は
、
損
減
を
虚
無
論
と
い
っ
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
唯
識
派
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
た
思
想

的
立
場
は
空
論
で
あ
っ
た
。
）
そ
う
い
う
意
味
で
の
損
減
が
空
の
立
場
に
な
い
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(6) 

『
入
榜
伽
経
』
で
も
「
実
に
増
益
と
損
減
は
唯
心
に
は
存
在
し
な
い
」

(
S
巴
n
a
r
o
p
a
p
a
v
a
d
o
hi 
cittamatre n
a
 vidyate)
と
増
益



①
存
在
し
な
い
相
の
増
益

②
存
在
し
な
い
見
の
増
益

③
存
在
し
な
い
因
の
増
益

④
存
在
し
な
い
有
の
増
益

①
の
相
の
増
益
は
「
五
蘊
な
ど
の
個
別
相
と
一
般
相
へ
の
執
着
」
で
あ
る
。
個
別
相(
s
v
a
l
~
a
1
.
1
a
)

は
自
性

(
s
v
a
b
h
a
v
a
)

で
あ
り
、

一
般
相

(
s
a
m
a
n
y
a
l
~
a
1
.
1
a
)

は
無
常
性
な
ど
で
あ
る
か
ら
、
無
常
な
五
蘊
な
ど
本
来
存
在
し
な
い
法
を
存
在
す
る
と
執
着
す
る
こ
と

が
相
の
増
益
で
あ
る
。
②
の
見
の
増
益
は
①
の
相
の
増
益
、
つ
ま
り
法
の
存
在
へ
の
執
着
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
、
人
我
が
存
在
す
る
と

い
う
謬
見
で
、
「
五
蘊
な
ど
に
お
け
る
自
我

(atman)
や
衆
生

(sattva)
な
ど
が
あ
る
と
い
う
見
解
の
増
益
」
で
あ
る
。
③
の
因
の

増
益
は
十
八
界
説
に
関
係
す
る
。
眼
識
に
つ
い
て
い
え
ば
、
眼
と
色
と
光
、
そ
の
ほ
か
に
憶
念

(smrti)
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
眼
識

が
生
じ
滅
す
る
と
い
う
が
、
そ
の
根
・
境
な
ど
の
原
因
は
存
在
し
な
い
も
の
を
増
益
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

は
根
・
境
・
識
の
な
か
で
識
の
み
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
④
の
有
の
増
益
は
「
虚
空
、
滅

(nirodha)
、
涅
槃
、

無
作

(akrtaka)
の
存
在
へ
の
執
着
と
い
う
増
益
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
三
者
が
有
為
法
に
関
す
る
の
に
反
し
て
、
無
為
法
の

存
在
へ
の
執
着
と
な
る

(
p
p
.
7
0
,
7
2
)
。

こ
の
経
の
説
く
損
減
は
唯
識
派
の

「
存
在
す
る
識
の
な
い
こ
と
」
と
は
全
く
異
な
る
。
そ
れ
は
「
ま
さ
に
こ
の
悪
見
で
あ
る

asaddhetusamaropa 

器
a
d
b
h
a
v
a
s
a
m
a
r
o
p
a

と
損
減
は
一
対
と
さ
れ
、
そ
の
「
唯
心
」
の
体
系
の
な
か
で
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
。
同
経
で
は
増
益
を
四
種
に
分
類
す
る
。

asallak~ai:iasamaropa asaddr~tisamaropa 

（
上
述

が
、
そ
の
否
定
の
意
味
は
唯
識
派
の
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の
四
種
の
）
増
益
に
は
無
取
得
の
洞
察
が
な
い
か
ら

(kudn;tisamiiropasyiinupalabdhipravicayiibhiiviit)
、
損
減
で
あ
る
」
と
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
無
取
得
」
は
認
識
の
欠
如
や
認
識
論
上
の
無
の
認
識
で
は
な
く
、
空
の
こ
と
で
あ
る
。
「
無
取
得
の
洞
察
」
は
絶

対
に
対
象
と
な
ら
な
い
空
の
智
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
増
益
さ
れ
た
も
の
の
認
識
（
で
あ
る
悪
見
）
に
は
、
増
益
さ
れ
た
も
の
を

取
得
し
な
い
洞
察
、
す
な
わ
ち
実
在
の
智
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
四
種
の
増
益
が
あ
る
と
き
に
は
実
在
の
覚
り
が
な
い
こ
と

が
損
減
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
経
で
は
増
益
と
損
減
と
は
同
じ
こ
と
の
表
裏
に
す
ぎ
ず
、
損
減
に
は
積
極
的
な
意
味
が
認
め
ら

れ
な
い
。
（
お
そ
ら
く
、
唯
識
派
で
増
益
と
一
対
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
形
だ
け
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
）

こ
の
経
の
「
唯
心
」
は
唯
識
派
の
「
唯
識
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
心
」
は
真
如
と
か
清
浄
な
法
界
と
呼
ば
れ
る
自
性
清
浄
心
で
あ
り
、

唯
識
派
の
「
識
」
よ
り
実
体
的
に

(substantially)
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
損
減
観
は
、
こ
の
「
心
」
観
と
合
致
す
る
。

心
に
増
益
さ
れ
た
も
の
は
客
塵
（
器
a
n
t
u
k
a
m
a
l
a
)
、
つ
ま
り
外
来
の
垢
で
あ
る
。
外
来
の
増
益
の
消
滅
は
心
の
清
浄
な
本
性
の
顕
現

で
あ
り
、
そ
れ
が
損
減
と
呼
ば
れ
る
。

①
と
②
の
法
と
人
我
の
増
益
が
な
い
こ
と
も
自
性
清
浄
心
の
み
に
な
る
こ
と
だ
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
（
五
蘊
な
ど
の
）
法
や

人
我
が
客
塵
で
あ
る
。
③
の
場
合
も
根
・
境
が
増
益
で
あ
る
こ
と
は
「
唯
識
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
も
い
え
る
が
、
根
・
境
な
ど
の
因

が
無
増
益
で
あ
る
こ
と
は
、
根
・
境
を
因
と
し
識
を
果
と
す
る
因
果
が
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
増
益
も
損
減
も
な
い
「
唯

心
」
は
、
無
垢
の
真
如
を
意
味
す
る
唯
自
性
清
浄
心
の
現
成
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
④
の
無
為
法
の
増
益
が
な
い
こ
と
も
、
真
の
実

在
に
つ
い
て
説
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
）
。

こ
れ
ら
の
四
種
の
増
益
は
お
そ
ら
く
初
期
大
乗
佛
教
以
来
説
か
れ
て
き
た
増
益
説
を
整
理
し
分
類
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か

の
①
と
②
の
増
益
の
思
想
は
『
維
摩
経
』
に
み
え
る
。



自
我
の
増
益
が
雑
染
で
あ
り
、
無
我
が
自
性

(svabhava)
で
あ
る
。

菩

提

は

す

べ

て

の

所

縁

の

無

増

益

で

あ

る

。

「

菩

薩

品

」

(
1
9
8
b
7
)

私
と
私
の
も
の
と
い
う
こ
れ
が
二
で
あ
る
。
自
我
の
増
益
が
な
い
と
き
、
自
我
の
所
有
物
も
生
じ
な
い
。
無
増
益
が
不
二
で
あ
る
。

「
入
不
二
品
」

(
2
2
6
a
4
)

こ
れ
ら
の
教
説
は
断
片
的
で
あ
る
か
ら
正
確
な
文
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
言
明
は

実
在
（
無
我
・
菩
提
・
不
二
）
が
内
と
外
と
の
”
も
の
“
（
我
・
我
所
・
所
縁
）
の
無
増
益
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。
最
初
の
「
無
我
は
自
性
で
あ
る
」
の
自
性
は
、
般
若
経
の
本
性
清
浄

(prakrtivisuddha)
の
本
性
や
空
と
い
う
意

味
よ
り
も
、
む
し
ろ
『
入
榜
伽
経
』
の
自
性
清
浄
心
の
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派

で
は

a
p
a
v
a
d
a
は
、
「
あ
る
も
の
が
な
い
こ
と
」
と
い
う
損
減
で
も
「
実
在
の
智
の
無
」
で
も
な
く
、
付
託
が
消
滅
し
て
プ
ラ
フ
マ
ン
が

(8) 

実
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の

a
p
a
v
a
d
a
は
『
維
摩
経
』
の
「
無
増
益
」
と
同
じ
意
味
に
な

る
。
右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
『
維
摩
経
』
で
は
増
益
と
損
減
と
を
対
に
し
て
い
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
が
『
入
榜
伽
経
』
の
増

益
の
①
法
、
②
人
我
の
原
型
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ

(10) 

我
を
取
る
は
是
れ
垢
、
我
を
取
ら
ざ
る
は
是
れ
浄
な
り
。

不
観
は
是
れ
菩
提
な
り
。
所
縁
を
離
る
る
が
故
に
。

我
と
我
所
を
二
と
な
す
。
我
あ
る
に
因
る
が
故
に
便
ち
我
所
あ
り
、

不
―
―
法
門
と
な
す
。

「
弟
子
品
」

(
1
8
5
b
6
)

「
弟
子
品
」

(
5
4
1
b
2
4
,
2
5
)

「
菩
薩
品
」
(
5
4
2
b
2
4
)

も
し
我
あ
る
こ
と
な
く
ば
、
則
ち
我
所
な
し
、
是
れ
を
入

(
9
)
 

（
鳩
摩
羅
什
）
は
こ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
漢
訳
し
て
い
る
。

「
入
不
二
品
」
(
5
5
0
c
5
,
6
)

一
四
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一
五

(ll) 

彼
は
『
維
摩
経
』
で
も
、
筆
者
が
『
無
畏
』
の
訳
と
考
え
る
『
中
論
頌
』
で
も
増
益
の
概
念
を
す
べ
て
除
去
し
て
訳
し
て
い
る
。
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
の
『
中
論
頌
』
に
は
『
入
榜
伽
経
』
の
増
益
の
①
S
③
に
相
当
す
る
雑
染
が
増
益
に
よ
る
と
い
う
思
想
は
み
ら

れ
な
い
。
あ
る
い
は
『
中
論
頌
』
が
た
ま
た
ま
そ
れ
を
主
題
と
し
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
も
し
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
が
こ
の
種
の
増
益
を
意
識
的
に
説
い
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
増
益
が
空
の
致
命
的
な
誤
解
を
招
く
と
恐
れ
た
か
ら
か
も
し
れ

な
い
。も

し
空
の
覚
り
が
「
な
い
も
の
の
な
い
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
意
味
で
の
無
増
益
で
あ
れ
ば
、
我
や
法
の
無
増
益
で
あ
る
空
の
覚
り

に
は
我
も
法
も
全
く
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
（
つ
ま
り
、
空
に
お
い
て
は
一
切
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
）
し
か
し
空
の
立

場
で
は
無
我
は
我
や
法
の
無
で
は
な
く
、
我
や
法
が
空
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
や
法
を
「
な
い
も
の
の
あ
る

こ
と
（
へ
の
執
着
）
」
で
あ
る
増
益
と
す
る
こ
と
は
空
の
立
場
で
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
帰
謬
論
証
派
の
実
質
的
な
創
始
者
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
月
称
）
は
『
中
論
頌
』
の
注
釈
書
『
明
ら
か
な
こ
と

(12) 
ば
』
の
な
か
で
増
益
の
み
で
な
く
損
減
を
も
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
一
切
法
の
空
」
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
彼
は
増

益
の
比
喩
の
中
で
存
在
し
な
い
性
質
を
も
の
に
付
託
す
る
と
い
う
、
普
通
の
意
味
で
増
益
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
。
彼
は
第
一
章
で

顛
倒
に
し
た
が
う
者
が
不
浄
な
身
体
に
非
実
在
な
浄
と
い
う
性
質
（
浄
相
）
を
増
益
し
て
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
比
喩
を
語
る
。
第
二
十

三
章
の
「
顛
倒
の
観
察
」
の
章
で
は
、
顛
倒
を

こ
れ
ら
色
な
ど
の
六
種
の
対
象
（
境
、

v
a
s
t
u
)

が
煩
悩
の
所
縁
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
浄
と
い
う
性
質
（
浄
相
）
の
増
益

(
s
u
b
h
a
k
a
r
a
d
h
y
a
r
o
p
a
)

に
よ
っ
て
色
な
ど
に
貪
欲
が
生
じ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
不
浄
と
い
う
性
質
（
不
浄
相
）
の
増

益
に
よ
っ
て
眼
急

(
d
v
e
~
a
)

が
、
常
．
我
な
ど
の
増
益
に
よ
っ
て
愚
痴

(
m
oぽ
）
が
生
じ
る
。

(
P
r
.
4
5
7
)



と
解
説
す
る
。
こ
の
説
明
で
は
煩
悩
が
や
み
、
無
増
益
に
な
る
こ
と
は
、
不
浄
な
身
体
が
不
浄
な
身
体
と
し
て
、
六
種
の
対
象
（
六
境
）

が
六
種
の
対
象
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
実
例
で
は
増
益
が
六
境
へ
存
在
し
て
い
な
い
性
質
（
相
）

を
付
託
す
る
と
い
う
増
益
の
一
般
的
構
造
を
も
つ
こ
と
を
示
す
。

し
か
し
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
思
想
体
系
で
は
、
増
益
の
構
造
は
普
通
認
め
ら
れ
た
こ
の
性
質
の
付
託
と
い
う
構
造
と
は
全
く

異
な
る
。
『
中
論
頌
』
第
一
八
章
第
五
偶
に
説
か
れ
て
い
る
中
観
派
の
根
本
的
な
存
在
論
的
構
造
に
よ
れ
ば
、
煩
悩

(klesa)

は
分
別

（

岳
lpa)
が
止
む
と
き
止
む
。
存
在
し
て
い
な
い
性
質
の
増
益
の
基
体
で
あ
る
六
種
の
対
象
も
分
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

六
種
の
対
象
が
存
在
し
て
い
る
と
き
に
の
み
、
性
質
の
増
益
も
存
在
す
る
。
（
逆
に
い
え
ば
六
種
の
対
象
が
止
ん
だ
と
き
に
性
質
の
増

益
も
止
む
。
）
そ
の
こ
と
は
第
十
八
章
の

輪
廻
の
道
に
い
る
者
に
、
無
明
の
顛
倒
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
真
理
と
し
て

(satyatab)
顕
現
し
て
い
る
自
我
と
蘊
の
増
益

で
あ
る
虚
偽
な
も
の

(mコ
即
tha)
は
真
実
の
見
の
近
く
に
い
る
者
（
聖
者
）
に
は
顕
現
し
な
い
。

(
P
r
.
3
4
7
)

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
も
『
入
榜
伽
経
』
や
『
維
摩
経
』
と
同
じ
く
、
法
と
自
我
と
が
増
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。し

か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
も
の
」
が
「
増
益
さ
れ
た
も
の
」

「
増
益
さ
れ
た
」
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
彼
が
、

で
は
な
く
、
も
の
の
自
性
、
実
体
が

「
諸
々
の
も
の
は
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
こ
の
よ
う
に
（
諸
々
の
も
の
の
）
顛
倒
せ
る
自
性

(viparitasvariipa)
の
増
益

一六



増
益
に
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い
て
_
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佛
の
沈
黙
と
教
説
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を
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る
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_

と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

(
P
r
.
 p. 1
8
8
)
 

「
も
の
」

一
七

の
対
治

(pratipalぶ
a)
と
し
て
ま
ず
第
一
章
が
著
述
さ
れ
た
。
次
に
、
あ
る
も
の
に
あ
る
特
殊
性
が
増
益
さ
れ
た
、
そ
の
特
殊

性
を
除
く
た
め
に
残
り
の
章
が
著
述
さ
れ
た
。

の
損
減
で
な
く
、
し
た

「
特
殊
性
」
と
い
う
の
は
あ
る
特
定
の
も
の
に
関
す
る
特
定
の
自
性
を
言
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
節

は
『
中
論
頌
』
の
各
章
の
主
題
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
基
本
的
で
根
本
的
な
空
の
理
解
を
示
す

重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
単
に
「
自
我
」
や
「
五
蘊
」
が
「
増
益
さ
れ
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
、
こ
の
節
の
趣
旨

に
し
た
が
っ
て
、
増
益
さ
れ
た
も
の
は
自
我
や
五
蘊
の
自
性
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
自
性
を
増
益
す
る
者
に
十
四
難

（
無
記
、

avyakrtarnula)
に
示
さ
れ
た
諸
見
解
を
信
奉
す
る
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
「
諸
々
の
も
の
の
自
性
を
増
益
し
て
、
そ
れ
と

離
れ
て
い
る
と
か
い
な
い
と
か
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
諸
見
解
を
生
じ
て
執
着
す
る
者
」

(
P
r
.
5
3
7
)

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
増
益
さ
れ
た
も
の
」
は
自
性
で
あ
っ
て
「
も
の
」
で
は
な
い
か
ら
、
無
自
性
空
は

が
っ
て
世
間
の
損
減
と
は
な
ら
な
い
。
（
つ
ま
り
、
虚
無
論
で
は
な
い
。
）

も
の
は
自
性
を
も
つ
と
主
張
す
る
汝
に
と
っ
て
は
、
諸
々
の
も
の

(bhavanam)
に
自
性
が
な
い
の
で
、
す
べ
て
の
も
の
の
損

(13) 

減
が
あ
ろ
う
が
、
我
々
は
縁
起
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
諸
々
の
も
の
に
ま
さ
に
自
性
こ
そ
を
認
め
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
何
も
の

の
損
減
が
あ
ろ
う
か
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
普
通
「
自
性
論
者
」

(svabhavaviidin)
と
か
「
有
自
性
論
者
」

(sgvabhiivaviidin)
と
呼
ん
で
い
る

も
の
は
、
厳
密
に
は
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
も
の
は
必
ず
自
性
を
も
つ
と
主
張
す
る
者
(
S
器
vabhiivabhiivaviidin)
」
で



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
は
損
減
と
い
う
概
念
も
用
い
る
が
、
そ
れ
は
（
実
有
論
者
の
裏
返
し
と
し
て
の
）
虚
無
論
者
に
の
み
あ
り
得
る
誤
り
で
あ
る
と
す

る
。
「
も
の
の
な
い
こ
と
」
で
あ
る
損
減
は
「
も
の
は
必
ず
自
性
を
も
つ
」
と
主
張
す
る
者
に
の
み
あ
り
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ

て
は
自
性
の
な
い
こ
と
が
「
も
の
の
な
い
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
損
減
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
「
前
に
も
の
の

自
性
を
認
め
て
、
後
に
そ
れ
（
自
性
）
の
消
滅
を
縁
ず
る

(a.lam
b
a
t
e
)

者
に
は
、
前
に
認
識
し
た
自
性
の
損
減
よ
り
し
て
無
の
見
が

あ
ろ
う
」

(
p
?
p
.
2
7
3
)

と
い
う
よ
う
に
、
認
識
さ
れ
て
い
る
自
性
の
消
滅
の
経
験
以
外
に
（
す
べ
て
の
も
の
の
）
無
の
認
識
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
そ
の
ほ
か
に
、
虚
無
論
を
「
『
す
べ
て
の
も
の
は
存
在
し
な
い
』
と
、
す
べ
て
の
も
の
を
損
減
す
る
邪

見」
(
s
a
r
v
a
p
a
d
a
r
t
h
a
p
a
v
a
d
i
n
i
mithyadrl?ti}:t, P
r
.
 p
.
2
3
8
)
と
呼
び
、
さ
ら
に
「
天
と
解
脱
を
損
減
す
る
者
」
(
s
v
a
r
g
a
p
a
v
a
r
g
a
p
a
v
a
d
i
n
,

Pr. p. 
1
8
4
)
、
「
業
と
果
報
を
損
減
す
る
の
で
p
r
a
d
h
a
n
a
な
虚
無
論
者
（
n
留
t
i
k
a
)
」（
P
r
.
p. 3
2
9
)
、
「
前
際
と
後
際
の
損
減
を
し
、
・
・
・

彼
岸
と
自
我
を
損
減
す
る
」

(Pr.
p. 3
5
6
)

者
と
す
る
。
虚
無
論
が
す
べ
て
の
も
の
を
損
減
す
る
邪
見
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で

も
な
い
で
あ
ろ
う
。
虚
無
論
者
は
「
も
の
は
自
性
を
も
つ
と
主
張
す
る
」
実
有
論
者
と
対
立
し
、
有
自
性
な
「
も
の
」
を
す
べ
て
（
つ

ま
り
、
自
性
そ
の
も
の
も
も
の
も
す
べ
て
）
否
認
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
空
論
者
に
と
っ
て
「
も
の
」
は
縁
起
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
本
来
自
性
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
自
性
の
否
定
は
「
も
の
」
の
無
で
は
な
く
、
「
無
自
性
な
も
の
」
と
い
う
「
も
の
」
の

実
相
を
知
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
空
は
も
の
の
損
減
で
は
な
い
。

損
減
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
『
中
論
頌
』
第
二
十
四
章
で
対
論
者
が
「
空
の
意
味
を
無
と
い
う
語
の
意
味
と
増
益

し
て
我
々
を
批
判
す
る
」

(Pr.
p. 4
9
1
,
 Cf. p. 4
9
9
)

と
、
無
を
損
減
で
な
く
増
益
と
し
て
い
る
こ
と
も
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
第
二
十

四
章
第
一
偶
で
対
論
者
は
「
す
べ
て
が
空
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
は
無
に
帰
す
る
」
と
中
観
派
を
論
難
す
る
。
こ
の
「
空
で
あ
れ
ば
」
の

一
八
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か
ら
で
あ
ろ
う
。

空
を
対
論
者
は
無
と
い
う
語
の
対
象
、
す
な
わ
ち
無
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
空
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
無
は

こ
こ
で
は
無
と
い
う
有
で
あ
り
、
そ
う
い
う
有
を
空
に
増
益
し
て
対
論
者
は
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
無
を

増
益
し
た
と
き
「
す
べ
て
が
空
で
あ
れ
ば
」
は
「
す
べ
て
が
無
で
あ
れ
ば
」
と
な
る
か
ら
、
す
べ
て
の
世
間
の
も
の
の
損
減
と
な
る
。

そ
こ
で
空
を
無
と
誤
解
し
た
者
が
「
も
し
す
べ
て
（
の
も
の
）
を
損
減
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
き
、
そ
の
と
き
必
ず
空
を
拒
否
す
る

こ
と
に
な
る
」

(Pr.
p. 4
9
6
,
 1.
 
3
)

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
空
に
関
し
て
語
ら
れ
る
増
益
と
損
減
は
有
自
性
な
も
の
を
認
め
る
対
論
者

に
の
み
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、
空
の
立
場
そ
の
も
の
に
は
も
の
の
損
減
は
あ
り
え
な
い
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
『
中
論
頌
』
で
は
『
入
榜
伽
経
』
の
第
四
の
無
為
法
の
増
益
に
相
当
す
る
涅
槃
の
増
益
を
た
だ
一
度
と
り
あ

げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

涅
槃
の
増
益
が
な
く
、
輪
廻
の
滅
却
が
な
い
と
こ
ろ
、

一
九

そ
こ
に
お
い
て
ど
う
し
て
輪
廻
と
涅
槃
が
分
別
さ
れ
よ
う
か
。

（
『
中
論
頌
』
第
十
六
章
第
十
偶
）

諸
註
釈
者
は
増
益
や
滅
却
が
な
い
「
と
こ
ろ
、
そ
こ
」
を
勝
義
と
す
る
。
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ア
は
特
に
「
諸
法
実
相
の
第
一
義
」
と
す

る
。
こ
こ
で
は
増
益
が
滅
却

(
a
p
a
k
a
r
~
a
l
)
a
)

と
対
に
な
っ
て
い
る
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
（
清
弁
）
は
滅
却
を
損
減
の
同
義
語

で
あ
る
と
註
釈
す
る
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
絶
滅

(
p
a
r
i
k
~
a
y
a
)

と
解
し
て
、
損
減
と
し
て
い
な
い

(
P
r
.
p. 2
9
9
,
 1. 
1
4
)

。

彼
の
損
減
観
か
ら
す
れ
ば
、
輪
廻
の
損
減
が
な
い
こ
と
は
有
自
性
な
も
の

(
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
reality)
と
し
て
輪
廻
が
あ
る
こ
と
に
な
る



生
死
を
離
れ
て
而
も
別
に
涅
槃
あ
る
に
あ
ら
ず
。

実
相
の
義
は
是
の
如
し
、
云
何
が
分
別
あ
ら
ん
。

諸
法
実
相
の
第
一
義
の
中
に
は
、
生
死
を
離
れ
て
別
に
涅
槃
あ
り
と
説
か
ず
。
経
に
説
く
が
如
し
。
「
涅
槃
即
生
死
、
生
死
即
涅

槃
」
と
。
是
の
如
く
諸
法
実
相
の
中
に
、
云
何
が
是
れ
生
死
、
是
れ
涅
槃
と
云
わ
ん
。

訳
し
て
い
る
。

普
通
、
輪
廻
と
涅
槃
と
は
有
為
と
無
為
と
し
て
相
対
的
に
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。
涅
槃
は
輪
廻
を
超
越
し
た
、
輪
廻
と
は
別
の
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
空
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
涅
槃
観
は
涅
槃
の
致
命
的
な
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
（
つ
ま
り
、

空
の
立
場
で
は
、
こ
の
両
者
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
に
相
対
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
）
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
、

輪
廻
を
超
え
た
涅
槃
は
、
空
の
立
場
で
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
実
在
性
を
全
く
欠
い
た
「
増
益
さ
れ
た
も
の
」
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
。

輪
廻
も
涅
槃
と
相
対
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
増
益
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
説
か
れ
る
輪
廻
転
生
説

な
ど
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
輪
廻
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
虚
構
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
輪
廻
そ
の
も
の
は
虚
妄
で
は
な
い
。

何
よ
り
も
先
ず
現
に
我
々
が
生
き
て
い
る
世
界
、
我
々
の
生
き
て
い
る
生
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
輪
廻
は
涅

槃
の
相
対
的
概
念
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
無
と
し
て
損
減
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
空
と
は
そ
う
い
う
生
の
実
相

(dharmata)
で
あ

り
、
そ
れ
が
上
来
論
じ
て
き
た
「
す
べ
て
の
も
の
の
空
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
偶
の
説
く
増
益
も
な
く
、
滅
却
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
勝
義
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
真
の
涅
槃
で
あ
る
。
真
の
涅
槃
と
は
輪
廻
が
空
で
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

(14) 

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ア
は
こ
こ
で
も
増
益
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
偶
の
所
説
を
偶
よ
り
も
的
確
に
意

二
0



増
益
に
つ
い
て
ー
と
節
の
沈
黙
と
教
説
の
関
係
を
め
ぐ
る
探
求
I

(15) 

こ
の
思
想
は
、
し
か
し
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
独
自
の
思
想
で
は
な
い
。
『
宝
性
論
』
で
も
佛
の
法
身
の
第
四
の
性
質
（
功
徳
、
翌
t;1a)

と
し
て
の
「
真
の
永
遠
性
」
（
常
波
羅
蜜
、

nityaparamita)
に
関
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
真
の
永
遠
性
（
常
波
羅
蜜
）
は
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
無
常
な
輪
廻
を
滅
却
し
な
い
こ
と
か
ら
し
て

断
滅
の
辺

(ucchediinta)
に
陥
る
こ
と
な
く
、
常
住
な
涅
槃
を
増
益
し
な
い
こ
と
か
ら
し
て
恒
常
の
辺
（
監
庶
vatiinta)
に
陥

る
こ
と
が
な
い
。
…

そ
こ
で
こ
の
法
界
の
真
相
の
門

(d
百
r
m
a
d
h
a
g
n
a
y
a
m
u
k
h
a
)
に
よ
っ
て
、
勝
義
と
し
て
「
輪
廻
こ
そ
は
涅
槃
で
あ
る
」
と

説
か
れ
た
。
二
つ
の
有
り
様
に
分
別
さ
れ
な
い
無
住
涅
槃

(
a
p
r
a
t
i
~
t
h
i
t
a
n
i
r
v
i
i
Q
.
a
)

の
直
証
よ
り
し
て
、
で
あ
る
。

(
p
p
.
3
4
,
3
5
)

こ
の
所
述
か
ら
み
る
と
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
か
の
偶
を
生
死
即
涅
槃
と
い
う
経
文
の
解
釈
と
し
て
註
釈
し

た
の
は
決
し
て
彼
の
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
『
宝
性
論
』
が
、
『
中
論
頌
』
の
諸
註
釈
で
は
諸
法
実

相
．
勝
義
に
あ
た
る
法
身
の
第
四
の
性
質
（
功
徳
）
を
真
の
永
遠
性
（
常
波
羅
蜜
）
と
し
、
輪
廻
を
無
常
と
し
、
涅
槃
を
常
住
と
し
た

こ
と
は
、
（
勝
義
の
）
法
身
に
お
い
て
ど
う
し
て
涅
槃
が
増
益
さ
れ
ず
、
輪
廻
が
滅
却
さ
れ
な
い
か
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
常
住
な
涅

槃
は
真
の
永
遠
性
と
し
て
の
法
身
に
増
益
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
無
常
な
輪
廻
は
滅
却
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
真
の
永
遠
性
は
無

常
な
輪
廻
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
宝
性
論
』
は
法
身
の
性
質
（
功
徳
）
で
あ
る
真
の
永
遠
性
（
常
波
羅
蜜
）
を
論
理
的
に
は
八
顛
倒

(viparyasa)
に
よ
っ

て
示
す
(
p
.
3
0
f
f
)
。
真
の
永
遠
性
は
無
常
を
常
と
思
う
妄
想
さ
れ
た
永
遠
性
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
常
と
い
う
顛
倒
の
単
な

る
相
対
者

(viparyaya)
で
あ
る
無
常
（
と
い
う
概
念
へ
の
執
着
）
を
も
払
拭
（
対
治
）
し
た
真
の
永
遠
性
で
あ
る
。
こ
の
真
の
永
遠



性
（
常
波
羅
蜜
）

の
具
体
的
な
意
味
を
こ
の
論
書
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

衆
生
の
利
益
に
無
関
心
な
独
覚
乗
の
人
々
が
喧
喚
を
離
れ
た
暮
ら
し
を
愛
好
す
る
の
と
は
逆
に
（
つ
ま
り
、
対
治

p
r
a
t
i
p
~
a

と
し
て
）
、
（
菩
薩
の
大
悲
の
修
習
に
は
）
常
に
絶
え
ず
輪
廻
の
あ
る
か
ぎ
り
、
衆
生
利
益
へ
の
清
浄
な
執
着
が
あ
る
。
こ
の
ゆ
え

に
、
真
の
永
遠
性
（
常
波
羅
蜜
）
は
輪
廻
に
お
け
る
菩
薩
の
大
悲
の
修
習
と
し
て
の
み
実
現
（
証
得
）
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

(p. 3
2
)
 

こ
こ
で
は
「
常
住
な
涅
槃
」
は
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
が
、
真
の
永
遠
性
（
常
波
羅
蜜
）
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
い
て
自
己

同
一
性
を
保
つ
と
普
通
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
実
体
と
し
て
の
涅
槃
の
性
質
と
し
て
の
、
抽
象
的
な
死
ん
だ
永
遠
性
で
は
な
い
。
そ

れ
は
無
常
な
輪
廻
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
生
き
た
永
遠
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
輪
廻
は
決
し
て
ふ
つ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
空
間

的
な
場
所
で
は
な
い
。
衆
生
す
べ
て
が
生
き
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
衆
生
が
一
人
で
も
生
き
て
苦
し
ん
で
い
る
か
ぎ
り
、
菩
薩

は
大
悲
に
も
と
づ
く
菩
薩
行
を
常
に
一
刻
も
休
む
こ
と
な
く
修
習
す
る
。
真
の
永
遠
性
は
菩
薩
行
と
い
う
行
の
永
続
性
（
不
断
な
る
こ

と
）
と
し
て
実
現
さ
れ
る
永
遠
性
で
あ
る
。

大
悲
も
衆
生
の
利
益
へ
の
執
着
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
執
着
は
普
通
は
煩
悩
と
し
て
退
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
無
私
の
執
着
は
汚
れ
で
な

＜
浄
化
の
因
で
あ
り
、
清
浄
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
菩
薩
行
の
無
常
な
輪
廻
に
お
け
る
永
続
性
こ
そ
が
真
の
永
遠
性
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
輪
廻
の
滅
却
は
あ
り
え
な
い
。

輪
廻
に
関
し
て
は
『
宝
性
論
』
も
損
減
で
な
く
滅
却
を
用
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
語
は
損
減
の
単
な
る
同
義
語
、
あ
る
い
は
損

減
が
述
語
と
し
て
定
着
す
る
以
前
の
同
義
語
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ
の
論
書
が
勝
義
、
つ
ま
り
法
身
は
「
無
住
涅
槃



増
益
に
つ
い
て
ー
佛
の
沈
黙
と
教
説
の
関
係
を
め
ぐ
る
探
求
ー
|

わ
ら
な
く
て
も
、

の
直
証
」
で
あ
る
と
言
う
点
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
輪
廻
の
滅
却
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
単
に
輪
廻
の
損
減
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
な

く
、
も
っ
と
積
極
的
に
輪
廻
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
輪
廻
の
損
減
と
い
う
こ
と
は
輪
廻
が
増
益
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

人
我
の
増
益
は
と
に
か
く
、
我
所
な
ど
の
有
為
法
の
増
益
と
涅
槃
な
ど
の
無
為
法
の
増
益
は
、
と
も
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
法
有
の
立
場

に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
も
同
じ
頃
に
成
立
し
た
思
想
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
損
減
は

必
ず
し
も
対
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
あ
る
も
の
の
な
い
こ
と
」
と
い
う
語
義
は
大
乗
の
諸
学
派
を
通
じ
て
変

そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
体
系
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
具
体
的
な
意
味
や
用
法
に
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

増
益
に
は
誤
謬
の
構
造
と
い
う
否
定
的
・
消
極
的
な
意
味
・
役
割
の
ほ
か
に
、
念
佛
や
説
法
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
い
う
積
極
的
な

用
法
も
み
ら
れ
る
。
菩
薩
の
修
行
道
の
一
環
と
し
て
「
佛
を
憶
念
す
る
」
た
め
に
な
さ
れ
る
佛
の
増
益
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
一
箇
所

し
か
指
摘
で
き
な
い
。
そ
れ
は
『
華
厳
経
』
の
「
入
法
界
品
」
の
第
一
章
「
メ
ー
ガ
シ
ュ
リ
ー
比
丘
」
の
な
か
で
あ
る
。

こ
の
比
丘
は
善
財
童
子
が
最
初
に
訪
ね
た
善
知
識
で
あ
り
、
「
一
切
（
諸
佛
）
の
境
界
を
顕
現
さ
せ
、
（
そ
の
）
集
合
す
る
様
を
（
照

ら
し
出
す
）
普
門
の
光
明
」

(p.
4
9
)

と
い
う
念
佛
門

(
b
u
d
d
h
a
n
u
s
m
r
t
i
m
u
k
h
a
)

を
体
得
し
て
い
る
。
こ
の
念
佛
門
は
十
方
の
無
量

の
諸
佛
の
す
べ
て
に
見
え
、
出
会
い
、
対
面
す
る
門
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
諸
佛
に
佛
国
土
と
か
佛
業
を
そ
な
え
た
具
体
的
な
現

在
の
姿
と
し
て
対
面
す
る
門
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
門
を
体
得
し
て
い
る
が
、
メ
ー
ガ
シ
ュ
リ
ー
比
丘
は
、
自
分
が
無
限
の
智
の
マ

ン
ダ
ラ
が
清
浄
で
あ
る
菩
薩
が
た
の
足
元
に
も
お
よ
ば
ず
、
そ
の
菩
薩
行
を
知
る
こ
と
も
功
徳
を
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
告
白
し
、

三



そ
の
理
由
と
し
て
菩
薩
が
た
は
二
十
一
種
の
念
佛
門
を
体
得
し
て
い
る
か
ら
だ
と
語
る
。

こ
れ
ら
の
念
佛
門
の
ほ
と
ん
ど
は
、
何
か
に
増
益
さ
れ
た
佛
を
憶
念
す
る
門
で
あ
る
。
い
ま
増
益
の
基
体
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
を

あ
げ
る
と
、
②
人
々
(
j
a
g
a
t
)

、
③
十
力
、
④
法
、
⑦
劫
、
⑧
時(
k
i
i
l
a
)

、
⑨
佛
国
土
、
⑩
三
世
(
t
q
a
d
h
v
a
)

、
皿
境
界(
~
a
y
a
)

、

⑫
寂
静

(
5

智
g)、
⑬
消
滅

(vigama)
、
⑲
広
大
な
も
の

(vipula)
、
⑱
微
細
な
も
の

(
S

臣臼
m
a
)
、
⑯
荘
厳

(W巳
1a)
で
あ
る
。

佛
が
増
益
さ
れ
る
基
体
に
共
通
す
る
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
が
、
い
ま
具
体
例
と
し
て
②
と
③
を
あ
げ
る
。

②
（
上
述
の
偉
大
な
菩
薩
が
た
は
）
人
々
の
願
い
に
応
じ
て
（
諸
佛
の
境
界
を
）
顕
現
さ
せ
、
如
来
を
示
し
、
（
衆
生
を
）
清
ら

か
に
さ
せ
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
々
に
増
益
さ
れ
た
念
佛
門
を
体
得
し
て
い
る
。

③
如
来
の
無
量
の
十
力
に
し
た
が
う
た
め
に
十
力
に
増
益
さ
れ
た
念
佛
門
を
体
得
し
て
い
る
。

認
識
論
的
誤
謬
と
し
て
の
増
益
と
は
対
照
的
に
、
増
益
の
基
体
よ
り
も
増
益
さ
れ
た
佛
の
方
が
真
（
召
a
l
)

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ

れ
ら
の
念
佛
門
で
出
会
わ
れ
る
佛
は
虚
妄
で
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
増
益
の
基
体
で
あ
る
も
の
の
実
在

(realization)
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
の
も
の
に
佛
を
見
、
す
べ
て
の
も
の
が
佛
で
あ
る
こ
と
を
知
る
方
便
と
し

て
の
念
佛
門
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
方
便
は
、
メ
ー
ガ
シ
ュ
リ
ー
が
体
得
し
た
念
佛
門
よ
り
も
高
い
段
階

に
あ
る
、
入
法
界
の
第
二
の
方
策
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

説
法
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し
て
の
増
益
の
用
法
は
空
の
立
場
を
と
る
大
乗
経
典
や
論
書
に
も
み
ら
れ
る
。
実
在
が
文
字
通
り
沈
黙

で
あ
り
、
不
可
説
・
言
語
道
断
で
あ
る
と
主
張
す
る
空
の
立
場
で
は
、
法
、
す
な
わ
ち
不
可
説
な
実
在
は
、
本
来
、
言
葉
で
は
語
れ
な

ニ
四
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二
五

い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
実
在
そ
の
も
の
に
は
あ
り
え
な
い
言
葉
を
増
益
し
て
説
法
は
な
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
場
合
も
増
益
の

構
造
は
認
識
論
的
誤
謬
の
構
造
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
や
意
図
は
全
く
異
な
る
。

こ
の
思
想
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
引
用
す
る
経
典
の
偶
に
も
み
ら
れ
る
。

字
音
の
な
い

(
g呉
~
a
r
a
)
法
を
聞
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、
説
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
字
音
の
な
い
（
法
）
は
、

増
益
よ
り
し
て
聞
か
れ
、
説
か
れ
る
。

(Pr.,
p. 2
6
4
)
 

現
存
す
る
主
要
大
乗
経
典
の
な
か
で
は
『
維
摩
経
』
に
こ
の
思
想
が
見
出
せ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
経
典
は
「
入
不
二
法
門
」
で

特
に
実
在
が
文
字
通
り
の
沈
黙
で
あ
る
こ
と
を
劇
的
に
示
す
。
一
方
、
説
法
は
何
よ
り
も
ま
ず
言
葉
で
説
く
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
が
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
沈
黙
に
は
な
い
言
葉
を
増
益
す
る
必
要
が
で
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
法
を
説
く
と
は
ど
う
す
る
こ
と
か
。
説
法
と
い
う
こ
の
こ
と
は
増
益
さ
れ
た
言
葉
を
説
く
こ
と
で
あ
り
、
聴
聞
者

も
増
益
さ
れ
た
（
言
葉
）
を
聞
く
の
で
あ
る
。

増
益
さ
れ
た
言
葉
が
な
い
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
法
を
説
く
こ
と
も
な
い
し
、
聞
く
こ
と
も
な
い
し
、
知
る
こ
と
も
な
い
。
た
と
え

ば
、
幻
の
人
が
幻
の
人
々
に
法
を
説
く
よ
う
に
。

(
1
9
1
a
2
,
4
)

こ
の
一
節
は
（
「
弟
子
品
」
に
お
け
る
）
目
蓮
の
説
法
を
維
摩
が
批
判
す
る
な
か
に
み
ら
れ
る
。
目
蓮
の
説
く
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
維
摩
は
ま
ず
、
法
の
通
り
に
法
を
説
け
、
と
忠
告
す
る
。
彼
が
い
う
法
は
空
の
立
場
の
法
で
あ
り
、



彼
は
法
が
無
我
で
あ
り
、
言
亡
慮
絶
で
あ
る
こ
と
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
維
摩
は
目
蓮
が
小
乗
の
有
の
法
を
説
い
て

い
た
こ
と
を
論
難
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
目
蓮
に
対
す
る
攻
撃
の
主
題
は
説
法
に
あ
る
の
で
な
く
、
法
そ
の
も
の
に
あ
っ

た
と
い
え
る
。

そ
の
法
の
説
明
に
続
く
こ
の
一
節
で
、
維
摩
は
「
法
を
説
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
語
っ
て
い
る
。
法
が
言
亡
慮
絶
だ
か
ら
、
そ
う

い
う
法
を
説
く
と
い
う
こ
と
は
、
法
そ
の
も
の
を
説
く
の
で
な
く
、
増
益
さ
れ
た
言
葉
を
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
（
つ
ま
り
、
教
示
と

し
て
の
法

d
e
s
a
n
a
d
h
a
r
m
a
と
は
増
益
さ
れ
た
言
葉
に
す
ぎ
な
い
。
）
だ
か
ら
、
本
当
に
は
法
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
と
自
覚
し
て
説

(17) 

け
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
法
を
教
示
と
し
て
の
法
と
覚
り
と
し
て
の
法

(adhigamadharma)

に
二
分
し
、
各
々
を
増
益
さ
れ
た
言
葉
と
沈
黙
と
し
て
理
解
し
た
立
場
で
の
説
法
観
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
観
派
の
な
か
で
こ
の
増
益
の
思
想
を
全
面
的
に
是
認
し
た
の
は
、
自
立
論
証
派

(sviitantrika)
の
創
始
者
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ

(18) 

ヴ
ェ
ー
カ
（
清
弁
）
で
あ
る
。
彼
の
『
般
若
灯
論
』
の
帰
敬
偶
が
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
。

分
別
を
よ
く
離
れ
、
す
べ
て
の
戯
論
が
鎮
ま
り
、
言
葉
の
対
象
で
な
い
法
の
真
実
、
ま
さ
に
そ
れ
を
（
言
葉
を
）
増
益
し
て
、
す

べ
て
の
世
界
の
人
々
の
繁
栄
の
た
め
に
説
か
れ
た
（
佛
）
、
そ
の
方
に
敬
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

(
4
6
b
8
)

ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
（
観
誓
）
の
註
釈
の
な
か
に
は
「
『
ま
さ
に
そ
れ
を
増
益
し
て
』
と
い
う
。
法
の
真
実
と
い
う
言
語
表
現

(a
臣
ivacana)
、
不
滅
不
生
：
・
不
去
不
来
と
い
う
（
言
語
表
現
）
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
不
顛
倒
に

(aviparitam)
増
益
し
て
説
か

(19) 

れ
た
」

(
W
a
4
b
7
,
8
)

と
い
う
解
説
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
が
こ
の
帰
敬
偶
に
お
け
る
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
見
解
で
も
あ
ろ
う
。

二
六
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彼
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
帰
敬
偶
で
、
言
葉
を
増
益
し
て
「
八
不
」
と
説
い
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
つ
ま
り
、

バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
法
の
実
在

d
h
a
r
m
a
t
a
t
t
v
a
に
関
す
る
佛
説
は
す
べ
て
言
葉
の
増
益
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
的
に
主
張
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
見
解
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
述
す
る
。
）
言
葉
の
増
益
は
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
に
と
っ
て
は
彼
の
論
理
学
的
思
想
の
基
盤
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
の
勝
義
観
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
は
周
知
の
よ
う
に
二
種
の
勝
義
を
提
唱
し
た
。
言
語
表
現
を
も
つ
勝
義

(samketikaparamartha)
と
元
来
の
不
可
説
の
勝
義
と
で

あ
る
。
普
通
、
前
者
は
異
門
勝
義

(
P
月
yayaparamartha)
、
後
者
は
無
異
門
勝
義

(aparyayaparamartha)
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
勝
義
の
区
別
に
よ
っ
て
、
し
か
し
、
元
来
の
無
異
門
勝
義
が
不
可
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
異
門
勝
義
の
可
説
性
と
相

対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
維
摩
経
』
や
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
言
葉
の
増
益
の
構
造
を
具
体
的
に
解
説
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
増
益
に
誤
謬
論
と
し
て

の
増
益
の
構
造
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
適
用
し
う
る
か
は
問
題
に
な
ろ
う
。
が
、
す
く
な
く
と
も
、
増
益
と
い
う
こ
と
が
言
い
う
る
た
め

に
は
、
誤
謬
の
増
益
の
原
因
と
な
る
も
の
（
た
と
え
ば
、
貝
と
銀
と
の
類
似
性
や
青
の
形
象
と
青
の
本
体
と
に
み
ら
れ
る
青
と
い
う
共

通
性
）
に
相
当
す
る
も
の
が
、
二
種
の
勝
義
の
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
異

門
勝
義
を
「
勝
義
を
さ
と
る
手
段
と
い
う
点
で
勝
義
に
不
顛
倒
で
あ
る
不
生
な
ど
の
教
説
」
と
す
る
。
こ
れ
は
「
勝
義
」
（
宮
rEnartha)

と
い
う
語
を
「
そ
れ
に
す
ぐ
れ
た
対
象
が
あ
る
」

(paramo'syarthal}.)
と
い
う
所
有
複
合
詞
と
す
る
解
釈
を
ふ
ま
え
た
立
場
で
あ
る
。

「
不
生
」
な
ど
の
教
説
は
不
可
説
な
実
在
に
対
し
て
不
顛
倒
で
あ
る
か
ら
、
他
の
言
語
活
動
（
つ
ま
り
「
生
」
「
滅
」
な
ど
の
教
説
な
ど
）

と
は
ち
が
っ
て
、
そ
の
教
説
だ
け
が
勝
義
を
言
葉
で
示
す
と
い
う
意
味
で
勝
義
の
増
益
と
い
う
意
味
を
に
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る。



こ
の
肯
定
的
な
増
益
の
思
想
も
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
も
み
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
中
論
頌
』
第
十
八
章
第
九
偶
は
「
実

在
の
相
」
を
説
く
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
の
偽
に
先
立
つ
註
釈
で
、
先
ず
「
実
在
の
相
」
を
「
言
葉
で
語
ら
れ
う
る
も
の

が
消
滅
し
、
心
の
対
象
が
消
滅
す
る
」
（
第
十
八
章
第
七
偶
a
b
)

(Pr., p. 3
7
2
,
 11. 
7
・
9
)

だ
と
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
に
対
論
者
の
要
求
を

紹
介
す
る
。て

増
益
し
て

た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
（
第
八
偶
に
説
い
た
）
世
間
に
お
け
る
真
実
な
ど
の
言
説
を
認
め
る
よ
う
に
、
言
説
諦
に
し
た
が
っ

（
実
在
の
）
相
が
説
か
れ
る
べ
き
だ
。

(Pr.,
p. 3
7
2
,
 ll. 
10,11) 

こ
の
註
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
要
求
に
応
え
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
第
九
偶
（
「
他
に
依
存
せ
ず
、
寂
静
で
、
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
せ
ら

れ
ず
、
無
分
別
で
、
多
な
る
も
の
で
な
い
。
こ
れ
が
実
在
の
相
で
あ
る
」
）
を
説
き
、
第
七
偶
で
は
単
に
実
在
の
不
可
説
性
と
不
可
思
議

性
を
指
摘
し
た
だ
け
な
の
に
、
こ
の
偶
で
は
「
他
に
依
存
せ
ず
」
な
ど
を
実
在
の
相
と
し
て
積
極
的
に
主
張
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
註
釈
で
は
第
九
偶
の
方
だ
け
が
「
増
益
し
て
」
説
か
れ
た
か
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も

言
葉
を
増
益
し
て
説
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
『
明
ら
か
な
言
葉
』
の
第
十
五
章
の
自
性
に
関
し
て
も
増
益
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

「
三
時
に
不
変
で
、
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
火
の
本
有
の
自
体

(nijam
riipam)
で
…
因
と
縁
と
に
依
存
し
て
い
な
い
も
の
、

そ
れ
が
自
性

(svariipa)
と
呼
ば
れ
る
。
い
っ
た
い
火
に
そ
の
よ
う
な
自
性
が
あ
る
の
か
。
」

「
そ
れ
（
自
性
）
は
あ
る
の
で
も
な
く
、
な
い
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
聴
聞
者
の
恐
怖
を
除
く
た
め
に
世
俗
と
し
て

ニ
八
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増
益
し
て
、

(Pr., p
.
 2

6
4
)
 

（
如
来
は
）
「
空
で
あ
る
」
と
も
説
か
れ
得
な
い
。
「
不
空
で
あ
る
」
と
も
[
説
か
れ
]
得
な
い
o

と
も
。
し
か
し
〈
言
葉
に
よ
っ
て
知
ら
せ
る
〉

(
p
r
a
j
f
i
a
p
a
t
i
)

た
め
に
語
ら
れ
る
。

二
九

こ
の
偶
で
は
「
説
か
れ
得
な
い
」
と
「
語
ら
れ
る
」
と
い
う
、
沈
黙
（
佛
）
と
言
葉
（
佛
を
語
る
こ
と
）
の
対
立
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
こ
の
対
立
を
増
益
の
思
想
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
十
二
章
に
お
け
る

こ
の
偶
そ
の
も
の
に
対
す
る
註
釈
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
両
方
で
あ
る
」
「
両
方
で
な
い
」

そ
れ
（
自
性
）
が
あ
る
と
言
う
。
」

「
君
が
増
益
し
て
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
」

「
諸
法
の
法
性
が
そ
の
自
体
で
あ
る
。
法
性
と
は
何
か
。
（
法
の
）
自
性
で
あ
る
。
自
性
と
は
何
か
。
本
性
で
あ
る
。
本
性
と
は

何
か
。
空
性
で
あ
る
。
…
」

「
あ
る
」
と
説
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
増
益
は
「
あ
る
の
で
も
な
く
、
な
い
の
で
も
な
い
」
の
に
、
自
性
を

し
か
し
実
際
は
、
「
自
性
」
、
「
法
性
」
な
ど
の
言
葉
の
増
益
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
「
あ
る
の
で
も
な
く
、
な
い
の
で
も
な
い
」
と
い
う

表
現
は
、
四
句
分
別
の
第
四
句
で
も
な
い
し
、
有
と
も
無
と
も
規
定
で
き
な
い
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
よ
う
な
究
極
的
実
体
の
不
可
説
性
を
意

味
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
実
在
が
不
可
説
で
あ
る
こ
と
、
す
わ
な
ち
空
を
意
味
し
て
い
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
こ
の
増
益
の
教
証
と
し
て
、
前
に
引
用
し
た
経
典
の
偶
を
引
用
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
彼
は

も
う
―
つ
の
教
証
と
し
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
『
中
論
頌
』
第
二
十
二
章
の
第
十
一
偶
を
も
あ
げ
て
い
る
。



こ
の
す
べ
て

(
s
a
r
v
a
m
etat)
は
我
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
得
な
い
。
し
か
し
語
ら
れ
な
け
れ
ば
、
如
実
に
あ
る
（
佛
の
）
自
性

を
聴
聞
者
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
増
益
し
て
（
つ
ま
り
）
言
説
諦
に
立
っ
て
、
言
語
で
表
現
す
る
た
め

に
、
所
化
の
衆
生
に
応
じ
て
「
空
で
あ
る
」
と
も
語
り
、
「
不
空
で
あ
る
」
と
も
、
「
空
で
不
空
で
あ
る
」
と
も
、
「
空
で
な
く
不

空
で
も
な
い
」
と
も
語
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
こ
で
「
増
益
し
て
」
を
「
言
説
諦
に
立
っ
て

(sthitvii)
」
と
敷
術
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
表
現

は
上
述
の
第
十
五
章
の
「
世
俗
と
し
て
」
や
第
十
八
章
の
「
言
説
諦
に
し
た
が
っ
て
」

(vyavahiirasatyiinurodhe9a)
と
同
じ
こ
と

を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
次
に
「
所
化
の
衆
生
に
応
じ
て
」

(vineyasattviinurodhe9a)
が
来
る
の
で

a
n
u
r
o
d
h
a
 
(
随
順
）
と
い
う
語
の
重
複
を
避
け
た
だ
け
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
'

し
か
し
こ
の
「
言
説
諦
に
立
っ
て
」
は
、
哲
学
上
の
こ
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
み
ご
と
に
表
現
し
て
お
り
、
バ
ー
ヴ
ァ

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
と
の
思
想
的
な
立
場
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
の
言
葉
の
増
益
は
い
わ
ば
異
門
勝
義
に
立
つ

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
言
葉
と
し
て
現
れ
た
勝
義
を
認
め
な
い
の
で
、
彼
は
勝
義
と
は
全
く
異
な

る
世
俗
諦
に
立
場
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
説
法
は
な
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
彼
の
二
諦
説
で
は
、
勝
義
と
世
俗
は
完
全
に
断
絶

し
て
い
る
か
ら
、
増
益
を
可
能
に
す
る
勝
義
と
勝
義
の
教
説
と
の
不
顛
倒
な
関
係
は
成
り
立
ち
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
増
益
と

い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
勝
義
に
言
葉
を
付
託
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
眼
朧

(timira)
の
な
い
人
が
毛
髪
を

認
識
し
な
い
よ
う
に
、
（
あ
る
人
は
）
不
顛
倒
で
あ
る
か
ら
（
そ
の
人
に
は
）
虚
妄
な
増
益
さ
れ
た
も
の
が
な
い
と
き
、
そ
の
と
き
非
実

在
な
事
物
の
残
滓
が
認
識
さ
れ
る
I

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
が
成
立
す
る
—
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
」

(
P
r
.
,

p. 3
0
)

か
ら
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

二
〇



る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
と
思
う
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
言
葉
の
増
益
の
思
想
を
用
い
て
い
る
が
、
本
心
で
は
不
可
説
な
実
在
と
佛
の
教
説
と
が
同
じ
事
実
で
あ

そ
の
こ
と
は
『
中
論
頌
』
第
二
十
四
章
第
十
一
偶
の
註
釈
か
ら
も
明
ら
か
に
う
か
が
え
る
。

は
な
い
。

増
益
に
つ
い
て
ー
佛
の
沈
黙
と
教
説
の
関
係
を
め
ぐ
る
探
求
I

し
か
し
、
そ
も
そ
も
実
在
を
説
く
の
に
言
葉
を
増
益
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
矛
盾
に
お
ち
い
る
。
増
益
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
実
在
と
言
葉
が
本
性
的
に
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
本
性
的
に
関
係
が
あ

る
な
ら
ば
、
言
葉
を
増
益
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
言
葉
が
増
益
さ
れ
た
と
し
て
も
、
実
在
に
対
し
て
言
葉
は
あ
く
ま

で
も
偶
有
的
な

(extrinsic)
位
置
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
、
「
不
生
」
の
教
説
（
異
門
勝
義
）

は
実
在
（
無
異
門
勝
義
）
に
対
し
て
不
顕
倒
で
あ
る
か
ら
実
在
の
教
説
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
不
顛
倒
で
あ
る

と
主
張
し
た
だ
け
で
、
ど
う
し
て
不
顛
倒
で
あ
る
か
と
い
う
そ
の
論
拠
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
そ
も
そ
も
全
く
無
関
係
な
二
者
の
間

に

不

顛

倒

と

い

う

関

係

を

見

い

だ

す

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

。

．

通
俗
的
に
い
え
ば
、
佛
が
覚
り
の
体
験
（
あ
る
い
は
実
在
）
を
言
葉
で
語
る
と
い
う
こ
と
が
説
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
た
と
え
佛

の
覚
り
が
真
の
実
在
の
覚
り
で
あ
っ
て
も
、
佛
の
説
法
が
真
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
佛
の

(20) 

権
威
と
い
う
こ
と
が
最
近
、
佛
教
論
理
学
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
論
争
の
的
に
な
っ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
唯
識
派
や
如
来

蔵
思
想
で
は
そ
れ
を
も
う
少
し
専
門
的
に
、
佛
の
説
法
は
佛
の
法
身
で
あ
る
法
界
の
言
語
表
現
へ
の
等
流

(
n
i
~
y
a
n
d
a
)

で
あ
る
と
説
明

す
る
。
し
か
し
佛
の
覚
り
と
説
法
と
の
本
質
的
な
関
係
は
、
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
と
し
て
の
一
性
で
あ
る
。
佛
の
覚
り
が

「
覚
り
と
し
て
の
法
」

(
a
d
h
i
g
a
m
a
d
h
a
r
m
a
)
と
呼
ば
れ
、
説
法
が
「
教
示
と
し
て
の
法
」

(
d
e
s
a
n
a
d
h
a
r
m
a
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
在
と
教
説
と
の
あ
い
だ
に
不
顛
倒
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
入
り
こ
む
余
地



言

無
明
か
ら
生
じ
た
世
俗
諦
は
無
自
性
で
あ
る
と
覚
っ
て
、
そ
れ
（
世
俗
諦
）
の
空
性
ー
勝
義
を
相
と
す
る
ー
を
観
察
す
る
喩
伽
行

者
は
二
辺
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
。

(Pr.,
p. 4
9
5
,
 11. 3
,
4
)
 

こ
こ
で
は
二
辺
の
謬
見
は
、
①
影
像

(pratibimba)
の
形
の
世
俗
（
諦
）
（
lokasamvrti)
を
も
否
定
す
る
見
解
、
と
②
勝
義
が
も
の

の
自
性
で
あ
る
と
増
益
す
る
見
解

(11.
5
,
7
)

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
見
解
を
離
れ
た
中
道
に
立
つ
喩
伽
行
者
は
、
「
佛
の
説
法
の
な
か

に
説
か
れ
た
世
俗
と
勝
義
と
の
不
顛
倒
な
区
別
を
識
別
す
る
の
で
、
佛
の
教
説
に
お
け
る
甚
深
の
真
実
在

(tattva)
を
知
る
」
者
で
あ

る
。
世
俗
諦
は
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
性
と
し
て
言
葉
と
不
可
分
に
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
喩
伽
行

者
に
と
っ
て
（
影
像
の
形
で
）
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
の
空
を
覚
る
こ
と
は
、
言
葉
の
空
を
覚
る
こ
と
と
別
の
こ
と
で
は
な

こ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
思
想
は
中
観
派
の
始
祖
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
の
思
想
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
思
想
は
更
に
般
若
経
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
さ
き
に
取
り
あ
げ
た
『
維
摩
経
』
で
は
増
益
さ
れ
た
言

(21) 

葉
に
よ
る
説
法
の
喩
例
と
し
て
幻
の
人
に
よ
る
幻
の
人
々
に
対
す
る
説
法
を
あ
げ
て
い
る
。
幻
の
人
は
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
第
一
章

(22) 

(
p
.
8
)

に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
最
古
の
漢
訳
で
あ
る
『
道
行
』

(
4
2
7
a
)

に
も
あ
る
の
で
、
幻
人
の
説
は
般
若
経
の
空
の
思
想
の
一
展
開
、

空
を
説
明
す
る
独
自
の
方
法
の
―
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
維
摩
経
』
は
般
若
経
の
こ
の
思
想
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
れ

を
増
益
さ
れ
た
言
葉
に
よ
る
説
法
の
喩
例
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
般
若
経
に
は
直
接
説
法
に
幻
の
人
を
適
用
し
た
表
現
や

事
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

般
若
経
の
幻
の
人
は
空
な
る
人
の
比
喩
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
幻
は
人
が
実
体
で
な
く
空
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
い
う
幻

の
人
の
行
為
は
「
無
量
・
無
数
の
衆
生
を
涅
槃
に
導
く
が
、
し
か
も
涅
槃
に
導
か
れ
た
い
か
な
る
人
も
、
涅
槃
に
導
く
い
か
な
る
人
も



増
益
に
つ
い
て
ー
ー
佛
の
沈
黙
と
教
説
の
関
係
を
め
ぐ
る
探
求
ー
l

存
在
し
な
い
（
そ
し
て
、
い
か
な
る
行
為
、
た
と
え
ば
人
を
涅
槃
に
導
く
説
法
も
な
い
）
」
の
で
あ
る
。
『
八
千
頌
般
若
経
』
は
そ
れ
を

「
法
性
」
「
諸
法
実
相
」
と
呼
び
、
「
幻
の
本
性

(prakrti)
」
と
も
名
づ
け
て
い
る

S.P.,
p. 
10)。
要
す
る
に
諸
法
の
実
相
、
幻
の
実

相
は
導
く
者
も
導
か
れ
る
者
も
導
き
も
空
で
あ
る
三
輪
清
浄

(trima1;u;lalaparisuddhi)

を
言
う
。
し
た
が
っ
て
『
維
摩
経
』
が
幻
の

人
の
説
法
を
喩
例
と
し
て
示
し
た
真
意
は
、
現
実
に
言
葉
に
よ
っ
て
説
法
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
も
そ
の
説
法
と
い
う
行
為
に
は

実
相
と
し
て
は
説
法
者
も
聴
法
者
も
説
法
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
説
法
は
真
実
に
は
行
わ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の

し
か
し
幻
で
な
い
人
、
空
で
な
い
人
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
。
こ
の
世
に
実
際
に
生
き
て
い
る
人
は
皆
空
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ

よ
う
に
、
空
で
な
い
説
法
は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
し
、
空
な
説
法
と
は
空
な
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
説
法
で
あ
る
。

よ
う
な
説
法
は
真
実
に
は
何
も
説
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ア
は
『
維
摩
経
』
を
訳
す
際
に
、
こ
の
幻
の
人
に
よ
る
説
法
の
箇
所
か
ら
増
益
の
思
想
を
除
き
、
上
述
の
般
若
経

の
思
想
に
改
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

法
相
是
の
如
し
、
登
に
説
く
べ
け
ん
や
。
夫
れ
説
法
者
は
説
く
こ
と
な
く
示
す
こ
と
な
し
。
夫
れ
聴
法
者
は
聞
く
こ
と
な
く
得

る
こ
と
な
し
。
誓
え
ば
、
幻
士
の
幻
人
の
た
め
に
法
を
説
く
が
如
し
。

(
5
4
0
a
1
7
,
1
9
)

「
法
相
」
は
こ
こ
で
は
無
我
で
不
可
説
で
あ
る
諸
法
実
相
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
は
、
説
法
の
実
相
・
法
性
か
ら
す
れ

ば
、
実
際
に
法
を
説
い
て
い
る
説
法
者
は
不
説
で
あ
り
、
聴
法
者
も
不
聞
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
説
法
も
不
説
で
あ

量



あ
き
ら
か
に
示
す
よ
う
に
、

空
思
想
の
こ
の
面
を
哲
学
的
に
厳
密
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
し
た
の
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
で
あ
る
。
彼
が
主
著
『
中
論
頌
』
を
著

述
し
た
の
は
空
思
想
の
こ
の
面
を
解
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
中
論
頌
』
の
彼
の
帰
敬
偶
が

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
佛
の
教
説
を
論
全
体
の
主
題
と
す
る
。

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
こ
こ
で
佛
の
説
法
が
不
生
、
不
滅
な
ど
の
八
不
の
縁
起
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
が
、
全
佛
説
の
な
か
に

そ
の
よ
う
な
題
名
の
特
定
の
教
説
は
な
い
。
佛
は
様
々
な
と
き
に
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
、
様
々
な
衆
生
に
対
し
て
八
万
四
千
の
法
蔵
を

説
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
佛
が
八
万
四
千
の
法
蔵
の
な
か
で
た
だ
縁
起
だ
け
を
説
か
れ
た
と
主
張
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
表
面
上
相
互
に
矛
盾
さ
え
し
て
み
え
る
佛
の
八
万
四
千
の
説
法
は
、
そ
れ
ら
に
か
く
さ
れ
た
真

意
が
八
不
の
縁
起
と
い
う
同
じ
教
え
を
説
く
た
め
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
真
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
う
し
て
彼

は
八
不
を
論
理
的
に
否
定
し
て
こ
の
縁
起
が
真
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
彼
は
同
時
に
、
我
ま
た
は
法
性
（
第

十
八
章
）
や
如
来
（
第
二
十
二
章
）
な
ど
に
関
し
て
、
戯
論
寂
静
と
吉
祥
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
縁
起
の
実
相
を
解
明
す

る
こ
と
に
も
努
め
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
二
十
五
章
の
最
後
の
第
二
十
四
偶
で
、
彼
は
上
述
の
探
求
の
結
論
と
し
て
佛
の
説
法

の
実
相
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

る。

不
滅
不
生
、
不
常
不
断
、
不
一
不
異
、
不
去
不
来
で
、
戯
論
寂
静
し
、
吉
祥
な
る
縁
起
を
説
き
た
も
う
た
説
法
者
の
第
一
人
者
で

あ

る

佛

に

礼

拝

し

た

て

ま

つ

る

。

（

『

中

論

頌

』

帰

敬

偶

）

ニ
四



増
益
に
つ
い
て
ー
佛
の
沈
黙
と
教
説
の
関
係
を
め
ぐ
る
探
求
ー
_

二
五

す
べ
て
の
取
得
が
寂
静
し
、
戯
論
も
寂
静
し
、
吉
祥
で
あ
る
。
佛
は
、
ど
こ
に
お
い
て
も
誰
に
対
し
て
も
い
か
な
る
法
も
説
か
れ

は

し

な

い

。

（

『

中

論

頌

』

第

二

十

五

章

第

二

十

四

偶

）

こ
の
最
後
の
偶
と
帰
敬
偶
と
の
言
語
表
現
上
の
異
同
か
ら
言
え
ば
、
「
戯
論
寂
静
」
と
「
吉
祥
」
は
両
偶
に
共
通
に
見
ら
れ
る
の
で
、
帰

敬
偶
の
「
八
不
の
縁
起
」
と
こ
の
偶
の
「
す
べ
て
の
取
得
の
寂
静

(sarvopalambhopasama)
」
が
対
応
す
る
。
生
、
滅
な
ど
の
八
種

を
す
べ
て
の
取
得

(sarvopalambha)
の
代
表
例
と
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
八
不
の
縁
起
は
す
べ
て
の
取
得
が
寂
静
し
た
と
き

に
の
み
成
立
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
帰
敬
偶
で
は
佛
は
縁
起
を
説
く
の
に
、
こ
の
偽
で
は
い
か
な
る
法
を
も
説
か
な
い
。
こ
の
対
比
に
も
と
づ
い
て
、
佛
が
八
不

の
縁
起
を
実
際
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
真
実
に
は
佛
が
何
も
説
い
て
い
な
い
こ
と
を
、
つ
ま
り
佛
の
沈
黙
を
示
す
と
主
張
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
佛
の
沈
黙
の
真
意
は
口
を
閉
ざ
し
た
り
、
声
を
出
さ
な
い
こ
と
で
な
く
、
佛
が
八
不
の
縁
起
を
説
い
て
い
る
こ
と
の
実
相

と
し
て
の
、
佛
が
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
何
も
説
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
佛
は
八
万
四
千
の
法
を
説
い
て
一
語
も
説
か
れ
な

か
っ
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
『
中
論
頌
』
を
著
述
し
た
真
の
意
図
や
目
的
は
、
佛
の
沈
黙
が
八
不
の
縁
起

の
教
法
の
実
相
以
外
に
な
い
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
空
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

不
可
説
の
実
在
を
説
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
言
葉
を
増
益
す
る
こ
と
は
全
く
不
必
要
な
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
後
に
一
言
す
れ
ば
、
『
中
論
頌
』
の
構
成
が
上
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
『
中
論
頌
』
の
最
後
の
第
二
十
六
、
第
二
十
七
の
二

(23) 

章
は
最
初
の
二
十
五
章
と
は
別
に
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
よ
っ
て
（
そ
の
前
か
後
に
）
著
述
さ
れ
た
と
い
う
見
解
も
十
分
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。



訳
者
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と
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き

本
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J
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h
a
n

A. Silk, 
ed., 
W
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s
d
o
m
,
 
C
o
m
p
a
s
s
i
o
n
,
 
a
n
d
 t
h
e
 S
e
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r
c
h
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o
r
 U
n
d
e
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n
d
i
n
g
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s
t
 

S
t
u
d
i
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e
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e
a
c
h
i
n
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あ
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号
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丹
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出
版
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1
9
8
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本
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と
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密

接
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の
で
、
本
来
こ
の
書
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き
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あ
る
が
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幅
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時
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さ
ず
果

た
せ
な
か
っ
た
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①
あ
る
い
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う
語
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場
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後
者
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者
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同
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る
。

②
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⑥
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虚
妄
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現
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あ
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実
体
の
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あ
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＜
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で
あ
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。
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