
教
」
の
意
垂

訳
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
の
源
流
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
そ
の
主
要
教
理
の
大
部
分
は
部
派
仏
教
の
中
に
、
な
か
ん
ず
く
大
衆
部
の
主
張
す
る
教
理
に
お

お
く
承
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
の
は
、
前
田
慧
雲
の
『
大
乗
仏
教
史
論
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
例
せ
ぱ
、
「
過
未
無
体
説
」
は
大

衆
部
の
根
本
教
理
で
あ
る
と
同
時
に
大
乗
経
典
の
底
を
流
れ
る
根
本
原
理
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
「
心
性
本
浄
説
」
は
大
衆
部
の
根
本
教

理
で
あ
る
と
同
時
に
大
乗
仏
教
の
説
く
真
如
縁
起
説
の
原
理
で
あ
る
こ
と
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
や
が
て
、
大
乗
仏
教
は
大
衆
部
か
ら

起
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
学
界
の
定
説
の
ご
と
く
な
っ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
根
本
の
教
理
に
お
い
て
、
大

乗
と
小
乗
と
ど
う
区
別
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
教
理
の
上
か
ら
大
乗
小
乗
の

区
分
を
考
察
す
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
こ
れ
は
教
団
の
上
か
ら
の
大
乗
小
乗
の
区
別
を
検
討
し
な
け
れ
ば
、
真
の
大
乗
教
団
と
い
う
も

の
を
明
ら
か
に
な
し
え
ず
、
教
理
の
考
察
は
こ
の
上
に
立
っ
て
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
が
、
平
川
彰
博
士
の
「
初
期
大
乗
仏

教
」
の
意
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
前
田
慧
雲
博
士
の
大
乗
の
大
衆
部
源
流
説
は
、
大
乗
教
団
と
し
て
は
著
る
し
く
根
拠
が
薄
弱
と
な
っ
た

〔
寄
稿
〕

浬
桑
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

浬
藥
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か

一
、
問
題
の
所
在

河
村
孝
照

(3I)



浬
藥
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

さ
て
、
大
乗
の
浬
桑
経
、
こ
と
に
は
曇
無
識
訳
の
『
大
般
浬
藥
経
』
の
ご
と
き
は
、
経
典
に
も
ら
れ
た
諸
種
の
教
理
は
、
あ
る
い
は
有

部
所
説
に
同
じ
る
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
成
実
所
説
に
同
じ
る
も
の
あ
り
、
ま
た
そ
の
他
、
い
か
な
る
部
派
の
所
説
か
つ
ま
び
ら
か
な
ら

ざ
る
も
の
等
々
、
ま
こ
と
に
多
彩
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
筋
繩
で
く
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
前
掲
の
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
根

幹
の
教
理
思
想
と
さ
れ
る
「
心
性
本
浄
説
」
の
ご
と
き
も
、
浬
藥
経
は
清
浄
説
に
批
判
的
態
度
を
と
り
、
「
善
男
子
よ
、
諸
仏
菩
薩
は
終

に
心
に
浄
性
及
び
不
浄
性
有
り
と
定
説
せ
ず
、
浄
、
不
浄
性
は
心
に
住
処
無
き
が
故
に
」
（
徳
王
品
、
巻
二
十
五
）
と
述
べ
て
い
る
が
ご

と
き
、
こ
れ
を
有
部
の
婆
沙
論
に
承
れ
ば
、
婆
沙
論
巻
二
七
に
お
い
て
分
別
論
者
の
心
性
本
浄
説
に
対
し
て
批
判
し
、
煩
悩
が
あ
る
と
き

を
有
貧
膜
痴
心
と
い
い
、
煩
悩
が
な
く
な
っ
た
と
き
を
無
貧
腹
痴
心
と
い
い
、
と
く
に
心
の
本
性
が
ど
う
か
と
い
う
取
り
あ
げ
方
を
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
と
教
理
上
ま
こ
と
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
乗
小
乗
の
重
要
教
義
の
一
つ
と
し
て
十
二
因

縁
説
が
あ
る
。
大
乗
は
こ
れ
を
二
世
一
重
に
解
釈
し
て
説
き
、
小
乗
は
こ
れ
を
三
世
両
重
に
解
釈
し
て
説
く
と
い
う
の
が
大
小
乗
の
区

別
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
浬
藥
経
の
十
二
因
縁
説
を
う
か
が
う
と
、
「
過
去
の
煩
悩
を
名
づ
け
て
無
明
と
為
し
、
過
去
の
業
は
則
ち
名
づ

け
て
行
と
為
す
。
現
在
世
の
中
、
初
始
め
て
胎
を
受
く
る
を
、
是
を
名
づ
け
て
識
と
為
す
。
入
胎
し
て
五
分
、
四
根
の
未
だ
具
せ
ざ
る

を
、
名
づ
け
て
名
色
と
為
す
。
四
根
を
具
足
し
て
未
だ
触
と
名
づ
け
ざ
る
時
、
是
を
六
入
と
名
づ
く
。
未
だ
苦
楽
を
別
た
ざ
る
、
是
を
名

づ
け
て
触
と
為
す
。
一
愛
に
染
習
す
る
、
是
を
名
づ
け
て
受
と
為
す
。
五
欲
に
習
近
す
る
、
是
を
名
づ
け
て
愛
と
為
す
。
内
外
に
貧
り
求

む
る
、
是
を
取
と
為
す
。
内
外
の
事
の
為
に
身
口
意
業
を
起
す
。
是
を
名
づ
け
て
有
と
為
す
。
現
在
世
の
識
を
未
来
の
生
と
名
づ
け
、
現

在
の
名
色
、
六
入
、
触
、
受
を
未
来
の
老
病
死
と
名
づ
く
る
な
り
」
（
巻
二
十
七
、
師
子
呪
品
）
と
説
い
て
い
る
が
ご
と
き
は
、
こ
れ
は

小
乗
に
い
う
三
世
両
重
の
十
二
因
縁
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
成
実
論
に
み
る
と
、
こ
の
十
二
因
縁
説
も
亦
た
三
世
両
重
を
説
い
て

お
り
、
成
実
は
ま
っ
た
く
有
部
宗
の
所
説
に
同
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
浬
藥
経
の
所
説
と
多
少
相
違
す
る
と
い
え
ば
、
小
乗
有
部
が
現
存
の

（32）



愛
、
取
、
有
を
未
来
の
生
老
死
の
因
と
す
る
に
対
し
て
、
未
来
の
生
を
現
在
の
識
の
果
と
し
、
未
来
の
老
病
死
を
現
在
の
名
色
な
い
し

触
、
受
の
果
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
三
世
両
重
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。
大
乗
の
因
果

説
で
あ
る
二
世
一
重
の
十
二
因
縁
は
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
訳
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
と
り
あ
げ
れ
ば
ま
だ
ま
だ
存
す
る
が
、
こ

の
よ
う
に
浬
藥
経
に
も
ら
れ
た
教
理
内
容
や
、
ま
た
経
典
自
身
が
も
っ
て
い
る
素
材
の
出
所
な
ど
を
確
か
め
る
と
、
そ
の
多
く
に
阿
含
、

ニ
カ
ー
ャ
所
説
の
も
の
や
、
小
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
説
く
教
理
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

浬
藥
経
は
、
何
に
故
を
も
っ
て
自
ら
大
乗
と
称
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
に
関
す
る
課
題
は
、
今
日
ま
で
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
に
浮
き
ぽ

り
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
浬
梁
経
を
し
て
、
と
く
に
大
乗
の
白
眉
と
さ
れ
る
法
華
経
と
な
ら
ん
で
大
乗
経
典
の

重
要
な
も
の
の
一
と
し
て
、
そ
の
立
場
か
ら
こ
の
浬
薬
経
は
検
討
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
そ
れ
と

は
反
対
に
、
し
か
も
き
わ
め
て
素
朴
に
、
浬
薬
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
と
問
い
か
け
、
浬
藥
経
は
何
を
も
っ
て
の
故
に
大
乗
と
称

し
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
浬
藥
経
自
ら
が
語
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
象
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
論
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

大
乗
を
標
傍
し
大
乗
を
唱
道
す
る
仏
典
と
し
て
の
浬
藥
経
の
組
象
た
て
は
、
浬
藥
経
の
伝
訳
の
事
情
と
き
わ
め
て
よ
く
合
致
す
る
。
ま

ず
前
十
巻
、
す
な
わ
ち
、
大
衆
所
間
品
ま
で
を
前
段
と
し
、
そ
れ
以
後
を
後
段
と
す
る
の
が
こ
れ
ま
で
採
用
さ
れ
た
浬
藥
経
の
内
容
上
の

区
分
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
研
究
に
あ
っ
て
も
こ
の
区
分
法
は
あ
て
は
ま
っ
た
。
後
段
に
お
い
て
さ
ら
に
こ
れ
を
現
病
品
か
ら
徳
王
品
ま

で
と
、
師
子
呪
品
、
迦
葉
品
の
グ
ル
ー
・
フ
と
、
最
後
に
僑
陳
如
品
と
の
三
つ
に
区
分
す
る
と
理
解
し
易
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
を
通

し
て
述
べ
る
と
、
ま
ず
序
品
か
ら
大
衆
所
問
品
ま
で
は
、
大
乗
と
い
え
ば
浬
藥
経
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
浬
樂
経
の
説
く
所
を
信
奉
す
る

浬
盤
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

二
、
大
乗
仏
典
と
し
て
の
浬
藥
経
の
組
織

（33）



浬
藥
の
会
座
は
序
品
（
以
下
の
品
名
は
理
解
の
都
合
上
、
慧
厳
再
治
本
に
よ
る
）
に
五
十
二
類
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
会
座
の
衆
の

中
で
、
阿
羅
漢
は
、
「
衆
生
を
利
益
し
安
楽
に
し
、
大
乗
第
一
空
行
を
成
就
し
、
如
来
の
方
便
密
教
を
顕
発
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
に
」
仏

所
に
至
り
、
菩
薩
は
「
そ
の
心
皆
な
悉
く
大
乗
を
敬
重
し
、
大
乗
に
安
住
し
、
大
乗
を
深
解
し
、
大
乗
を
愛
楽
し
、
大
乗
を
守
護
し
」
、

浬
桑
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
の
菩
薩
道
が
完
成
さ
れ
る
と
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
、
浬
薬
経
に
お
け
る
大
乗
の
主
義
主

張
が
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
大
乗
を
学
す
る
具
体
的
な
修
行
に
至
っ
て
は
、
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
て
説
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

つ
ま
り
浬
梁
経
が
大
乗
大
浬
梁
の
大
飾
を
か
か
げ
て
大
乗
を
唱
道
し
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
浬
藥
経
の
主
張
点
の
存
す
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
現
病
品
か
ら
徳
王
品
に
至
る
間
は
、
浬
藥
経
の
説
く
大
乗
の
具
体
的
な
修
行
徳
目
、
な
ら
び
に
そ
の
所
得
の
功
徳

を
説
く
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
前
段
、
す
な
わ
ち
前
十
巻
の
部
分
の
、
具
体
的
な
補
足
説
明
と
桑
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
五
行
十
徳
に

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
即
ち
、
浬
桑
経
の
説
く
大
乗
の
徳
目
と
象
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
五
行
十
徳
の
も
っ
と
も
根
本
課
題
は
、
そ
れ

は
仏
性
の
開
顕
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
つ
ぎ
の
師
子
肌
品
に
説
か
れ
、
こ
の
仏
性
開
顕
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
大
乗
が
主
張
し
て
や
ま
な

い
一
切
皆
成
を
成
立
せ
し
め
る
一
闘
提
の
成
仏
が
、
つ
ぎ
の
迦
葉
品
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
浬
薬
経
の
大
乗
が

確
立
し
て
そ
こ
に
外
教
徒
の
謬
見
を
正
す
こ
と
が
で
き
、
大
乗
大
浬
藥
の
教
団
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
ｏ
そ
こ
で
本
論
文
に
お

い
て
、
浬
築
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
何
か
と
問
う
と
き
、
そ
の
中
心
課
題
は
仏
性
開
顕
に
あ
る
と
し
て
も
、
浬
藥
経
は
何
を
も
っ
て
大
乗

と
称
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
と
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
は
主
と
し
て
序
品
よ
り
徳
王
品
に
至
る
浬
藥
経
に
お
け
る
説
相
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。三

、
前
段
に
説
か
れ
た
浬
藥
経
に
お
け
る
大
乗

(34）



ま
た
「
衆
生
を
利
益
し
安
楽
に
し
、
大
乗
第
一
空
行
を
成
就
し
、
如
来
の
方
便
密
教
を
顕
発
せ
ん
が
為
に
」
仏
所
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

優
婆
塞
は
亦
た
無
上
大
乗
を
楽
聞
せ
ん
と
欲
し
、
浄
戒
を
持
し
て
大
乗
を
渇
仰
し
守
護
し
、
優
婆
夷
は
大
乗
を
渇
仰
し
守
護
し
、
大
乗
経

典
を
受
け
る
こ
と
を
願
い
、
毘
耶
離
城
の
諸
衆
は
、
常
に
大
乗
経
典
を
楽
聞
し
、
聞
き
己
っ
て
亦
た
よ
く
人
の
為
に
広
説
せ
ん
と
欲
し
、

大
臣
・
長
者
は
大
乗
を
敬
重
し
て
正
法
を
誘
ず
る
者
を
擢
く
護
法
長
者
で
あ
り
、
毘
舎
離
王
及
び
後
宮
等
は
大
乗
を
敬
重
し
大
乗
を
深
楽

し
、
諸
王
の
夫
人
は
正
法
の
中
に
安
住
し
、
諸
の
天
女
は
大
乗
を
愛
楽
し
て
大
乗
を
聞
き
、
人
の
為
に
広
説
し
、
大
乗
を
渇
仰
し
、
大
乗

を
守
護
し
、
大
乗
第
一
空
行
を
成
就
し
、
如
来
の
方
便
密
教
を
顕
発
せ
ん
が
為
に
仏
所
に
至
り
、
諸
の
象
王
は
大
乗
を
敬
重
し
大
乗
を
愛

楽
し
、
帝
釈
天
及
び
三
十
三
天
は
大
乗
を
深
楽
し
愛
護
し
、
魔
王
波
旬
た
ち
は
大
乗
を
愛
楽
し
大
乗
を
守
護
し
、
正
法
を
守
り
大
乗
を
守

る
兇
を
説
き
、
東
方
の
意
楽
美
音
世
界
の
仏
た
ち
は
、
も
っ
ぱ
ら
無
上
大
乗
の
声
を
聞
き
、
諸
花
中
の
こ
の
師
子
座
上
に
王
あ
っ
て
大

乗
の
法
を
も
っ
て
衆
生
を
教
化
し
、
あ
る
い
は
衆
生
の
大
乗
経
典
を
書
持
し
読
諦
し
、
如
説
修
行
し
て
こ
れ
を
流
布
す
る
等
、
こ
の
よ
う

な
諸
類
が
会
座
に
集
ま
っ
た
と
浬
藥
経
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
浬
藥
の
座
の
説
法
は
大
乗
経
典
が
説
か
れ
る
こ

と
を
示
し
、
こ
の
説
法
は
ま
た
正
法
で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
浬
梁
経
そ
の
も
の
が
大
乗
経
典
で
あ
り
、
正
法
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
の
も

と
に
経
典
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
会
衆
の
中
に
は
大
乗
を
渇
仰
し
求
め
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ

る
ｏ
例
え
ば
竜
王
、
鬼
神
王
、
鳥
王
、
大
自
在
天
王
等
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
経
典
製
作
者
の
省
略
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
五
十
二

類
の
会
衆
こ
と
ご
と
く
が
、
大
乗
を
渇
仰
し
、
大
乗
の
義
を
実
践
し
、
大
乗
を
守
り
、
大
乗
を
広
め
る
こ
と
を
願
っ
て
仏
所
に
来
至
し
た

者
ば
か
り
で
あ
る
訳
で
、
従
っ
て
以
下
に
説
か
れ
る
教
説
が
た
だ
ち
に
大
乗
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。

純
陀
品
に
お
い
て
文
殊
菩
薩
と
純
陀
は
問
答
を
す
る
。
そ
の
中
に
、
「
正
法
を
誰
ら
ん
と
欲
せ
ぱ
、
如
来
は
諸
行
に
同
じ
、
諸
行
に
同

じ
か
ら
ず
と
説
く
こ
と
勿
れ
．
も
し
正
見
す
る
者
は
、
如
来
ほ
定
ん
で
無
為
と
説
く
べ
し
．
ｌ
護
法
塁
晨
も
亦
た
是
の
如
く
な
る
べ

浬
藥
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

（”）



浬
藥
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

（
■
且
）

し
。
寧
ろ
身
命
を
捨
つ
と
も
、
如
来
は
有
為
に
同
じ
と
説
か
ざ
れ
」
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
正
法
護
持
が
こ
の
浬
藥
経
の
一
つ
の
狙
い
で

あ
る
こ
と
を
示
し
、
正
法
、
す
な
わ
ち
正
見
は
、
「
如
来
は
定
ん
で
こ
れ
無
為
」
と
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
が

浬
薬
経
大
乗
の
教
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
「
云
何
ん
が
護
法
な
る
。
謂
ゆ
る
説
き
て
如
来
は
無
為
に
同

（
２
）

じ
と
言
う
な
り
」
と
説
示
し
て
い
る
。
如
来
無
為
を
さ
ら
に
経
は
「
如
来
常
住
法
、
不
変
異
法
、
無
為
法
」
と
説
き
、
こ
の
純
陀
の
言
を

（
勿
凹
）

仏
は
、
「
汝
は
巳
に
微
妙
の
大
智
を
成
就
し
、
善
く
甚
深
の
大
乗
経
典
に
入
れ
り
」
と
讃
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
浬
薬
経
の
大
乗
は

如
来
常
住
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
仏
は
減
を
示
す
か
と
い
う
に
つ
い
て
は
、
「
衆
生
に
示
同
し
て
方
便

（
４
盛
）

浬
藥
す
」
と
い
い
、
法
華
経
寿
量
品
と
全
同
で
あ
る
。

哀
歎
品
に
お
い
て
浬
梁
経
は
、
大
乗
の
法
蔵
は
秘
密
蔵
で
あ
り
、
秘
密
蔵
は
法
身
、
般
若
、
解
脱
の
三
法
の
伊
字
の
三
点
に
安
住
す
る

こ
と
で
あ
る
こ
と
を
説
示
す
る
。
そ
れ
は
、
「
汝
等
今
者
、
出
家
を
得
と
雛
も
、
此
の
大
乗
に
於
て
貧
慕
を
生
ぜ
ず
。
…
…
そ
の
心
猶
お

未
だ
大
乗
の
浄
法
に
染
ま
る
を
得
ず
。
…
…
未
だ
曽
て
大
乗
の
法
食
を
乞
わ
ず
。
…
…
汝
諸
の
比
丘
、
今
当
に
真
実
に
汝
等
に
教
勅
す
べ

し
。
…
…
我
れ
今
当
に
一
切
衆
生
お
よ
び
我
が
子
、
四
部
の
衆
を
し
て
、
悉
く
皆
な
秘
密
蔵
の
中
に
安
住
せ
し
む
く
し
。
我
も
亦
復
、
当

に
是
の
中
に
安
住
し
て
浬
藥
に
入
る
べ
し
。
何
等
を
か
名
け
て
秘
密
蔵
と
為
す
。
猶
し
伊
字
の
三
点
の
如
し
。
…
…
解
脱
の
法
も
亦
浬
薬

に
非
ず
、
如
来
身
も
亦
た
浬
藥
に
非
ず
、
摩
訶
般
若
も
亦
た
浬
藥
に
非
ず
。
三
法
各
々
異
な
る
も
亦
た
浬
藥
に
非
ず
。
我
れ
今
是
の
如
き

（
匡
迎
）

の
三
法
に
安
住
し
て
、
衆
生
の
物
の
故
に
浬
藥
に
入
る
と
名
づ
く
」
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
浬
藥
経
の
い
う
大
乗
法

の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
哀
歎
品
は
ま
た
三
修
法
を
説
い
て
、
浬
藥
経
の
正
し
い
認
識
を
主
張
す
る
。
衆
生
は
想
顛
倒
、
心

顛
倒
、
見
顛
倒
を
も
っ
て
常
楽
我
浄
の
四
顛
倒
を
お
こ
す
。
そ
こ
で
仏
は
無
常
、
苦
、
無
我
等
を
修
せ
し
め
た
が
、
出
世
間
法
は
常
楽
我

浄
で
あ
り
、
「
我
と
は
即
ち
是
れ
仏
の
義
、
常
と
は
是
れ
法
身
の
義
、
楽
と
は
是
れ
浬
梁
の
義
、
浄
と
は
是
れ
法
の
義
」
と
い
い
、
こ
の

（
侭
Ｕ
）
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（
旬
〃
）

「
無
上
正
法
を
、
悉
く
摩
訶
迦
葉
に
付
嘱
す
」
と
い
う
。
こ
の
無
上
正
法
と
は
常
楽
我
浄
説
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
浬
藥
大
乗
の

教
説
は
常
楽
我
浄
説
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

長
寿
品
に
お
い
て
長
寿
業
の
因
縁
、
す
な
わ
ち
仏
陀
の
永
遠
性
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
大
乗
の
法
を
以
て
菩
薩
に
付
し
て
法
を
久
住
な
ら

（
。
、
）

し
め
よ
と
宣
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
菩
薩
に
対
し
て
如
来
の
長
寿
業
の
因
縁
と
し
て
、
一
子
の
ご
と
く
衆
生
を
護
念
し
、
大
慈
大

ず
）

悲
大
喜
大
捨
を
生
じ
、
五
戒
十
善
を
守
り
、
四
弘
誓
願
を
修
す
る
等
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
持
戒
比
丘
者
の
守
る
べ
き
道
と
し
て
、
威

苅
）

儀
を
具
足
し
、
正
法
を
護
持
し
、
正
法
を
破
壊
す
る
者
を
承
て
駆
遣
し
、
訶
責
し
、
徴
治
す
る
こ
と
を
説
き
、
か
り
に
も
壊
法
の
者
を
見

（
皿
）

て
訶
責
し
駆
遣
し
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
人
は
仏
法
中
の
怨
で
あ
る
と
さ
え
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
浬
藥
経
は
、

「
無
上
の
正
法
を
以
て
諸
王
、
大
臣
、
宰
相
、
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
に
付
嘱
す
。
こ
の
国
王
お
よ
び
四
部
の
衆
は
、
学
人

を
励
ま
し
て
戒
定
慧
の
三
学
を
得
し
む
く
し
。
も
し
破
戒
し
て
正
法
を
穀
る
者
が
あ
っ
た
ら
、
国
王
、
大
臣
、
四
部
の
衆
は
こ
れ
を
対
治

（
蛇
）

す
べ
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
寿
品
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
正
法
す
な
わ
ち
大
乗
を
守
る
と
こ
ろ
の
法
は
、
愛
一

子
に
住
し
、
四
無
量
心
、
四
弘
誓
願
、
持
戒
の
諸
徳
が
説
か
れ
て
い
る
訳
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
壊
法
者

に
対
す
る
浬
樂
経
の
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
壊
法
者
に
対
し
て
は
、
国
王
、
大
臣
の
力
を
も
っ
て
こ
れ
を
駆
遣
、
訶
責
す
ら
義
務
づ
け
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
法
を
国
王
、
宰
相
、
大
臣
に
付
嘱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
大
乗
の
法
に
つ
い
て
経
の
述

（
超
）

く
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
浬
藥
経
は
、
「
無
上
甘
露
の
法
味
を
獲
得
せ
し
む
。
所
謂
る
如
来
の
常
楽
我
浄
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
あ
っ
て
浬
藥
経
の
大
乗
法
は
、
常
楽
我
浄
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

金
剛
身
品
に
至
っ
て
、
正
法
護
持
の
諸
相
が
説
か
れ
て
い
る
。
い
ま
諸
相
を
列
挙
す
れ
ば
、

（
現
）

一
、
正
法
を
護
持
す
る
者
は
、
五
戒
を
受
け
ず
、
威
儀
を
修
せ
ず
、
刀
剣
、
弓
箭
、
鉾
渠
を
持
っ
て
持
戒
清
浄
の
比
丘
を
守
護
す
べ
し
。

浬
梁
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）
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四
依
品
に
お
い
て
ま
た
説
く
と
こ
ろ
は
、
「
是
の
大
浬
藥
微
妙
の
経
典
は
消
伏
す
べ
か
ら
ず
。
甚
奇
甚
特
な
り
。
も
し
聞
者
あ
っ
て
聞

愈
）

き
已
っ
て
信
受
し
、
能
く
如
来
の
是
れ
常
住
法
な
る
を
信
ぜ
ぱ
、
是
の
如
き
の
人
は
、
甚
だ
希
有
と
為
す
」
と
説
い
て
、
こ
れ
ま
た
大
浬

浬
桑
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

一
、
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
た
る
も
の
、
ま
さ
に
勤
加
し
て
正
法
を
護
持
す
べ
し
。
護
法
の
果
報
は
広
大
無
量
な
り
。
護
法

の
優
婆
塞
等
、
刀
杖
を
執
り
て
是
の
如
き
の
持
法
比
丘
を
擁
護
す
べ
し
。
も
し
五
戒
を
受
持
し
具
す
る
者
あ
る
も
、
名
け
て
大
乗
の
人

と
為
す
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。
五
戒
を
受
け
ざ
る
も
、
為
に
正
法
を
護
れ
ば
、
乃
ち
大
乗
と
名
づ
く
。
正
法
を
護
る
者
は
、
ま
さ
に
刀

（
班
）

剣
器
仗
を
執
持
し
て
説
法
者
に
侍
す
べ
し
。

一
、
も
し
諸
の
国
王
、
大
臣
、
長
者
、
優
婆
塞
等
が
護
法
の
為
の
故
に
刀
杖
を
持
す
と
雛
も
、
我
れ
説
き
て
是
れ
等
を
名
け
て
持
戒
と
為

弼
）

す
。
ｌ
迦
葉
、
護
法
の
者
と
言
う
は
、
正
見
を
具
し
、
よ
く
広
く
大
乗
経
典
を
宣
説
す
る
を
謂
う
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
護
法
の
た
め
に
は
刀
剣
を
も
持
す
る
こ
と
を
説
き
、
か
つ
ま
た
国
王
大
臣
の
こ
れ
に
干
与
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
こ
れ
は
前
品
と
同
趣
意
で
あ
る
。

経
は
四
相
品
に
お
い
て
持
戒
清
浄
の
比
丘
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
す
と
法
こ
ろ
が
あ
る
。
像
法
中
に
似
像
持
律
の
比
丘
が
い
て
正
法
を

（
灯
）

誹
誇
し
、
如
来
は
肉
食
を
ゆ
る
し
た
も
う
と
い
う
が
、
こ
れ
は
如
来
所
制
の
戒
律
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
経
は
断
肉
の
制
を
宣
説
す
る
。

ま
た
破
戒
者
と
し
て
、
経
律
論
の
禁
制
や
、
四
重
、
十
三
僧
残
、
二
不
定
法
、
三
十
捨
堕
、
九
十
一
堕
、
四
悔
過
法
、
衆
多
学
法
、
七

滅
課
等
を
破
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
半
字
と
声
明
論
を
も
っ
て
大
乗
を
あ
ら
わ
し
、
半
字
と
は
九
部
経
を
い
い
、
声
明
論
と
は
所

謂
る
方
等
大
乗
経
典
を
さ
す
と
い
い
、
幼
稚
の
者
に
は
半
字
九
部
経
を
説
き
、
慧
力
そ
な
わ
っ
て
大
乗
を
説
く
。
「
諸
の
弟
子
の
為
に
半

（
鵡
）

字
九
部
経
を
説
き
己
っ
て
、
次
に
為
に
砒
伽
羅
論
を
演
説
す
。
所
謂
る
如
来
常
存
不
変
な
り
」
と
し
て
こ
の
大
乗
は
、
い
わ
ゆ
る
如
来
常

住
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（38）



桑
の
経
は
如
来
の
常
住
法
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
が
大
乗
無
上
の
正
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
浬
藥
経
の
流
布
す
る
時
に
つ
い
て
経
は
、
「
如
来
の
滅
後
四
十
年
の
中
、
是
の
大
乗
典
大
浬
藥
経
は
、
閻
浮
提
に
於
て
広
行
流
布

し
、
是
を
過
ぎ
て
已
後
地
に
没
せ
ぱ
、
却
後
久
近
に
し
て
復
た
当
に
還
っ
て
出
づ
べ
き
。
仏
の
言
わ
く
、
善
男
子
、
も
し
我
が
正
法
の
余

八
十
年
、
前
四
十
年
、
是
の
経
復
た
当
に
閻
浮
提
に
於
て
大
法
雨
を
雨
す
べ
し
．
Ｉ
是
の
如
き
の
経
典
は
正
法
減
す
る
の
時
、
正
戒
駿

る
る
の
時
、
非
法
増
長
の
時
、
如
法
の
衆
生
無
き
の
時
、
ｌ
乃
ち
よ
く
懇
世
の
中
に
於
て
是
の
法
を
誘
ぜ
ず
、
受
持
、
諭
講
し
、
経
巻

を
書
写
し
、
よ
く
聴
受
し
、
通
利
し
、
擁
護
堅
持
し
、
是
の
経
を
供
養
し
、
尊
重
し
礼
拝
せ
し
め
ん
。
是
の
如
く
具
足
し
て
そ
の
義
味
を

尽
さ
ん
ｏ
所
謂
る
如
来
常
住
不
変
、
畢
寛
安
楽
な
り
と
。
衆
生
に
悉
く
仏
性
あ
る
を
説
き
、
是
の
如
き
無
上
の
正
法
を
建
立
し
て
受
持
し

（
釦
）

擁
護
せ
ん
」
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
邪
正
品
に
は
、
仏
滅
後
七
百
年
の
後
に
魔
破
旬
が
仏
伝
、
戒
、
教
説
に
関
す
る
お
お
く

の
魔
説
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
如
来
の
所
説
で
は
な
く
、
仏
伝
に
つ
い
て
言
え
ば
八
相
成
道
の
ご
と
き
仏
伝
の
数
数
は
魔
説
で
あ
り
、
仏

説
は
こ
れ
ら
は
み
な
仏
が
衆
生
に
同
じ
て
示
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
戒
に
つ
い
て
い
え
ば
一
切
の
不
浄
物
も
ゑ

な
仏
の
大
慈
の
故
に
蓄
え
る
こ
と
を
ゆ
る
す
と
い
う
の
は
魔
説
で
あ
り
、
ゆ
る
さ
ず
と
す
る
の
は
仏
説
で
あ
る
と
い
い
、
教
説
に
あ
っ
て

は
、
如
来
は
無
常
変
異
す
る
と
は
魔
説
で
あ
り
、
如
来
は
常
住
に
し
て
変
異
な
し
と
い
う
の
が
仏
説
で
あ
る
と
い
い
、
一
切
衆
生
み
な
仏

性
あ
り
と
宣
説
す
る
経
典
に
随
順
す
る
の
が
仏
説
で
あ
り
、
こ
れ
に
随
順
し
な
い
も
の
は
魔
の
巻
属
で
あ
る
等
の
所
説
を
か
か
げ
て
い

（
皿
）

る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
仏
滅
後
七
百
年
ご
ろ
に
唱
道
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
説
か
れ
た
経
典
、
こ
れ
を
九
部
経
と
指
示
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
経
典
の
外
に
説
か
れ
た
経
典
が
如
来
所
説
の
も
の
で
、
そ
の
戒
に
お
い
て
不
浄
物
を
蓄
え
ず
、
教
説
に
お
い
て
は
如
来

常
住
説
と
悉
有
仏
性
説
で
あ
り
、
こ
の
経
典
を
受
持
読
諦
通
利
書
写
供
養
す
る
こ
と
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

（
配
）

こ
の
経
典
は
四
依
品
に
は
「
正
法
も
て
国
を
治
す
べ
し
」
の
語
が
あ
り
、
ま
た
正
法
を
護
持
す
る
菩
薩
は
悪
比
丘
を
損
治
す
る
た
め
に

浬
藥
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

（39）



浬
薬
経
に
お
け
る
後
段
は
前
段
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
解
釈
と
補
足
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
浬
藥
経
は
前
段
の
教
説
を
さ

ら
に
経
典
独
自
の
立
場
、
つ
ま
り
九
部
経
の
後
に
説
か
れ
た
大
乗
大
浬
薬
の
独
特
の
教
説
と
な
れ
ば
、
五
行
十
徳
に
お
い
て
説
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
五
行
と
は
聖
行
、
梵
行
、
天
行
、
嬰
児
行
、
病
行
で
あ
り
、
十
徳
は
徳
王
品
に
お
い
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
闘
提
成
仏

へ
の
道
、
神
通
、
大
慈
悲
、
精
進
、
浬
桑
へ
の
道
、
断
惑
と
浬
藥
、
解
脱
と
仏
性
等
を
は
じ
め
と
す
る
諸
徳
が
説
か
れ
て
い
る
。
浬
梁
経

の
大
乗
と
し
て
の
教
説
は
む
し
ろ
こ
の
五
行
十
徳
の
中
に
あ
る
は
ず
で
、
こ
の
五
行
十
徳
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
が
、
つ
ぎ
の
師
子
呪
品
に

お
け
る
仏
性
遍
在
の
正
説
、
そ
の
つ
ぎ
の
迦
葉
品
に
お
け
る
一
間
提
の
成
仏
説
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

月
喰
品
に
あ
っ
て
は
浬
梁
経
は
「
大
乗
方
等
経
」
と
し
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
が
お
お
く
、
こ
の
大
乗
方
等
経
は
一
間
提
の
不
成
の
問
題

と
対
比
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
闘
提
が
破
戒
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
浬
藥
経
に
お
け
る
大
乗
誹
誇
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

む
し
ろ
浬
薬
経
大
乗
の
不
信
誹
誇
者
と
し
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
と
い
え
る
。

き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
。

浬
藥
経
に
と
っ
て
大
乗
と
は
な
に
か
（
河
村
）

園
）

方
便
し
て
八
種
不
浄
物
と
も
受
蓄
し
て
よ
い
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
前
者
は
さ
き
に
国
王
大
臣
に
こ
の
経
を
付
嘱
す
る
と
述
べ
た
こ
と
と

も
に
、
こ
の
大
乗
経
典
は
国
家
体
制
と
著
し
く
近
接
し
た
関
係
を
予
想
せ
し
め
、
後
者
も
破
戒
の
悪
比
丘
を
駆
遣
す
る
た
め
の
護
法
の
あ

り
方
が
著
し
く
方
便
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
、
先
の
持
戒
者
を
謹
る
た
め
に
刀
剣
を
持
す
る
こ
と
を
も
ゆ
る
し
て
い
る
こ
と
と
も
に

前
段
に
お
け
る
経
の
説
相
は
浬
藥
経
の
大
乗
の
ま
ず
肺
じ
る
し
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
命
題
は
如
来
の
常
住
説
と
常
楽
我
浄
の
四
徳
説

四
、
後
段
に
お
け
る
大
乗

（〃）



と
仏
性
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
浬
薬
経
の
如
来
常
住
説
は
法
華
経
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
四
徳
説
は
勝
這
経
の
所
説
と
に
同
じ
で
あ

る
。
仏
性
説
は
如
来
蔵
経
典
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
。
正
法
護
持
に
お
け
る
国
家
と
の
関
連
は
金
光
明
経
を
う
か
が
わ
せ
、
戒
に
お
い
て
断

肉
の
制
文
は
梧
伽
経
の
そ
れ
と
態
度
を
一
に
す
る
。
浬
薬
経
は
こ
の
よ
う
な
大
乗
を
唱
道
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に

大
乗
不
信
者
を
設
定
し
て
一
間
提
と
名
づ
け
た
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
史
上
初
出
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
こ
れ
を
も
成
仏
の
道
を
開
い
た
点
に

お
い
て
一
切
皆
成
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
い
え
る
。
し
か
も
そ
の
具
体
的
な
道
と
い
え
ば
、
五
行
十
徳
と
し
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
れ
が
浬
藥
経
大
乗
の
特
色
と
し
て
、
前
段
に
お
け
る
肺
じ
る
し
と
表
裏
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
従
来
浬
薬
経
の
す

ぐ
れ
て
い
い
る
点
を
あ
げ
る
と
き
は
、
前
段
に
お
け
る
如
来
常
住
、
常
楽
我
浄
と
、
後
段
に
お
け
る
仏
性
遍
在
、
一
闘
提
成
仏
等
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
経
の
姉
じ
る
し
と
結
論
と
で
あ
っ
て
、
経
の
中
間
に
説
か
れ
た
五
行
十
徳
説
は
肺
じ
る
し
と
帰
結
を
結
ぶ
実
践
体

系
で
あ
る
。
こ
れ
は
浬
藥
経
を
し
て
大
乗
た
ら
し
め
る
も
の
の
重
要
な
役
割
を
荷
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
浬
藥
経
が
多
く
の
小
乗

の
素
材
を
拉
し
来
り
な
が
ら
も
、
小
乗
と
大
乗
と
の
け
じ
め
を
つ
け
る
宗
教
的
内
容
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

〔
註
〕
（
蔵
経
の
指
示
は
再
治
本
と
す
る
）
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