
提
婆
達
多
品
に
・
か
け
る
女
人
成
仏
に
つ
い
て

、、，，，
a

・・・，
，
E
1
、

望

月

海

淑

女
人
劣
視
の
傾
向
あ
っ
た
仏
教
の
膝
史
に
お
い
て
、

一
分
な
り
と
も
女
人
に
対
す
る
態
度
を
か
え
た
も
の
は
変
成
男
子
思
想
で
あ
っ
た

と
い
い
う
る
。

一
乗
思
想
を
高
唱
し
た
と
い
わ
れ
る
法
華
経
の
中
で
、
提
婆
違
多
品
は
こ
の
変
成
男
子
に
よ
っ
て
八
才
の
竜
女
の
成
仏
を

示
し
、
・
女
人
成
仏
に
つ
い
て
光
明
を
与
え
た
と
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
変
成
男
子
は
女
身
を
男
身
に
か
え
る
こ
と
、
更
に
有
態

①
 

に
い
え
ば
女
根
を
男
棋
に
変
え
、
完
全
に
男
身
を
現
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
し
遂
げ
ら
れ
う
る
も
の
な
る
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
完
全
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に
男
身
を
現
ず
る
と
は
党
文
法
華
経
の

寸巳
ω司
同
・
国
内
町
山
河
川
w
g
m
w
回仲良
E
S
3

－n’s
 

g
g
a
R
B一苫巳

宮内
g
g
e
q
m
s
g
H
V同
住
民
匹
ロ
g
包

F
o
a
E
m
M世界
4mlσHHロ
g一一

g
0
．
陣
営
討
倒
回

ω
ヨ

文
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
男
根
を
現
ず
る
こ
と
が
菩
藤
と
し
て
の
自
我

l
l特
性
・
要
素

1
1を
現
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
換
言
す
る
と
、
菩
薩
は
男
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
変
成
男
子
が

女
人
の
成
仏
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
は
女
人
劣
視
の
気
配
の
存
す
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
前
述
の
「
一
分
な
り
と
も
」
と
称
し
た
点
も
こ
L

に
由
来
す
る
。

仏
と
し
て
の
特
相
を
示
す
も
の
と
し
て
三
十
二
相
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
三
十
二
相
は
仏
身
が
備
え
て
お
り
、
他
の
衆
生
に
は
見

ら
れ
な
い
肉
体
上
の
特
徴
の
三
十
二
極
類
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
陰
蔵
相
（
男
根
）
が
存
す
る
こ
と
を
我
々
は
想
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
男
根
を
所
有
す
る
こ
と
は
成
仏
す
る
こ
と
の
不
可
欠
の
条
件
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
二
相
が
何
時
頃
出
来
上
っ
た
か
は
明
白
で
は
な
い
が
、

恐
ら
く
釈
尊
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
に
於
て
、
こ
の
言
葉
は
す
で
に
用
い
ら
れ

て
お
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
釈
尊
滅
后
に
仏
身
観
の
確
充
、
仏
像
の
造
形
等
に
於
け
る
必
要
上
、
こ
の
三
十

ニ
相
が
仏
教
の
中
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
来
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

干
潟
陣
士
は
そ
の
著
作
の
中
旬
仏
身
造
像
の
推
定
年
代
に
ふ
れ
、
三
十
二
相
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
で
造
像
の
場
合
に
そ
れ
に
依
る
こ

と
が
都
合
の
よ
い
も
の
も
あ
る
と
し
て
、
自
宅
相
、
金
色
相
・
国
警
相
・
陰
蔵
相
・
手
足
千
蝋
輸
相
・
手
足
綾
網
相
等
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら

は
造
像
の
起
る
前
に
定
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
他
極
々
の
事
情
か
ら
造
像
年
代
は
A
・
D
－
世
紀
後
半
で
あ
る
と
な
し
て
い

る
。
有
態
に
い
え
ば
、

A
・
0
一
世
紀
後
半
に
は
仏
身
造
像
の
殿
史
の
上
に
於
て
も
、
す
で
に
陰
蔵
相
は
不
可
欠
の
条
件
と
な
り
得
た
こ

①
 

と
を
示
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。
即
ち
、
変
成
男
子
の
腰
史
は
古
く
、
女
性
劣
視
の
風
潮
は
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
棲
神
第
三
十
六
号
成
戟
。
女
人
成
仏
l
変
所
男
子
に
つ
い
て
l
参
証

②
南
条
土
岡
本
党
文
法
華
経

P
N
M吋

③
干
潟
竜
祥
著
ジ
ャ
l
タ
カ
概
観

p
n
tげ
参

①
島
普
一
郎
氏
は
、
そ
の
論
文
、
仏
典
に
み
ら
れ
る
相
好
の
研
究
の
中
で
H
釈
尊
も
三
十
二
相
の
講
述
を
せ
ら
れ
、
釈
尊
自
身
も
ま
た
こ
れ
に
よ
っ

て
占
相
対
象
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
釈
尊
の
創
始
し
た
説
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
H

と
、
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
か
、
り
考
え
る
と
、
三
十

二
相
の
言
葉
の
先
生
は
速
く
紀
元
前
、
釈
尊
在
世
当
時
、
乃
至
そ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
。



2 

法
事
総
挺
獲
逮
多
品
に
於
け
る
竜
女
成
仏
も
ま
た
変
成
男
子
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
変
成
男
子
は
女
根
を

川
刀
桜
に
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
た
め
に
、
成
仏
し
た
竜
女
は
三
十
二
相
を
具
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
三
十
二
相
を
具
す
る
こ
と

が
仏
の
特
相
で
あ
る
な
ら
ば
、
女
人
の
成
仏
に
は
変
成
男
子
の
転
身
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
何
に
し
て
、
竜
女
の
こ
の
転
身

は
可
能
で
あ
っ
た
か
。

妙
法
越
華
経
に
は
次
の
如
き
記
述
を
認
め
う
る
。

有
国
司
裟
糊
縫
竜
王
女
。
年
始
八
才
－
。
智
慧
利
根
普
知
ニ
衆
生
緒
根
行
業
－
。

得
－
－
陀
綴
尼
－
。
諮
仏
所
説
甚
深
秘
蔵
悉
能
受
持
。
深
入
－
－

禅
定
－
了
－
－
逮
締
法
－
o
於
－
－
利
郎
事
発
－
－
菩
提
A
W
o

得
＝
不
退
転
－
o

弁
才
無
綬
。
慈
－
－
念
衆
生
－
猶
如
－
－
赤
子
二
功
徳
具
足
。
心
念
日
演

微
妙
広
大
総
悲
仁
説
。
志
意
和
雅
能
至
－
－
菩
負
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こ
の
文
は
、
文
殊
支
利
が
海
中
の
教
化
に
於
て
常
に
法
華
経
を
鋭
き
、
数
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
多
数
の
人
々
に
菩
提
を
得
せ
し
め

た
、
と
語
る
の
に
対
し
て
、
智
積
菩
躍
が
疑
を
抱
き
、
法
華
経
は
蔭
深
微
妙
で
あ
り
諸
経
中
の
宝
で
あ
る
の
に
、
説
示
を
問
い
た
だ
け
の

簡
単
な
こ
と
で
彼
等
が
成
仏
な
し
得
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
す
る
反
発
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
文
殊
支
利
の
言
葉
の
一
節
で
あ
る
。
尚

こ
の
筒
所
に
つ
い
て
の
正
法
華
経
は

竜
王
有
女
版
年
八
才
。
聡
明
智
慧
与
衆
超
異
。
発
大
道
意
志
願
弘
広
o

性
行
和
雅
一
而
不
倉
卒
。
使
可
成

ω。

と
極
め
て
簡
明
に
終
っ
て
い
る
。
党
文
法
華
経
は
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目。一
ω倒
g
B
3宵
1
8官
σo昏一日

言
。
国

側

w
g
z
m
a
g
a
a
g官
g
B
R神宮一

（
普
男
子
よ
。
生
年
八
才
に
な
る
海
竜
王
の
娘
あ
り
。
大
慈
・
利
根
な
る
進
め
る
智
、
身
・
ロ
・
意
の
業
を
具
し
て
、

一
切
の
如
来

の
明
快
な
相
な
る
も
の
の
摂
受
の
点
で
得
ら
れ
た
る
ダ
ラ
ニ
、

一
切
法
の
衆
生
施
設
の
千
の
禅
定
を
一
瞬
に
得
。
菩
提
心
を
退
転
せ

ず、

一
切
衆
生
等
の
中
に
ふ
り
ま
か
れ
た
る
響
願
、
自
我
の
愛
に
随
え
る
福
徳
の
発
起
に
お
け
る
と
意
識
を
同
じ
く
し
、
亦
そ
れ
ら

か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
微
笑
せ
る
而
、
最
も
美
し
い
色
の
青
遊
撃
を
具
え
、
慈
悲
の
心
、
大
悲
の
語
を
語
れ
り
。
彼
女
は
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等
正
覚
の
証
に
意
義
同
じ
で
あ
る
。
）

と
正
法
華
経
に
比
ら
べ
て
妙
法
華
経
と
党
文
法
華
経
と
は
、
そ
の
説
示
が
詳
細
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

こ
の
引
用
は
長
慢
の
き
ら
い
を

失
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

こ
の
文
の
中
に
竜
女
の
転
身
出
来
得
た
理
由
が
存
す
る
よ
う
に
怨
わ
れ
る
。

即
ち
正
法
華
経
は
、

竜
女
が

大
道
の
心
を
発
し
弘
広
を
志
願
し
性
行
和
雅
に
し
て
倉
本
・
せ
ざ
る
故
に
成
仏
す
ぺ
し
、

と
な
し
て
お
る
。

」
の
こ
と
は
、

自
己
の
党
と
、

一
切
衆
生
の
教
化
と
に
対
す
る
志
を
竜
女
が
退
転
さ
せ
な
い
故
に
、

換
言
す
れ
ば
、

大
乗
の
道
を
歩
ん
で
お
る
が
故
に
成
仏
出
来
得
た
こ

と
を
示
す
に
外
な
ら
な
い
。

妙
法
華
経
は
、
諸
仏
の
教
え
を
全
く
受
持
し
た
上
で
、

禅
定
に
入
り
締
法
を
了
遣
し
菩
提
の
心
に
不
退
転
で

あ
る
こ
と
と
、
衆
坐
に
対
し
て
慾
悲
仁
説
・
志
意
和
抑
制
に
し
て
こ
れ
を
導
く
こ
と
を
と
り
挙
げ
て
お
る
と
い
い
う
る
。

党
文
法
華
経
は
、



不
退
転
の
菩
提
心
、
衆
生
救
済
の
饗
願
・
衆
生
に
お
け
る
筒
徳
の
発
生
に
心
が
け
、
こ
の
よ
う
な
心
構
え
を
変
え
る
こ
と
な
く
慈
悲
心
を

も
っ
て
彼
等
を
導
く
こ
と
が
等
正
覚
を
と
り
得
た
因
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
更

に
、
竜
女
の
語
る
備
の
中
で
如
実
に
示
さ
れ
る
。
即
ち
、
妙
法
華
経
は

①
 

度
二
脱
苦
衆
生
－

又
開
成
田
－
菩
提
－

唯
仏
当
－
－
証
知

我
間
＝
大
乗
教
－

と
示
し
、
正
法
華
経
は

今
我
欲
成
仏

説
法
救
群
一

ω

と
語
り
、
党
文
法
華
経
は
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。

M
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O
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M
m
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8
3
σ
O
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F
8
8
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5
J
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E
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三
ω時
同
円

g
s
a
m
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哲
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自
由
也

MMmgωaacsrEHVSBogss
＝ω
一一一

〈
こ
の
点
で
加
来
よ
私
の
た
め
に
証
知
す
ぺ
し
。
私
の
た
め
に
正
党
が
希
求
す
る
ご
と
く
、
背
を
と
り
去
る
べ
き
誌
が
れ
る
法
を
ま
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さ
せ
よ
う
。
日
〉

正
法
華
経
の
法
を
説
い
て
群
生
を
救
う
こ
と
の
法
は
大
乗
の
教
で
あ
り
、

i
E
S
ω
自

色

昏

R
H
mの
こ
と
で
あ
ろ
う

o
i
a
a
mは
広

い
も
の
、
従
っ
て
大
乗
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
文
殊
支
利
が
海
中
に
於
て
法
華
経
を
宣
説
し
た
と
す
る
こ
の
直
前
の
記

述
か
、
り
す
れ
ば
、
こ
の
法
は
法
華
経
を
指
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
華
経
の
教
え
で
も
っ
て
苦
の
衆
生
を
数
済
す
る
こ

と

そ
れ
は
正
覚
が
希
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、

正
覚
を
得
た
も
の
の
方
法
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

即
ち
、

」
の
点
か
ら
い
い
う
る
こ
と

は
、
苦
の
世
界
に
お
る
衆
生
を
救
出
し
よ
う
と
す
る
一
途
の
信
念
、
た
だ
一
筋
の
道
こ
そ
が
正
党
に
参
入
す
る
道
程
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
菩
提
心
を
発
し
不
退
転
を
得
た
竜
女
が
、
そ
の
確
固
た
る
立
場
に
於
て
発
し
た
法
華
経
に
対
す
る
嘗
願
に
励

ん
だ
事
実
は
こ
の
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
法
華
経
の
も
っ
て
い
る
即
時
性
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法

華
経
説
示
の
特
徴
と
し
て
五
種
法
師
を
挙
げ
う
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
更
に
そ
の
特
性
を
示
す
も
の
は
一
念
信
解
で
あ
ろ
う
。
般
若
経
の
六

波
緩
密
の
実
践
論
に
対
し
て
、
分
別
功
徳
品
の
説
示
す
る
如
来
寿
量
品
の
説
法
を
聞
き
一
念
信
解
を
な
す
も
の
の
功
徳
は
無
量
に
し
て
、

八
十
万
億
那
由
倍
劫
に
五
波
羅
密
を
行
ぜ
る
人
の
功
徳
に
は
る
か
に
ま
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
な
す
主
張
は
般
若
波
綴
密
に
対
し
て
一

⑦
 

念
信
解
の
即
時
性
の
行
法
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
も
の
を
ひ
た
す
ら
に
信
解
す
る
と
い
う
法
華
経
の
こ
の
即
時
性
の
主
張

が
提
婆
逮
多
品
に
於
い
て
は
ニ
つ
の
疑
問
を
招
来
す
る
。
そ
の
一
は
智
積
菩
薩
の
発
し
た
も
の
で
、
釈
迦
如
来
は
無
量
劫
に
お
い
て
難
行

苦
行
し
て
徳
を
積
み
功
を
累
ね
て
そ
の
結
果
菩
提
の
道
を
成
じ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
竜
女
が
須
央
の
聞
に
正
党
を
成
じ
た
こ
と
は
信
じ

難
い
、
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
舎
利
弗
の
も
の
で
あ
る
。
女
人
は
垢
穣
に
し
て
法
器
で
な
く
、
そ
の
上
仏
道
は
無
量
劫
を
経
て

し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
疑
問
は
、
仏
道
は
難
行
苦
行
し
て
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
な
す
考
え
に
由
来
す
る
。
こ
れ
に
対
し
提
婆
遼
多
晶
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修
行
の
果
て
に
成
仏
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
女
人
の
身
に
は
五
障
さ
え
あ
る
。
竜
女
が
速
か
に
成
仏
す
る
こ
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
な

は
竜
女
に
宝
珠
を
献
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
疑
問
を
解
明
し
て
い
る
が
、
宝
珠
の
献
上
よ
り
も
成
仏
は
疾
い
と
す
る
主
張
は
即

時
性
の
強
調
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
て
、
そ
の
即
時
性
の
背
景
に
は
法
華
経
の
教
え
に
対
す
る
強
い
信
仰
の
存
す
る
こ
と
を
無
視

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
法
華
経
に
展
開
さ
れ
た
実
践
論
を
基
調
に
じ
て
、
従
来
、
成
仏
出
来
得
な
い
と
さ
れ
て
お
っ
た
女
人
論
に
対
し

て
立
ち
挙
っ
た
成
果
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
竜
女
と
悪
逆
の
提
婆
違
多
の
成
仏
と
い
う
こ
つ
の
閤

難
な
問
題
に
向
っ
て
、
大
乗
の
教
え
を
も
っ
て
対
面
し
た
作
者
の
壮
図
を
見
得
る
想
が
生
じ
な
い
で
も
な
い
が
、
し
か
し
何
故
に
即
時
性

を
秘
め
な
が
ら
も
変
成
男
子
と
称
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
不
明
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

① 

大
正
V
O
L

9 

P
お
b



② 

大
正
V
O
L
、9
p
m
a

ケ
ル
ン
、
南
条
本

p
m

大
正
V
O
L
9
P
お
e

M
M
H
H
H
p
m
a
 

ケ
ル
ン
南
条
本

p
捌

槙
神
、

v
O
L
お
所
栽
・
拙
論
・
原
始
分
法
華
経
に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜

印
度
学
仏
教
学
研
究
V
O
L
m第
1
号
、
所
戦
・
拙
論
・
一
念
信
解
．
参

参

①＠⑤＠＠  
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女
人
の
成
仏
を
述
べ
る
に
際
し
て
、
変
成
男
子
を
も
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
経
典
は
数
・
多
く
存
す
る
。

女
人
劣
視
の
態
度
は
古
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く
か
ら
の
イ
ン
ド
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
影
響
が
仏
教
続
典
に
ま
で
及
び
、
大
乗
仏
教
の
一
切
平
等
の
立
場
と
の
矛
盾
超
克
の
た
め

に
な
さ
れ
た
言
策
で
あ
ろ
う
よ
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
釈
尊
伝
は
当
時
の
女
人
が
釈
尊
の
教
え
の
も
と
に
、
立
派
な
信
仰
、
す

ぐ
れ
た
悟
り
へ
の
途
を
歩
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
更
に
、
釈
尊
の
女
人
に
対
す
る
態
度
に
は
女
人
劣
視
の
偏
見
は
な
く
平
等
で
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
釈
尊
に
あ
っ
た
か
h

る
平
等
の
怠
か
ら
、
し
か
も
女
人
は
成
仏
出
来
な
い
と
す
る
見
方
に
進
展
し
て
い
っ
た
背

最
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
し
か
も
極
め
て
重
要
な
鍵
を
握
る
も
の
と
・
し
て
仏
教
僧
団
（

g召
伺
押
巴

の
成
立
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
滅
后
、
各
自
に
暗
諭
せ
ら
れ
て
お
っ
た
釈
尊
の
教
え
が
結
集
さ
れ
経
樟
を
形
づ
く

っ
て
行
っ
た
と
称
せ
ら
れ
て
お
る
が
、
そ
れ
ら
は
釈
尊
の
対
人
対
機
の
説
法
で
あ
っ
た
。
各
種
各
様
の
説
法
を
一
様
の
も
の
に
ま
と
め
上

げ
る
た
め
に
も
論
の
発
生
が
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
そ
の
論
の
考
究
に
専
心
し
、
や
が
て
釈
尊
の
教
え
は
仏
教
集

聞
の
専
用
物
と
し
て
の
途
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
仏
教
集
団
の
あ
り
方
、
仏
教
集
団
の
維
持
等
集

団
と
し
て
の
も
の
の
見
方
が
重
要
な
関
心
事
と
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
集
団
の
一
員
と
し
て
の
人
々
の
あ
り
方
と

し
て
、
戒
律
が
尊
重
せ
ら
れ
る
。
出
家
僧
に
対
す
る
一
般
社
会
人
、
男
性
に
対
す
る
女
性
、
出
家
僧
に
対
す
る
女
性
、
等
の
関
係
に
つ
い

て
隔
別
の
一
線
が
確
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
、
仏
教
集
団
の
維
持
、
尊
厳
性
の
た
め
に
、
出
家
僧
に
対
し
て
、
女
人
に
親
近
す
べ
か
ら
ず
と
す
る
戒
律
が
、

や
が
て
よ
り
積
極

的
に
、
女
人
は
性
劣
る
も
の
で
あ
り
五
障
あ
る
も
の
と
す
る
観
念
と
結
び
つ
き
、
女
人
は
成
仏
出
来
得
な
い
と
す
る
思
想
を
形
成
し
て
行

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
、
五
分
律
巻
二
十
九
の
比
丘
尼
法
の
中
に
は
次
の
ご
と
く
に
示
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
が
成
道
の
后
に
故
郷
に
帰
る
の
を
浄
飯
王
は
途

中
ま
で
出
迎
え
た
。
釈
尊
の
継
母
で
あ
る
摩
詞
波
閤
波
挺
は
五
百
の
釈
女
等
と
共
に
出
迎
え
て
、
釈
尊
に
、
女
人
も
仏
正
法
に
お
い
て
出
家

す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
ん
こ
と
を
希
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
止
み
ね
、
止
み
ね
、
往
古
の
諸
仏
は
女
人
の
出
家
を
ゆ
る
さ
な
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か
っ
た
た
め
に
、
女
人
は
自
分
で
頭
を
剃
り
袈
裟
衣
を
著
し
勤
行
精
進
し
て
道
果
を
得
た
の
だ
、
未
来
の
諸
仏
も
是
の
如
し
、
と
釈
尊
は

こ
れ
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
。
か
く
の
如
く
、
三
止
三
請
の
後
、
立
去
っ
た
釈
尊
を
追
い
謄
詞
波
間
波
提
と
五
百
人
の
釈
女
等
は
頭
を
剃
り

袈
裟
衣
を
つ
け
、
合
衛
城
に
あ
る
釈
尊
宿
舎
の
門
前
に
て
部
泣
し
て
お
る
の
を
阿
難
が
見
て
、

そ
の
事
情
を
知
り
、
こ
L

に
釈
尊
と
阿
難

と
の
問
答
が
は
じ
め
ら
れ
る
。

阿
難
彼
自
レ
仏
言
。
若
女
人
出
家
受
－
一
具
足
戒
－
能
得
－
－
沙
門
四
道
果
－
不
。
仏
言
。
能
得
。
阿
難
．
言
。
若
得
－
－
四
道
－
。
世
尊
何
為
不
v

聴
話
出
家
受
－
－
具
足
戒
－
。

と
。
か
く
て
釈
尊
は
・
願
締
波
間
波
提
に
出
家
し
て
具
足
戒
を
ゆ
る
す
た
め
に
八
不
可
越
法
を
受
け
る
の
を
ゆ
る
さ
れ
た
。
し
か
し
、
釈
尊



は
女
人
に
五
疑
あ
る
を
の
べ
た
后
、
阿
難
に
む
か
つ
て
、

若
不
v
聴
司
－
女
人
出
家
受
－
－
具
足
戒
－
。
仏
之
正
法
住
ν
世
千
歳
。
今
聴
－
一
出
家
－
則
減
五
百
年
。
猶
如
下
人
家
多
v
女
少
v
男。

当
v
知
。
其

家
表
減
不
ま
久
。

と
語
り
、
こ
れ
を
聞
い
た
阿
難
は

阿
難
問
己
悲
恨
流
涙
。
白
仏
言
。
世
噂
。
我
先
不
問
不
知
此
法
。
求
聡
女
人
出
家
受
具
足
戒
。
若
我
先
知
堂
当
三
請
。
仏
告
阿
難
。

勿
復
暗
泣
。
魔
蔽
汝
心
是
故
爾
耳
。
今
聴
女
人
出
家
受
具
足
戒
。
当
応
随
順
我
之
所
制
。
不
得
有
違
。
我
所
不
制
不
得
妄
制
。

②

①

 

と
諮
り
、
彼
の
心
情
が
示
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
こ
の
説
話
は
、
こ
の
外
に
五
分
律
巻
四
十
八
・
中
阿
合
経
巻
二
十
八
に
も
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
説
示
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
た
ど
、
五
分
律
が
八
不
可
越
法
と
諮
る
に
対
し
、
四
分
律

は
八
尽
形
寿
不
可
過
法
・
中
阿
合
経
は
八
尊
師
法
と
表
現
を
か
え
て
お
る
。
こ
れ
は
、

い
づ
れ
も
女
人
が
具
足
戒
を
受
け
る
た
め
に
受
持
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
八
つ
の
規
則
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
中
阿
合
経
は
摩
詞
僧
紙
律
の
中
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
巻
三
十
六
の
冒
頭
は
、
大
愛
道
堕
曇
弥
が
五
百
人

の
釈
女
と
共
に
仏
所
に
い
た
り
、
仏
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て
、

世
尊
。
仏
興
難
v
値
得
v
問
v
法
難
。

①
 

中
広
説
一
。

今
道
τ
如
来
出
v
世
演
－
－
説
甘
露
妙
法
－
令
－
－
諮
衆
生
－
成
士
就
寂
滅
妙
証
－
。

如
2

大
愛
道
出
家
線
経

と
示
し
て
い
る
。
こ
の
大
愛
道
出
家
線
経
は
即
ち
中
阿
合
経
巻
二
十
八
の
担
曇
弥
経
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
担
曇
弥
は
麟
詞
波
間
波
提

で
あ
る
こ
と
も
言
を
ま
た
な
い
。

こ
の
よ
う
な
摩
詞
波
閤
波
提
の
出
家
に
た
い
す
る
話
題
が
同
様
な
内
容
で
各
処
に
存
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
こ
の
物
語
が
か
な
り
に
広

く
し
れ
わ
た
っ
て
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
阿
難
の
心
痛
泣
涙
は
今
后
の
僧
団
、
或
は
教
法
の
流
布
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
o

果
し
て
、
釈
尊
自
ら
が
こ
れ
か
ら
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
仏
教
集
団
乃
至
教
法
の
流
布
に
着
目
し
て
お

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
教
団
形
成
者
逮
が
摩
詞
波
間
波
提
の
出
家
に
関
連
し
て
、
教
団
護
持
の
た
め
に
形
成
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
、
即
断
は
出
来
得
な
い
。
い
づ
れ
に
し
ろ
、
イ
ン
ド
を
支
配
し
て
い
た
男
尊
思
想
と
、
男
と
女
と
の
聞
の
性
の
問
題
は
仏
教
に
も
強

い
彰
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
み
る
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
と
し
て
、
男
性
に
と
っ
て
の
女
性
と
し
て
こ
れ
を

軽
視
寸
る
動
き
が
形
成

ωれ
、
女
身
不
成
仏
が
唱
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五
分
律
の
八
不
可
越
法
は

①
比
丘
尼
は
半
月
応
に
比
正
衆
に
従
う
て
教
誠
人
を
乞
う
ペ
し
。

②
比
丘
尼
は
応
に
無
比
丘
処
に
於
て
夏
安
居
す
べ
か
ら
ず
。
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①
比
丘
尼
は
自
窓
の
時
応
に
比
丘
衆
に
従
う
て
三
事
見
聞
疑
罪
を
請
う
ぺ
し
。

①
式
又
摩
郡
は
三
才
戒
を
学
し
己
ら
ん
に
応
に
二
部
僧
中
に
在
り
て
具
足
戒
を
受
く
べ
し
。

⑤
比
丘
尼
は
比
丘
を
罵
る
を
得
ず
。
白
衣
家
に
於
て
比
丘
の
破
戒
・
破
威
儀
・
破
見
を
説
く
を
得
ず
。

＠
比
正
尼
は
比
丘
の
罪
を
挙
ぐ
る
を
得
ざ
る
も
而
も
比
正
は
比
丘
尼
を
町
す
る
を
得
ん
。

①
比
丘
尼
は
食
悪
罪
を
犯
ぜ
ん
に
応
に
二
部
僧
中
に
あ
り
て
半
月
、
摩
那
唾
を
行
じ
、
半
月
摩
那
唾
を
行
じ
己
り
て
応
に
各
ニ
十
僧
中
に

て
出
罪
を
求
む
べ
し
。

③
比
丘
尼
は
受
戒
し
て
百
才
な
り
と
躍
も
な
お
応
に
新
受
戒
比
正
を
礼
拝
し
起
迎
す
ぺ
し
。

と
述
べ
て
、
比
丘
尼
は
あ
く
ま
で
比
丘
に
従
属
す
べ
き
こ
と
を
認
め
て
、
そ
の
自
律
性
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
あ
り



方
は
、
女
性
劣
視
の
立
場
か
ら
お
こ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
が
、
女
性
の
五
疑
と
相
関
連
す
る
質
性
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
と
恩

わ
れ
る
。

⑤ 
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各
棒
の
八
法
の
差
異
を
し
ら
べ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
今
は
五
分
律
の
み
に
と
ど
め
る
。

尚
、
十
調
樟
は
八
敬
法
の
名
称
を
掲
げ
て
い
る
。

① ② ③ ＠ 

4 
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如
上
の
点
は
比
丘
尼
を
僧
問
に
加
え
る
に
つ
い
て
の
話
題
と
、
比
丘
尼
に
対
す
る
規
則
で
あ
る
が
、
律
騰
が
こ
の
よ
う
に
比
正
と
比
丘

尼
と
の
相
異
の
概
念
的
に
み
た
女
性
観
だ
け
で
、
比
丘
尼
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
も
の
と
も
恩
わ
れ
な
い
。
即
ち
、
更
に
女
性
の
本
質
に
探

入
っ
て
、
そ
の
性
の
本
質
を
え
ぐ
り
だ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
も
女
性
を
し
り
ぞ
け
る
べ
き
こ
と
を
、
あ
る
い
は
女
性
を
さ
げ
す
ん
で
い
る
態

度
を
随
所
に
認
め
う
る
o

今
、
仮
に
そ
の
一
つ
を
記
す
と
、
五
分
律
に
は
次
の
如
き
指
摘
を
み
う
る
ゆ

爾
時
諸
比
丘
尼
以
手
拍
女
根
生
愛
欲
心
。
遂
有
友
俗
作
外
道
者
。
徐
羅
難
陀
亦
以
手
拍
女
根
。
女
根
大
腫
不
能
復
行
。
：
：
：
〈
尼
堕

法
第
七
十
一
拍
根
戒
〉

諸
比
丘
厄
刷
胡
勝
作
男
根
内
女
根
中
生
愛
慾
。
遂
有
反
俗
作
外
道
者
。
復
有
一
比
丘
尼
作
繋
著
脚
根
内
女
根
中
：
：
：
ハ
尼
堕
法
第
色

十
二
胡
勝
作
根
戒
〉

諸
比
丘
尼
或
以
一
指
乃
至
五
指
内
女
根
中
洗
。
傷
肉
血
出
以
此
致
病
。

・
ハ
尼
堕
法
第
七
十
三
過
ニ
指
節
水
浄
戒
〉

諸
比
丘
尼
剃
ニ
処
毛
。
眼
下
隠
処
。
生
愛
欲
心
。
遂
有
反
俗
作
外
道
者
。
時
倫
既
職
難
陀
亦
自
剃
隠
処
毛
。
其
主
人
家
嫁
女
。
女
欲
見

之
。
使
造
住
呼
。
比
正
尼
即
往
。
時
家
為
女
作
溶
。
女
一
言
。
先
便
比
丘
尼
溶
。
即
呼
令
溶
。
答
言
。
我
不
須
溶
。
諸
女
人
便
強
脱
衣

令
溶
。
因
是
其
剃
隠
処
乎
。
即
問
阿
蘇
何
故
剃
此
。
使
反
間
言
。
汝
等
何
以
剃
之
。
諸
女
言
。
我
為
男
子
故
。
比
丘
尼
言
。
我
亦
如

②
 

等
々
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
す
の
は
波
逃
提
な
り
と
な
し
て
い
る
。
即
ち
、
女
性
が
そ
の
性
本
能
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を

是
O
i－
－
・
ハ
尼
魁
法
第
七
十
四
剃
隠
処
毛
戒
〉

厳
し
く
い
ま
し
め
た
も
の
だ
と
も
忠
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
微
細
に
説
示
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
或
は
当
時
の

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
女
性
を
痛
め
つ
け
そ
の
心
を
庇
付
け
る
よ
う
な
説
示
に
は
、
そ
の
背
景
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
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イ
ン
ト
の
民
俗
性
に
よ
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

律
蔵
の
中
に
み
ら
れ
る
背
景
の
ニ
・
三
と
し
て
次
の
如
き
こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
。

尼
僧
を
加
え
た
が
た
め
に
、
正
法
は
壱
千
年
住
す
べ
き
と
こ
ろ
が
、
五
百
年
に
な
っ
た
と
語
っ
た
、
と
伝
え
る
記
事
。
比
丘
尼
が
比
丘

法
に
較
べ
て
そ
の
戒
数
の
多
い
こ
と
。
更
に
決
定
的
な
の
は
、
女
人
の
出
家
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
甘
庶
田
に
前
徽
と
名
づ
け
る
疫
病
が
生

じ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
説
示
等
々
、
比
丘
尼
僧
団
を
加
え
る
こ
と
に
好
意
的
で
な
か
っ
た
律
蔵
の
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
畢
覚
、
比
丘
尼
僧
団
は
比
丘
僧
団
の
堕
落
の
原
因
と
な
る
も
の
だ
と
す
る
考
え
が
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

比
丘
僧
団
が
出
家
と
し
て
仏
を
目
指
す
た
め
に
は
、
在
家
と
異
り
厳
い
禁
欲
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
欲
望
の
対
象
で
あ
る
比
丘

尼
は
存
し
な
い
方
が
便
宜
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
即
ち
、
初
期
僧
団
は
あ
く
ま
で
も
比
丘
中
心
の
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
比
丘
尼
に



対
す
る
牽
制
が
行
な
わ
れ
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。

尚
、
先
に
引
用
し
た
五
分
律
の
文
の
内
容
は
四
分
俸
・
十
謂
律
に
も
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
摩
詞
僧
紙
律
の
中
に
は
こ
れ
を
認
め

得
な
い
。
僧
紙
律
の
関
係
者
逮
に
は
比
丘
尼
に
対
す
る
寛
大
さ
が
い
さ
さ
か
な
り
と
も
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す

る
な
ら
そ
の
よ
う
な
見
方
が
大
乗
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
即
断
出
来
う
る
こ
と
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
反
面
比
丘
尼
を
拒
否
す
る
と
其
に
、
更
に
、
女
人
一
般
の
欠
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
比
丘
に
対
し
て
彼

等
の
自
制
の
念
を
お
こ
さ
せ
る
べ
き
努
力
を
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
即
ち
、
初
期
仏
典
は
女
人
の
五
悪
・
九
悪
法
・
八
態
等
を
挙
げ
、

女
人
に
近
づ
く
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。

五
悪
と
は
、
女
人
の
被
悪
・
両
舌
・
嫉
妬
・
限
悉
・
無
反
復
の
五
種
で
あ
り
、
九
悪
法
と
は
、
女
人
は
臭
穣
に
し
て
不
浄
・
悪
口
・
無

反
復
・
嫉
妬
・
僅
嫉
・
喜
遊
行
・
蹴
悉
・
妄
語
・
所
言
軽
挙
の
九
種
類
で
あ
り
、
八
態
と
は
、
・
嫉
妬
・
妄
限
・
罵
普
・
呪
組
・
鎮
厭
・
僅
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食
・
好
飾
・
合
毒
の
八
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
表
現
・
数
量
等
は
異
っ
て
も
内
容
は
同
様
で
あ
る
と
い
い
得
ょ
う
。

五
悪
は
、
端
正
に
し
て
比
類
な
き
女
人
を
見
る
と
、
こ
の
女
人
を
し
て
我
と
共
に
交
わ
ら
し
め
ん
、
と
の
欲
念
の
生
ず
る
と
す
る
一
比

丘
が
そ
の
た
め
に
釈
尊
に
む
か
い
禁
戒
を
捨
て
還
俗
し
た
い
と
の
意
を
述
べ
、
釈
尊
が
こ
れ
を
い
さ
め
た
の
で
あ
る
が
そ
の
折
女
人
の
本

質
に
つ
い
て
五
悪
を
諮
っ
た
も
の
で
あ
る
。

九
悪
総
は
、
釈
尊
が
経
関
城
に
在
っ
た
時
に
、
摩
蹄
提
利
な
る
婆
羅
門
が
顔
貌
端
正
な
る
女
｜
意
愛
l
を
将
い
て
来
り
、
彼
女
を
釈
尊

に
提
供
せ
ん
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
長
老
の
比
丘
が
お
り
、
彼
は
釈
尊
に
こ
の
申
出
で
を
受
け
る
こ
と
を
す
す
め
、
若
し
不

用
な
ら
ば
我
々
に
使
用
さ
れ
ん
こ
と
を
誘
う
た
の
で
、
釈
尊
は
女
人
に
は
九
悪
法
あ
り
と
し
て
語
ら
れ
た
・
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
長
老
が

彼
女
に
は
見
た
と
こ
ろ
璃
庇
な
し
と
す
る
の
で
釈
尊
は
過
去
久
遠
の
説
話
と
し
て
商
客
普
富
と
五
百
人
の
商
人
と
馬
王
と
党
摩
達
王
と
羅

利
の
物
語
を
語
り
彼
を
い
さ
め
た
o

即
ち
、
時
の
羅
利
が
今
の
女
人
で
あ
り
、
党
摩
達
王
が
今
の
長
老
で
あ
り
、
王
が
羅
利
に
食
わ
れ
た

如
く
に
、
女
人
に
は
九
悪
法
あ
り
党
行
の
た
め
に
極
め
て
危
険
な
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

閥
、
あ
る
婆
羅
門
の
娘
に
年
十
六
な
る
比
類
な
き
美
女
が
あ
っ
た
。
沙
門
堕
曇
が
釈
迦
族
で
世
に
希
有
な
人
物
な
る
こ
と
を
聞
き
彼
は

娘
を
釈
尊
に
嫁
さ
ん
と
し
、
釈
尊
に
断
ら
れ
る
や
優
填
王
に
与
え
第
二
の
左
夫
人
と
な
ら
し
め
た
o

王
は
彼
女
に
惑
さ
れ
て
正
の
右
夫
人

を
縛
著
射
殺
せ
ん
と
し
た
が
正
夫
人
は
仏
に
帰
依
せ
る
た
め
に
箭
は
あ
た
ら
ず
に
還
っ
て
王
を
目
指
す
、
王
は
恐
れ
反
心
し
て
左
夫
人
を

父
婆
綴
門
に
帰
し
、
釈
尊
に
こ
の
こ
と
を
語
り
倣
悔
し
た
が
、
そ
の
時
釈
尊
が
女
人
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
し
て
語
っ
た
の
が
女
人
の

八
態
で
あ
っ
た
。

以
上
、
長
慢
な
引
用
を
示
し
た
が
、
前
ニ
者
は
仏
道
を
求
め
る
者
に
対
す
る
訓
戒
で
あ
り
、
三
は
一
般
世
人
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
日

そ
の
何
れ
も
が
顔
貌
端
正
な
る
女
人
の
外
面
に
惑
わ
さ
る
べ
き
で
な
く
、
女
人
の
醜
悪
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
人
生
の
理
想
像
を
求
め

ん
と
す
る
に
は
女
人
は
危
険
極
り
な
い
と
す
る
相
を
示
し
て
自
制
を
う
な
が
し
た
説
話
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
こ
れ
ら
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の
仏
典
が
出
家
者
と
在
家
者
と
を
区
分
し
女
性
を
劣
視
す
る
態
度
と
、
理
想
像
に
対
し
て
不
必
要
な
る
も
の
を
極
力
排
除
せ
ん
と
す
る
態

度
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
o

そ
し
て
、
女
人
は
不
必
要
な
る
も
の
の
有
力
な
る
一
つ
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、

強
い
伝
統
、
女
人
の
五
疑
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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犯
を
機
悔
す
れ
ば
滅
罪
を
う
る
け
れ
ど
も
、
機
悔
し
な
け
れ
ば
悪
趣
に
堕
す
る
べ
き
、
過
の
こ
と
を
名
付
け

て
い
る
。
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