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の

所

在

仏
教
に
お
け
る
善
と
悪
の
問
題
は
、
今
日
の
よ
う
な
混
迷
を
深
め
る
時
代
の
中
で
は
ひ
と
き
わ
重
要
な
問
題
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
近
代
の
知
性
中
心
主
義
は
、
様
々
な
問
題
を
露
呈
し
つ
つ
も
、
ま
す
ま
す
そ
の
度
合
い
を
深
め
、
そ
の
延
長
上
に
問
題
の
解

決
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
に
は
、
人
間
を
取
り
ま
く
諸
条
件
の
問
題
に
重
大
な
変
更
を
迫
る
と
こ
ろ
ま
で

き
て
い
る
。
ま
た
人
間
存
在
の
中
心
的
な
拠
り
所
、
つ
ま
り
宗
教
の
問
題
と
し
て
も
様
々
な
根
源
的
問
題
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
も
は
や

私
た
ち
に
と
っ
て
仏
教
は
無
条
件
で
与
件
的
に
真
理
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
見
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

私
た
ち
に
と
っ
て
仏
教
は
自
明
の
前
提
で
は
あ
り
得
な
い
と
言
え
る
の
で
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
仏
教
が
私

た
ち
に
問
い
か
け
る
問
題
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
仏
教
の
願
い
か
ら
言
っ
て
、
何
が
善
で
何
が
悪
な
の
か
。

こ
の
点
を
は
っ
き
り
聞
き
取
り
、
混
迷
の
時
代
を
開
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
体
、
私
た
ち
と
仏
教
と
の
接
点
は
ど

こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
、
仏
に
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
仏
と
の
出
会
い
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
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と
と
し
て
人
間
に
実
現
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
明
確
な
回
答
が
今
日
必
要
な
の
で
あ
る
。
仏
に
出

会
っ
た
こ
と
の
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
仏
教
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
、
経
典
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
ば
、
世
間
に
あ
っ
て
世
間
を
出
離
し
て
い
く
道
を
得
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ

１
ろ
う
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
立
っ
て

い
る
世
間
そ
の
も
の
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
私
と
い
う
人
間
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立

つ
な
ら
ば
善
悪
と
い
う
問
題
は
、
人
間
を
出
離
に
向
か
わ
し
め
る
か
否
か
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
基
準
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に

え
て
く
る
と
仏
教
が
そ
も
そ
も
前
提
で
な
い
以
上
、
善
悪
と
い
う
問
題
は
、
行
為
以
前
に
何
ら
か
の
基
準
と
し
て
存
在
す
る
も

の
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
善
悪
は
行
為
の
結
果
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
出
離
生
死
と

い
う
結
果
に
よ
っ
て
初
め
て
善
悪
が
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

仏
教
が
与
件
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
経
道
滅
尽
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
逆
接
的
に
人
間
に
知
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
中
国
に
於
い

て
末
法
の
自
覚
に
立
っ
て
人
間
の
拠
り
所
を
求
め
た
信
行
（
五
四
〇
｜
五
九
四
）
と
道
綽
（
五
六
二
｜
六
四
五
）
の
教
え
を
通
し
て
、
人
間

と
仏
教
の
接
点
を

え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

二

三
階
教
の
普
敬
認
悪
に
つ
い
て

末
法
の
自
覚
と
い
う
意
識
は
、
そ
れ
ま
で
自
分
た
ち
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
仏
教
が
、
も
は
や
自
明
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

を
内
包
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
提
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
と
ど
の
よ
う
に
接
す
る
の
か
と
い
う
、
仏
教
と
人

間
の
関
係
を
前
提
と
し
た
問
題
意
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
代
の
私
た
ち
と
共
通
す
る
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
は

じ
め
に
中
国
に
お
い
て
非
常
に
特
徴
あ
る
教
理
を
展
開
し
た
と
言
わ
れ
る
、
三
階
教
の
主
要
な
教
理
を
通
し
て
問
題
点
を
確
認
し
て
お
き

一
五
二

普
敬
認
悪
と
一
生
造
悪
（
織
田
顕
祐
）



た
い
。

三
階
教
は
、
政
治
的
な
弾
圧
を
し
ば
し
ば
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
教
理
の
展
開
な
ど
の
全
体
像
が
な
か
な
か
つ
か
み
に
く
い
点
は
否

め
な
い
。
ま
た
典
籍
の
多
く
も
散
逸
し
て
お
り
、
具
体
的
な
内
容
を
知
る
た
め
の
資
料
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
に
も
困
難
な
問
題
が
あ
る
。

従
っ
て
教
祖
と
言
わ
れ
る
信
行
自
身
が
ど
の
程
度
ま
で
の
教
理
を
展
開
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
確
定
で
き
な
い
要
素
が
多
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
基
本
的
な
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
三
階
教
の
主
張
の
要
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
点
で
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
華
厳
宗
の
智

（
六
〇
二
｜
六
六
八
）
の

五
十
要
問
答

で
あ
る
。
智

は

五

十
要
問
答

に
三
階
教
の
教
理
を
長
々
と
引
用
し
た
後
で
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

問
う
、
人
集
教
中
に
八
種
仏
法
の
差
別
を
説
く
、
云
何
。
答
う
、

提
病
を
滅
せ
ん
が
為
に
普
敬
認
悪
の
法
を
成
ず
、
其
れ
に
両
段

有
り
。

中
略

理
に
於
い
て
順
ず
る
こ
と
有
る
が
故
に
録
し
て
之
を
附
す
。（
大
正
四
五
、
五
三
二
ｂ
〜
四
ａ
）

こ
の
部
分
は
、
矢
吹
博
士
が

対
根
起
行
法

と
名
づ
け
た
残
巻
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と

２
か
ら
、
三
階
教
の
原
初
の
教
理
を
紹
介
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
智

は
、
三
階
教
を

人
集
教

と
称
し
、
そ
の
中
心
思
想
は

普
敬
認

悪

に
あ
る
と
見
、
そ
の
教
理
は

理

と
し
て
の
面
か
ら
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
三
階
教
の
基
本
的
な
思
想
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
示
す
遺
文
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

第
二
大
段
、
一
切
第
三
階
仏
法
内
仏
滅
度
後
時
節
分
斉
義
を
明
験
す
と
は
、
一
に
は
明
か
す
、
文
当
、
仏
滅
度
五
百
年
已
後
は
、
文

当
、
千
仏
も
一
切
衆
生
を
得
度
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
時
な
り
。
迦
葉
経
に
説
く
が
如
し
。
二
に
は
明
か
す
、
文
当
、
仏
滅
度
の
後
千

年
以
後
、
文
当
、
百
千
万
億
仏
も
一
切
衆
生
を
得
度
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
時
な
り
。
上
仏
多
少
の
次
第
を
以
て
之
を
験
す
る
に
、
義
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当
、
仏
滅
度
一
千
年
已
後
な
り
、
仏
蔵
経
に
説
く
が
如
し
。
三
に
は
明
か
す
、
文
当
、
末
世
の
時
に
於
い
て
は
、
義
当
、
仏
滅
度
の

後
、
文
当
義
当
、
一
切
正
法
行
ぜ
ざ
る
時
な
り
。
文
当
義
当
、
唯
一
切
三
種
顚
倒
衆
生
の
み
有
る
時
な
り
。
大
薩
遮
尼
乾
子
経
に
説

く
が
如
し
。（

三
階
仏
法

巻
第
一
、
矢
吹
慶
輝
著

三
階
教
の
研
究

遺
文
２
、
六
五
ペ
ー
ジ
）

つ
ま
り
、
仏
滅
後
の
仏
道
の
あ
り
方
を
五
百
年
ず
つ
に
区
切
っ
て
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
今
は
末
世
で
あ
り
一
切
の
正
行
は
行
じ

ら
れ
な
い
時
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
時
（＝

三
階
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
教
と
そ
れ
を
受
け
る
機
と
の
関
係
を

次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

第
一
階

一
乗
の
法
…
…
一
切
利
根
の
一
乗
の
機

第
二
階

三
乗
の
法
…
…
利
根
正
見
の
三
乗
の
機

第
三
階

一
乗
の
法
…
…
破
戒
邪
見
の
乗
外
の
機
（
空
見
有
見
断
善
根
の
衆
生
）

こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
第
三
階
の
衆
生
は
、
第
一
第
二
階
の
衆
生
の
仏
法
（
別
法
）
に
は
該
当
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
三
階
教
独
自
の

普
法

と
い
う
仏
法
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
普
法
（
普
真
普
正
仏
法
）
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
説
く
残
巻
の
文
は
極
め
て

長
文
で
あ
り
、
こ
こ
に
一
々
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
要
点
の
み
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ア
、
衆
生
が
本
来
仏
で
あ
る
点
に
つ

３
い
て
（
普
敬
）

①
如
来
蔵
仏
（

伽
、
勝
鬘
、
涅
槃
等
経
説
）

②
仏
性
仏
（
涅
槃
経
説
）

③
当
来
仏
（
法
華
常
不
軽
菩
薩
品
等
説
）
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④
仏
想
仏
（
既
に
述
べ
た
よ
う
に
一
切
は
真
仏
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
）

こ
れ
は
諸
大
乗
経
典
に
如
来
蔵
や
仏
性
が
説
か
れ
て
、
衆
生
の
本
来
性
が
仏
と
等
し
い
と
説
か
れ
る
こ
と
を
受
け
て
い
る
。
全
て
の
衆
生

は
仏
と
等
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
全
て
の
衆
生
を
仏
と
し
て
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

普
敬

と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
様
々
な
煩
悩
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
を

認

悪

と
称
し
、

イ
、
自
身
の
悪
（
認
悪
）
に
つ
い
て
は
、
十
二
段
を

４
示
す
。

従
っ
て
衆
生
の
実
践
行
と
し
て
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
自
分
自
身
を
懺
悔
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は

ウ
、
懺
悔
の
対
象
と
し
て
七
階
仏
名
を
あ
げ
て
、
六
時
礼
懺
を
実
行
（
懺
悔
、
礼
仏
、
発
願
、
廻
向
）

５
す
る
。

と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
。
更
に
他
の
衆
生
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
仏
と
し
て
供
養
す
る
こ
と
が
行
の
内
容
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

エ
、

維
摩
経

に
よ
る
八
法
の
実
践
を
説
き
、
無
尽
蔵
法
と
称
す
る
布
施
行
が
そ
の
行
の
中
心
で
あ
る
。

ち
な
み
に

維
摩
経

の
八
法
と
は
次
ぎ
の
経
文
を
指
す
。

菩
薩
成
就
幾
法
。
於
此
世
界
行
無
瘡
疣
生
于

土
。
維
摩
詰
言
。
菩
薩
成
就
八
法
。
於
此
世
界
行
無
瘡
疣
生
于

土
。
何
等

八
。

饒
益
衆
生
而
不
望
報
。
代
一
切
衆
生
受
諸
苦

、
所
作
功
徳
盡
以
施
之
。
等
心
衆
生
謙
下
無
礙
。
於
諸
菩
薩
視
之
如
佛
、
所
未
經
聞

之
不
疑
。
不
與
聲
聞
而
相
違
背
。
不
嫉
彼
供
不
高
己
利
、
而
於
其
中
調
伏
其
心
、
常
省
己
過
不
訟
彼
短
。
恒
以
一
心
求
諸
功
徳
。
是

八
法
。（

維
摩
詰
所
説
経

香
積
仏
品
、
大
正
十
四
、
五
五
三
ａ
〜
ｂ
）

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な

え
に
方
に
立
て
ば
、
多
く
の
衆
生
を
供
養
し
て

普
法

を
実
践
す
る
た
め
に
は
都
市
に
住
す
る
必
要
が
あ

り
、
貪
り
を
捨
て
て
布
施
に
尽
く
す
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
都
市
型
で
な
お
か
つ
募
財
能
力
に
優
れ
た
宗

一
五
五

普
敬
認
悪
と
一
生
造
悪
（
織
田
顕
祐
）



教
教
団
と
し
て
機
能
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
為
政
者
や
旧
来
の
仏
教
者
の
目
の
敵
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
三
階
教
の
社
会
的
な
機
能
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
避
け
た
い
。
こ
こ
で
は
先
に
挙
げ
た
よ
う

に
、
智

が

理

の
面
と
し
て
し
か
評
価
し
な
い
点
を

え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
基
本
的
な
思
想
で
あ
る

普
敬
認
悪

は
、
以
下
の
よ
う
な
意
味
で
仏
教
の
真
実
と
矛
盾
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り

普
敬
認
悪

説
は
、
衆
生
と
仏
の
関
係
を
不
一
不
異
と
は
見
な
い
で
、
本
来
的
な
面
と
現
実
的
な
面
と
に
二
分
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

普
敬

の
面
で
は
両
者
を
一
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

不
一

の
面
を
失
い
、
現
実
に
衆
生
で
あ
る
と
い
う
点
を
見

な
い
で
思
弁
的
観
念
的
と
な
る
。

認
悪

の
面
で
は
両
者
を
異
と
解
す
る
こ
と
で

不
異

の
面
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
衆
生
の
本
来

性
を
見
な
い
で
自
損
的
と
な
る
。
こ
れ
は
、
不
可
思
議
な
る
仏
法
を
合
理
的
に
思
議
し
、
分
別
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
分
別
を

常
と
す
る
衆
生
に
と
っ
て
は
理
解
し
や
す
く
、
受
け
入
れ
や
す
い
教
え
と
言
え
る
が
、
仏
法
の
い
の
ち
で
あ
る
縁
起
不
二
を
失
っ
た
も
の

で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
人
間
の
理
解
を
一
方
的
に
中
止
・
放
棄
さ
せ
る
と
い
う
形
で
宗
教
的
権
威
が
機
能
し
て
お
り
、

人
間
を
真
に
覚
醒
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
仏
法
で
は
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

安
楽
集

の
一
生
造
悪
に
つ
い
て

次
に
末
法
の
自
覚
に
立
っ
た
も
う
一
人
の
仏
教
者
の
典
型
と
し
て
、
道
綽
の
教
理
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
と
仏
法
の
関
係

を

え
て
み
た
い
。
道
綽
は
善
導
・
法
然
・
親
鸞
と
繫
が
る
浄
土
教
の
祖
師
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
面
で
は
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
先
学
に

よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
る
紙
面
の
余
裕
は
な
い
の
で
、
本
稿
の
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目
的
に
添
っ
て
要
点
の
み
を

え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
始
め
に
、
道
綽
の
主
著
で
あ
る

安
楽
集

に
説
か
れ
る
時
機
観
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

安
楽
集

は

大
門

と
称
す
る
十
二
の
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
第
一

６
大
門
に
お
い
て

大
集
月
蔵
経

の
学
慧
堅
固
・
学
定
堅
固
・
学
多
聞

読
誦
堅
固
・
造
立
塔
寺
修
福
懺
悔
堅
固
・

訟
堅
固
の
五
五
百

７
年
説
を
引
き
、
次
に
同
経
に
よ
っ
て
諸
佛
は
世
に
出
で
て
、
説
十
二
部

経
・
無
量
光
明
・
無
量
神
通
・
無
量
名
号
の

８
四
法
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
結
論
と
し
て

今
の
時
の
衆
生
を
計
る
に
、
即
ち
仏
、
世
を
去
り
て
後
の
第
四
の
五
百
年
に
当
れ
り
。
正
し
く
是
れ
懺
悔
し
福
を
修
し
仏
の
名
号
を

称
す
べ
き
時
の
者
な
り
。（
大
正
四
七
、
四
ｂ
）

と
言
う
。
こ
の
引
用
文
か
ら
は
、
道
綽
が
基
本
的
に
は
信
行
と
同
じ
よ
う
な
思
想
的
基
盤
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
信
行
と
道

綽
は
時
代
的
に
も
地
域
的
に
も
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
関
係
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
二
人
の
思
想
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

第
六
大
門
で
は
、
浄
土
に
お
け
る
経
の
住
滅
に
関
し
て
、

経
の
住
滅
を
弁
ぜ
ば
謂
く
、
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
、
正
法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、
末
法
一
万
年
に
は
衆
生
滅
尽
し
、
経
悉
く
滅
せ
ん
。

如
来
痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て
此
の
経
を
留
め
て
止
住
せ
ん
こ
と
百
年
な
ら
ん
と
（
大
正
四
七
、
一
八
ｂ
）

と
言
う
。
こ
れ
は
、

無
量
寿
経

下
巻
の
経
文
の

９
趣
意
で
あ
り
、
経
の
文
脈
で
は
仏
が
弥

菩
薩
に
語
り
か
け
る
中
で
説
か
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
一
貫
し
て
話
す
主
体
は
釈
尊
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
釈
す
る
道
綽
の
文
中
で
は
、

釈
迦
牟
尼
仏

と

如
来

と
に
主
語
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
何
か
特
別
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

道
綽
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
仏
教
が
全
て
滅
尽
す
る
こ
と
を

如
来

が
哀
愍
し
て
こ
の

無
量
寿
経

を
留
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
仏
教
が
釈
尊
か
ら
始
ま
る
と
い
う
常
識
的
な
理
解
か
ら
は
と
う
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て
い
生
ま
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
釈
尊
と
い
う
仏
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
、
と
い
う
点
で
信
行
と
は
著
し
い
違
い

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に

安
楽
集

の
釈
尊
観
に
つ
い
て

え
て
み
た
い
。

安
楽
集

に
は
、
基
本
的
に
釈
尊
を

化
身

で
あ
る
と
み
る
主
張
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み

た
い
。

①
浄
土
の
成
仏
は
悉
く
是
れ
報
身
な
り
、
穢
土
の
成
仏
は
悉
く
是
れ
化
身
な
り
。（
大
正
四
七
、
五
ｃ
）

②
何
者
か
如
来
の
化
身
な
る
や
。
今
日
踊
歩
健
の
如
来
、
魔
恐
怖
の
如
来
の
如
き
、
是
の
如
き
等
の
一
切
の
如
来
、
穢
濁
世
の
中
に
現

に
成
仏
せ
る
者
、
当
に
成
仏
せ
る
者
、
兜
率
よ
り
下
り
て
乃
至
一
切
の
正
法
一
切
の
像
法
一
切
の
末
法
住
持
す
る
が
如
き
、
是
の
如

き
の
化
事
は
皆
是
の
化
身
の
仏
な
り
。（
五
ｃ
）

こ
れ
ら
の
文
章
の
中
の

化
身

が
、
釈
尊
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
①
の
文
で
は
、
釈
尊
に
対
し
て
浄

土
の
成
仏
と
し
て

報
身

が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
釈
尊
の
成
仏
と
は
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②

の
文
で
は
具
体
的
な
事
柄
に
も
と
づ
い
て
釈
尊
が

化
身

で
あ
る
こ
と
を
一
層
明
瞭
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
穢
土
の
成
仏
と
は
、
人
間
釈
尊
の
成
仏
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
仏
と
衆
生
の
不
二
の
関
係
を
問
題
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
釈
尊
は
、
仏
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
で
あ
る
。
仏
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
我
々
と
の
共
通
点
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
我
々
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
点
で
釈
尊
の
中
に
人
間
性
を
見
る

こ
と
は
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

一
に
は
王
子
、
一
に
は
是
の
貧
人
な
り
。
是
の
如
き
二
人
互
い
に
相
い
往
反
す
。
王
子
と
言
う
は
今
日
の
釈
迦
如
来
、
乃
ち
是
れ
彼

の
時
の
第
十
六
王
子
な
り
。
貧
人
と
言
う
は
今
日
の
衆
生
等
是
な
り
。（
一
三
ｂ
）
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こ
の
文
は
、

涅
槃
経

に
説
か
れ
る
王
子
と
貧
人
の

10
所
説
に

法
華
経

化
城
喩
品
の
大
通
智
勝
仏
の
一
六
王
子
の

11
所
説
を
合

し
た

も
の
で
あ
る
。

涅
槃
経

が
こ
の
場
面
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
仏
の
言
説
の
真
意
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た

法
華
経

の
所
説
は
、
今
日
の
釈
尊
の
成
仏
の
背
後
に
は
大
き
な
善
根
の
積
み
重
ね
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
道
綽
の
引

用
の
仕
方
は
い
ず
れ
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
道
綽
は
、
こ
こ
で
両
者
を
合
わ
せ
て
仏
の
得
道
と
衆
生
の
生
死
輪
廻
に
つ
い
て
の
教
説
と
し

て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
と
衆
生
は
、
善
根
の
積
み
重
ね
の
違
い
に
よ
っ
て
今
日
の
違
い
が
現
れ
た
が
、
本
質
的
に

異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
も
善
根
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
可
能
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
道
綽
の
主
張
の
背
景
に
は
、
仏
の
仏
た
る
所
以
を
本
質
的
に
釈
尊
を
超
え
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
事
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

涅
槃
経

で
言
え
ば
、

如
来
性

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
王
子
と
貧
人
の

所
説
は
、
正
し
く
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
文
脈
で
説
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
綽
の
理
解
は
ど
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
直
ち
に
明
ら
か
に
す
る
事
は
で
き
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

諸
仏
菩
薩
に
二
種
の
法
身
有
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
由
る
が
故
に
方
便
法
身
を
生
ず
。

方
便
法
身
に
由
る
が
故
に
法
性
法
身
を
顕
出
す
。
此
の
二
種
の
法
身
は
異
に
し
て
分
か
つ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。

（
七
ｂ
）

こ
の
二
種
法
身
の
説
は
、
曇
鸞
の

浄
土

12
論
註

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
道
綽
の
釈
尊
観
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
法
身
と
い
う
用
語
自
体
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
仏
教
が
釈
尊
か
ら
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
形
で

結
び
つ
い
た
の
は
こ
の
時
代
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
た
背
景
と
し
て
、

安
楽
集

に
お
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け
る
、
大
乗
・
小
乗
の
概
念
の
頻
出
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
と
い
う
用
語
も
決
し
て
こ
の
時
代
に
始
ま
る
新
し
い

概
念
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
既
に
鳩
摩
羅
什
の
時
代
に
、
随
分
と
議
論
を
重
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え

ば
慧
遠
と
の
議
論
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で

13
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
大
乗
と
い
う
概
念
が
、
教
相
判
釈
の
骨
組

み
と
な
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
時
間
が
か
か
っ
て

14
い
る
。
教
相
判
釈
と
は
、
中
国
人
の
仏
教
観
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
に
大
乗
と
い
う
概
念
が
生
か
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
用
語
の
知
的
理
解
は
で
き
て
も
、
仏
教
理
解
の
中
心
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
と

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
菩
提
流
支
以
降
の
北
地
の
仏
教
者
が
、
大
乗
・
小
乗
を
仏
教
理
解

の
軸
に
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
問
題
な
の
で

15
あ
る
。
大
乗
・
小
乗
と
い
う
概
念
が
明
確
に
な
れ
ば
、
教
判
や
仏
身
観
に
つ
い
て
、
随
分

と
す
っ
き
り
し
た
形
で
の
仏
教
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
用
例
を
今
、

安
楽
集

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
次
に

安
楽
集

に
お
け
る
小
乗
・
大
乗
と
い
う
仏
教
観
を
明
確
に
す
る
用
例
を
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

小
乗
の
教
に
は
一
向
に
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
明
さ
ざ
る
な
り
。（
九
ｂ
）

こ
の
文
は
、
浄
土
往
生
を
願
う
人
は
小
さ
な
器
量
（
小
乗
）
で
は
な
い
の
か
と
の
質
問
に
答
え
る
形
で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
明
ら
か
に
ア
ー
ガ
マ
を
さ
し
て

小
乗

と
い
っ
て
い
る
。
所
乗
の
機
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
教
の
問
題
と
し
て

小
乗

と
言

う
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。

一
切
の
衆
生
、
自
ら
量
ら
ず
。
若
し
大
乗
に
よ
ら
ば
真
如
実
相
第
一
義
空
、
曽
て
未
だ
心
に
措
か
ず
。
若
し
小
乗
を
論
ぜ
ば
見
諦
修

道
に
修
入
し
乃
至
那
含
羅
漢
、
五
下
を
断
じ
五
上
を
除
く
こ
と
道
俗
を
問
う
こ
と
な
し
。
未
だ
そ
の
分
に
有
ら
ず
。（
一
三
ｃ
）

こ
の
用
例
で
は
、
仏
道
を
明
確
に
大
乗
・
小
乗
と
分
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
道
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

一
六
〇

普
敬
認
悪
と
一
生
造
悪
（
織
田
顕
祐
）



よ
う
に

安
楽
集

は
、
従
来
の
よ
う
な
一
乗
三
乗
の
機
の
問
題
と
い
う
意
味
で
の
大
乗
で
は
な
く
、
仏
教
そ
の
も
の
を
大
別
し
て
ア
ー

ガ
マ
仏
教
と
い
う
意
味
で
の
小
乗
と
、
そ
れ
に
対
す
る
大
乗
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
全
て
の
教
説
を
釈
尊

か
ら
始
ま
る
も
の
と
見
て

普
法

を
提
唱
し
た
信
行
と
の
著
し
い
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
骨
組
み
の
下
に

安
楽
集

は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
末
法
の
時
代
の
人
間
の
仏
法
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ

う
か
。
最
後
に
こ
の
点
を

え
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

安
楽
集

は
、

若
し
聖
を
去
る
こ
と
近
け
れ
ば
即
前
の
者
定
を
修
し
慧
を
修
す
る
こ
と
は
是
れ
正
学
に
し
て
後
の
者
は
兼
な
り
。
も
し
聖
を
去
る
こ

と
已
に
遠
け
れ
ば
即
後
の
者
名
を
称
す
る
は
正
に
し
て
前
の
者
は
是
れ
兼
な
り
。（
四
ｂ
）

と
言
う
。
つ
ま
り
、
仏
と
い
う
指
導
者
の
指
導
を
受
け
ら
れ
る
間
は
、
禅
定
修
行
が
意
味
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
指

導
者
を
遠
く
離
れ
た
時
代
の
禅
定
修
行
は
補
助
手
段
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
末
法
の
衆
生
の
仏
道
は
称
名
念
仏
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
末
法
の
衆
生
は
、
ど
の
よ
う
に
個
人
的
に
優
れ
た
人
で
あ
っ
て
も

大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
、
理
深
く

16
解
微

で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
造
る
善
悪
に
は
絶
対
的
な
基
準
が
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
の
造
る
善
悪
は
如
来
の
無
量

の
善
の
前
に
は
何
ら
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
て
、

た
と
い
一
形
、
悪
を
造
れ
ど
も
た
だ
能
く
意
を
繫
げ
て
専
精
に
常
に
能
く
念
仏
す
れ

ば
一
切
の
諸
障
自
念
に
消
除
し
て
定
ん
で
往
生
を

17
得
ん

と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
末
法
と
い
う
自
覚
に
立
つ

安
楽
集

の
基
本
的
な
教
理
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
道
綽
に
と
っ
て
末
法
と

は
、
釈
尊
の
生
み
出
し
た
教
え
が
滅
し
て
、
釈
尊
を
生
み
出
し
た
よ
う
な
大
乗
の
仏
法
が
明
ら
か
に
な
る
時
で
あ
り
、
称
名
念
仏
が
時
機

相
応
の
仏
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
時
代
な
の
で
あ
る
。
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四

結

論

以
上
に
よ
っ
て
中
国
仏
教
に
お
け
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
末
法
思
想
に
基
づ
く
二
人
の
仏
教
者
の
仏
教
理
解
を
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
信
行
と
道
綽
が
、
同
じ
よ
う
な
末
法
悪
世
と
い
う
時
代
背
景
と
自
覚
内
容
を
持
ち
な
が
ら
、
全
く
対
照

的
な
異
な
っ
た
結
論
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
綽
は
、
末
法
が
釈
尊
教
の
滅
尽
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
尊
個
人
の
偉
大
さ

を
離
れ
て
そ
れ
ま
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
釈
尊
の
背
後
に
あ
る
よ
う
な
大
乗
が
明
ら
か
に
な
る
時
代
と

え
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
信
行
は
、
一
乗
三
乗
の
全
て
の
教
説
は
釈
尊
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
遙
か
遠
い
時
代
の
人
間
の

課
題
は
そ
の
中
の
普
遍
的
な
教
え
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て

普
敬
認
悪

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
道
綽
は
、
仏
智
不
思
議
に

よ
っ
て
人
間
の
理
解
の
限
界
を
見
て
い
た
の
に
対
し
、
信
行
は
、
自
己
の
理
解
の
延
長
上
に
教
説
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
返
っ
て
理
解
放

棄
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
の
理
性
と
仏
智
を
め
ぐ
る
問
題
の
典
型
的
な
す
が
た
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
理
性
の
延
長
上
に
宗
教
を
求
め
れ
ば
、
い
つ
の
時
代
も
神
秘
主
義
・
あ
る
い
は
原
理
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

釈
尊
は
、
入
滅
に
あ
た
っ
て

自
灯
明
、
法
灯
明

の
遺
言
を
残
さ

18
れ
た
。
こ
れ
は
自
己
の
理
解
と
聞
法
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
真
実

を
求
め
よ
と
の
教
言
で
あ
る
。
自
己
の
理
解
の
み
に
立
っ
て
法
を
聞
く
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
独
断
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
法
を
金

科
玉
条
と
し
て
自
己
の
理
解
を
通
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
権
威
主
義
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
中
間
に
、
仏
法
と
自

己
と
の
相
依
関
係
と
し
て
の
仏
道
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
は
、
出
離
生
死
を
実
現
す
る
か
否

か
と
い
う
点
に
立
っ
て
二
分
す
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
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注１

こ
の
点
は
、
例
え
ば

維
摩
経

仏
道
品
に
は
、

譬
え
ば
高
原
の
陸
地
に
蓮
華
を
生
ぜ
ず
、
卑
湿
の

泥
に
乃
ち
此
の
華
を
生
ず
る
が
如
し
。（
大
正
一
四
、
五
四
九
ｂ
）

と
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。

２

矢
吹
慶
輝
著

三
階
教
之
研
究

別
篇

三
階
教
残
巻

の

煌
出
土
三
階
教
残
巻

一
三
一
ペ
ー
ジ
十
一
行
め
よ
り
一
三
七
ペ
ー
ジ

二
行
め
ま
で
に
相
当
す
る
。

３

矢
吹
前
掲
書
第
二
部
三
、

普
別
二
法
と
対
根
起
行

二
、

三
階
教
の
仏
陀
観
｜
普
真
普
正
仏

の
三
九
五
〜
四
二
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

４

矢
吹
前
掲
書
第
二
部
四
、

生
盲
仏
法
と
普
行

二
、

普
敬
認
悪

の
四
八
九
〜
四
九
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

５

矢
吹
前
掲
書
同
四
、

七
階
礼
懺

の
五
一
二
〜
五
三
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

６

大
正
四
七
、
四
ａ
〜

７

大
正
一
三
、
三
六
三
ａ
〜
ｂ
の
趣
意
。

８

典
拠
不
詳
。

９

大
正
一
二
、
二
七
九
ａ
の
趣
意
。

10

南
本
大
般
涅
槃
経

巻
八
如
来
性
品
、
大
正
一
二
、
六
五
三
ｂ
。

11

妙
法
蓮
華
経

巻
第
三
化
城
喩
品
、
大
正
九
、
二
二
ｂ
〜
。

12

無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生

註

巻
下
、
大
正
四
〇
、
八
四
一
ｂ
。

13

木
村
英
一
編

慧
遠
研
究

遺
文
篇
の

大
乗
大
義
章
索
引

に
よ
れ
ば
、

大
乗
大
義
章

の
中
に
大
乗
・
小
乗
と
い
っ
た
用
語
が
か

な
り
の
頻
度
で
説
か
れ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
鳩
摩
羅
什
訳
の

大
智
度
論

に
は
、

仏
口
所
説
を
文
字
語
言
を
以
て
分
ち
て
二
種
と
為
す
。
三
蔵
は
是
れ
声
聞
法
な
り
。
摩

衍
は
是
れ
大
乗
法
な
り
。

（
大
正
二
五
、
七
五
六
ｂ
）

と
い
っ
た
所
説
も
あ
る
が
、
当
時
の
中
国
の
仏
教
者
が
そ
れ
ら
を
正
し
く
把
握
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

14

教
相
判
釈
の
嚆
矢
で
あ
る
道
場
寺
慧
観
の
頓
漸
二
教
五
時
判
の
影
響
か
ら
離
れ
て
、
大
小
乗
を
軸
と
し
た
教
判
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
北

魏
の
光
統
慧
光
の
四
宗
判
（

法
華
玄
義

巻
第
十
上
、
大
正
三
三
、
八
〇
一
ｂ
な
ど
に
説
か
れ
る
）
か
ら
で
あ
っ
た
と

え
る
こ
と
が
で
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き
る
。

15

横
超
慧
日
稿

中
国
仏
教
に
於
け
る
大
乗
思
想
の
興
起

（

中
国
仏
教
の
研
究
第
一

所
収
）
参
照
。

16

大
正
四
七
、
一
三
ｃ

17

同
右

18

遊
行
経

に

阿
難
よ
、
自
ら
を
熾
燃
と
し
、
法
を
熾
燃
と
し
て
他
を
熾
燃
と
す
る
こ
と
勿
れ
。
自
ら
に
帰
依
し
、
法
に
帰
依
し
て
他
に
帰
依
す
る
こ
と

勿
れ
。（
大
正
一
・
一
五
ｂ
）

と
あ
る
に
依
る
。
灯
明
（＝

熾
燃
）
を

島

と
訳
す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
村
元
訳

ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅

（
岩
波
文

庫
、
青
三
二
五
｜
一
）
二
三
一
ペ
ー
ジ
の
注
参
照
。
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