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は

じ

め

に

ま
ず
仏
教
に
お
け
る
善
悪
と
は
、
ご
く
基
本
的
に
言
う
な
ら
ば
、
涅
槃
・
悟
り
が
善
で
あ
り
、
生
死
・
煩
悩
が
悪
で
あ
る
。
悪
に
つ
い

て
は
、
貪
・
瞋
・
癡
の
三
毒
お
よ
び
無
明
が
、
根
源
的
な
悪
と
し
て

え
ら
れ
、
よ
り
具
体
的
に
は
五
悪
・
十
悪
が
数
え
ら
れ
る
。
十
悪

の
反
対
が
十
善
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
世
俗
の
道
徳
や
社
会
倫
理
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
涅
槃
と

い
う
、
い
わ
ば
世
俗
的
な
善
悪
を
超
越
し
た
絶
対
の
善
が
、
仏
の
境
地
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
自
身
の
人

間
存
在
を
反
省
す
る
と
き
、
絶
対
善
・
絶
対
悪
と
い
う
二
元
論
的
な

え
で
は
解
決
の
つ
か
な
い
問
題
が
出
で
く
る
の
で
あ
る
。
善
悪
を

固
定
的
に
と
ら
え
、
悪
を
断
じ
善
を
修
め
る
と
い
う
定
式
的
な

え
で
す
む
ほ
ど
我
々
の
存
在
は
単
純
で
は
な
い
。
本
小
論
で
は
、
天
台

智

の
善
悪
に
関
す
る
思
想
の
一
端
を

察
す
る
つ
も
り
だ
が
、
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
観
心
と
い
う
心
の
あ
り
様
の
観
察

を
主
眼
と
し
、
善
悪
と
も
に
仏
道
の
契
機
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
善
悪
相
即
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
台
教
学
に
は
周
知
の
通
り
如
来
性
悪
思
想
と
い
う
独
特
の
仏
陀
観
が
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
先
学
の
研
究
も
あ

１
る
が
、
こ
の
問
題
は
ひ

と
先
ず
措
い
て
、
主
に

次
第
禅
門

と

摩

止
観

に
見
ら
れ
る
智

の
善
悪
の
と
ら
え
方
や
、
と
く
に
悪
へ
の
対
処
の
し
か
た
に
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つ
い
て

え
て
み
た
い
。二

次
第
禅
門
所
説
の
善
悪
根
性

ま
ず
、
智

初
期
の
講
述
で
あ
る

次
第
禅
門

に
善
悪
根
性
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
最
初
に
注
意
す
べ
き
は
、

善
悪
と
言
っ
て
も
一
般
論
で
は
な
く
、

行
人
す
で
に
よ
く
止
門
を
修
し
て
諸
の
乱
想
を
息
む
れ
ば
、
す
な
わ
ち
そ
の
心
は
澄
静
な
り
。
心
、
澄
静
な
る
を
以
て
の
ゆ
え
に
、

宿
世
の
善
根
は
自
然
に
開
発
す
。
も
し
善
な
く
ば
、
す
な
わ
ち
諸
の
悪
法
を

２
発
す
。

と
言
う
よ
う
に
、
止
観
の
中
に
お
け
る
、
ま
っ
た
く
自
己
心
に
関
係
す
る
善
悪
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
善
根
に
つ
い
て
外
善
と
内
善
に
分

け
、
そ
れ
ぞ
れ
多
種
で
あ
る
が
、
略
し
て
外
善
を
次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。

①
布
施

②
持
戒

③
孝
順
父
母
師
長

④
信
敬
三
宝
精
勤
供
養

⑤
読
誦
聴
学

こ
の
う
ち
例
え
ば
、
①
布
施
の
善
根
が
発
す
る
相
は
、

も
し
坐
中
に
静
定
す
る
に
、
忽
ち
に
種
種
の
衣
服
・
臥
具
・
飲
食
・
珍
宝
・
田
園
・
池
沼
・
車
乗
、
か
く
の
如
き
等
の
事
を
見
る
。

…
（
中
略
）
…
こ
れ
は
こ
れ
過
去
と
今
生
の
布
施
の
、
習
と
報
の
二
種
の
善
根
の
発
相

３
な
り
。

と
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
習
因
あ
る
い
は
報
因
の
相
が
現
わ
れ
る
か
ら
と
さ
れ
る
。
つ
ま

り

摩

止
観

に
お
い
て
は

業
相
境

で
説
く
と
こ
ろ
の
業
相
で

４
あ
る
。
①
布
施
か
ら
⑤
読
誦
聴
学
は
、
ふ
つ
う
に

え
れ
ば
そ
の

こ
と
自
体
が
善
で
あ
る
が
、
智

は
善
根
と
し
て
坐
中
の
心
に
現
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
こ
に
善
悪
の
問
題
を
表
層
的

で
な
く
、
極
め
て
内
的
か
つ
あ
か
ら
さ
ま
な
事
実
と
し
て
凝
視
し
て
い
く
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
以
下
に
お
い
て
も
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同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
外
善
根
は
、

行
者
か
く
の
如
き
の
種
種
の
好
相
を
見
、
お
よ
び
諸
の
善
心
を
発
す
る
は
こ
れ
禅
定
に
あ

５
ら
ず
。

と
し
て
、
ま
だ
真
の
禅
定
に
お
け
る
発
相
で
は
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
③
孝
順
父
母
師
長
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
善
は
世
俗
を

雑
し
た
善
な
の
で
あ
る
。
善
根
の
中
心
は
次
の
内
善
根
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
内
善
も
多
様
で
あ
る
が
、
智

は
五
門
禅
（
五
停
心
観
）
に
約
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
三
種
に
分
類
し
、

①
阿
那
波
那
門

ａ
数
息

ｂ
随
息

ｃ
観
息

②
不
浄
観
門

ａ
九
想

ｂ
背
捨

ｃ
大
不
浄
観

③
慈
心
門

ａ
衆
生
縁
慈

ｂ
法
縁
慈

ｃ
無
縁
慈

④
因
縁
門

ａ
三
世
十
二
因
縁

ｂ
果
報
十
二
因
縁

ｃ
一
念
十
二
因
縁

⑤
念
仏
三
昧
門

ａ
念
応
仏

ｂ
念
報
仏

ｃ
念
法
仏

と
し
て
い
る
。
い
ま
、
②
不
浄
観
門
の
九
想
の
説
明
を
み
る
と
、

欲
界
未
到
静
定
心
中
に
お
い
て
忽
然
と
し
て
、
他
の
男
女
の
死
屍
の

張
せ
る
を
見
る
。
そ
の
時
そ
の
心
、
驚
悟
し
て
自
ら
往
昔
の

迷
を
傷
み
、
所
愛
の
五
欲
を
厭
患
し
て
永
く
親
近

６
せ
ず
。

と
述
べ
、
こ
れ
に
よ
り
一
切
の
著
心
を
破
す
と
い
う
。
こ
れ
は
外
善
と
異
な
り
、
経
論
で
説
く
禅
定
の
境
地
の
深
ま
り
を
体
験
す
る
過
程

で
現
わ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
仏
法
の
目
指
す
善
で
あ
る
。

次
に

次
第
禅
門

で
は
、
善
根
の
発
相
に
つ
い
て
虚
実
を
験
知
す
る
と
し
て
、
そ
の
発
相
が
本
当
で
あ
る
か
、
魔
が
入
り
込
ん
で
た

ぶ
ら
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
等
の
こ
と
を
検
証
す
る
項
目
を
立
て
る
。
禅
定
に
お
け
る
様
々
な
事
態
を
き
め
細
か
く
論
じ
る
智

の
周
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到
な

え
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

つ
ぎ
に
悪
根
性
に
つ
い
て
、
五
不
善
法
を
挙
げ
る
こ
と
に
つ
き
、

今
、
悪
根
性
の
発
す
る
を
明
か
す
に
、
あ
に
た
だ
五
不
善
法
に
拠
り
て
弁
ぜ
ざ
ら
ん
。
こ
れ
す
な
わ
ち
薬
と
病
と
相
対
し
て
、
法
と

相
と

斉
す
。
行
者
、
禅
定
を
修
せ
ん
と
欲
さ
ば
、
必
ず
す
べ
か
ら
く
よ
く
こ
れ
を
分
別
す

７
べ
し
。

と
言
い
、
悪
は
こ
れ
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
内
善
の
五
門
と
対
応
さ
せ
た
旨
を
述
べ
、
そ
し
て
、

行
人
あ
り
て
禅
定
を
修
す
時
、
煩
悩
罪
垢
深
重
に
し
て
、
ま
た
止
心
静
住
す
る
と
い
え
ど
も
、
上
に
所
説
の
如
き
内
外
の
善
法
は
す

べ
て
一
事
も
発
せ
ず
。
た
だ
煩
悩
の
起
発
を

８
覚
ゆ
。

と
し
て
、
禅
観
中
に
煩
悩
し
か
発
相
し
な
い
場
合
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
五
種
不
善
は
、

①
覚
観

ａ
利
心
中
覚
観

ｂ
半
明
半
昏
心
中
覚
観

ｃ
一
向
昏
迷
心
中
覚
観

②
貪
欲

ａ
外
貪
欲
煩
悩

ｂ
内
外
貪
欲
煩
悩

ｃ
遍
一
切
処
貪
欲
煩
悩

③
瞋
恚

ａ
違
理
瞋

ｂ
順
理
正
瞋

ｃ

論
瞋

④
愚
癡

ａ
計
断
常
癡

ｂ
計
有
無
癡

ｃ
計
世
性
無
癡

⑤
悪
業
障
道

ａ
沈
昏
闇
蔽
障

ｂ
悪
念
思
惟
障

ｃ
境
界
逼
迫
障

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
対
治
法
が
説
か
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

前
に
は
善
根
が
自
ら
発
す
る
に
約
す
る
が
ゆ
え
に
説
く
。
今
は
修
習
の
た
め
の
ゆ
え
に
こ
れ
を

９
説
く
。

と
述
べ
て
い
る
。
対
治
法
は
次
の
五
法
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
内
善
の
五
門

に
対
応
し
て
い
る
。

①
治
覚
観
多
病

ａ
治
利
心
覚
観

ｂ
治
半
明
半
昏
覚
観

ｃ
治
昏
沈
心
中
覚
観
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②
治
貪
欲
多
病

ａ
治
外
貪
欲
多

ｂ
治
内
外
貪
欲
煩
悩

ｃ
治
一
切
処
皆
起
貪
愛

③
治
瞋
恚
多
病

ａ
治
邪
瞋

ｂ
治
正
瞋

ｃ
治
一
切
法
中

論
故
瞋

④
治
愚
癡
多
病

ａ
治
断
常
癡
病

ｂ
治
有
無
癡
病

ｃ
治
世
性
無
癡
発

⑤
治
悪
業
障
道
多
病

ａ
治
沈
昏
闇
塞
障
発

ｂ
治
悪
念
思
惟
障
発

ｃ
治
境
界
逼
迫
障

対
治
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
転
治
・
不
転
治
等
が
詳
述
さ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
は
、
五
門
禅
そ
の
も
の
が
観
法
と
し
て
諸
煩
悩
を
対
治

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
悪
根
性
が
発
相
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
定
的
な
悪
で
は
な
く
、
む
し
ろ
観
心
の
取
り
か
か
り
に
な
る
と

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
種
不
善
の
②
貪
欲
ａ
外
貪
欲
煩
悩
、
お
よ
び
そ
の
対
治
法
を
例
に
と
っ
て
引
用
す
る
と
、

〔
煩
悩
〕
も
し
は
行
人
、
定
を
修
す
る
時
に
当
り
、
貪
欲
心
生
ず
。
も
し
こ
れ
男
子
な
ら
ば
す
な
わ
ち
女
を
縁
じ
、
も
し
こ
れ
女
子

な
ら
ば
す
な
わ
ち
男
子
を
縁
ず
。
そ
の
色
貌
姿
容
威
儀
言
語
を
取
ら
ば
す
な
わ
ち
結
使
の
心
生
じ
て
、
念
念
に
住

10
せ
ず
。

〔
対
治
〕
病
の
発
す
る
は
、
外
境
の
男
女
の
容
色
姿
態
語
言
威
儀
細
滑
等
の
相
に
著
す
る
に
従
る
。
こ
の
故
に
婬
火
熾
然
と
し
て
息

ま
ず
。
対
治
の
法
は
、
ま
さ
に
九
想
観
を
作
さ
し
む

11
べ
し
。

と
、
ど
ち
ら
も
伝
統
的
な
不
浄
観
の
説
明
そ
の
も
の
で
あ
る
。
禅
定
の
実
態
の
中
で
は
、
お
そ
ら
く
悪
根
性
も
善
根
性
も
明
確
な
区
別
や

順
序
は
な
く
、
連
続
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
と

え
ら
れ
る
。
分
析
整
理
す
る
と
上
記
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
が
、
善
悪
こ
も
ご
も
の

自
己
心
こ
そ
が
仏
道
の
場
、
す
な
わ
ち
内
的
な
意
味
で
の
道
場
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

摩

止
観
所
説
の
善
・
悪
・
無
記
観

摩

止
観

で
は
、
善
悪
の
問
題
が
、
と
く
に
悪
に
関
す
る
見
解
、
お
よ
び
善
悪
相
即
の
思
想
の
充
実
に
よ
っ
て
大
き
な
展
開
を
見

二
一
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せ
る
。
こ
こ
で
は
四
種
三
昧
の
う
ち
非
行
非
坐
三
昧
（
覚
意
三
昧
・
隨
自
意
三
昧
）
が
説
か
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
善
悪
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。
非
行
非
坐
三
昧
は

請
観
音
経

等
の
諸
経
に
基
づ
く
行
法
の
場
合
以
外
は
、
観
心
に
あ
た
っ
て
四
運
心
と
い
う
特
殊
な
方
法

が
取
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
未
念
・
欲
念
・
念
・
念
已
の
四
相
に
つ
い
て
心
の
あ
り
様
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
そ
れ
が
無
自
性
空
で
あ

る
こ
と
を
見
極
め
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
結
論
的
に
は
、

行
者
、
す
で
に
心
に
四
相
あ
り
と
知
ら
ば
、
心
の
起
こ
す
と
こ
ろ
の
善
悪
の
諸
念
に
随
っ
て
、
無
住
著
の
智
を
以
っ
て
反
照
し
観
察

12
せ
よ
。

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
す
で
に
善
悪
相
即
の
根
拠
と
し
て
の
無
執
著
、
空
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
諸
善
に
つ
い
て
、

善
事
に
歴
る
に
、
善
事
は
衆
多
な
る
も
し
ば
ら
く
六
度
に
約
す
。
も
し
諸
塵
あ
ら
ば
、
す
べ
か
ら
く
六
受
を
捨
つ
べ
し
。
も
し
財
物

な
け
れ
ば
、
す
べ
か
ら
く
六
作
を
運
す
べ
し
。
捨
運
と
も
に
論
ず
る
に
十
二
事

13
あ
り
。

と
述
べ
、

次
第
禅
門

が
五
門
禅
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
諸
善
を
六
波
羅
蜜
に
代
表
さ
せ
て
い
る
が
、
非
行
非
坐
三
昧
は
定
め
ら
れ
た

道
場
で
の
修
行
で
は
な
い
の
で
、

六
受
（
眼
触
受
・
耳
触
受
・
鼻
触
受
・
舌
触
受
・
身
触
受
・
意
触
受
）

六
作
（
行
・
住
・
坐
・
臥
・
言
語
・
作
）

の
十
二
事
が
止
観
の
対
境
あ
る
い
は
契
機
と
な
る
。
坐
中
の
止
観
に
対
し
て
、
こ
れ
は
歴
縁
対
境
止
観
と
も
い
い
、
天
台
止
観
の
ひ
と
つ

の
特
徴
で
あ
る
。

次
に
諸
悪
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
具
体
的
歴
史
的
な
人
物
に
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
善
悪
の
問
題
を
単
に
観
念
的
で
な
く
、
一

二
一
六

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



個
の
人
間
存
在
の
面
か
ら

え
る
と
き
、
非
常
に
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
前
に
、

摩

止
観

で
は
諸
悪
・
諸
善
が

固
定
的
で
な
く
定
ま
り
な
い
こ
と
を
、
人
天
・
二
乗
・
蔵
教
の
菩
薩
・
通
教
の
菩
薩
・
別
教
の
菩
薩
・
円
教
の
菩
薩
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
論
じ
て

14
い
る
。

〔
人
天
〕
隨
自
意
を
も
っ
て
諸
の
悪
事
に
歴
る
は
、
そ
れ
善
悪
は
定
ま
る
こ
と
な
し
。
諸
蔽
を
悪
と
な
し
、
事
度
を
善
と
な
す
が
如

き
も
、
人
天
の
報
が
尽
き
れ
ば
還
っ
て
三
塗
に

す
。
す
で
に
ま
た
こ
れ
悪
な
り
。

〔
二
乗
〕
二
乗
の
苦
を
出
る
は
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
善
と
な
す
。
二
乗
は
善
な
り
と
い
え
ど
も
、
た
だ
よ
く
自
ら
度
す
の
み
。
善
人

の
相
に
あ
ら
ず
。
…
（
中
略
）
…
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
生
死
、
涅
槃
と
も
に
ま
た
こ
れ
悪
な
る
こ
と
を
。

〔
蔵
教
菩
薩
〕
六
度
の
菩
薩
の
慈
悲
兼
済
す
る
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
善
な
り
と
称
す
。
よ
く
兼
済
す
と
い
え
ど
も
毒
器
に
食
を
貯
え

る
が
如
し
。
食
す
れ
ば
す
な
わ
ち
人
を
殺
す
。
す
で
に
ま
た
こ
れ
悪
な
り
。

〔
通
教
菩
薩
〕
三
乗
同
じ
く
断
ず
る
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
好
な
り
と
称
す
。
し
か
る
に
別
理
を
見
ざ
れ
ば
、
還
っ
て
二
辺
に
属
す
。

無
明
い
ま
だ
吐
か
ざ
れ
ば
、
す
で
に
ま
た
こ
れ
悪
な
り
。

〔
別
教
菩
薩
〕
別
教
は
善
と
な
す
も
、
な
お
方
便
を
帯
し
て
理
に
称
う
こ
と
あ
た
わ
ず
。

〔
円
教
菩
薩
〕
た
だ
円
の
法
の
み
名
づ
け
て
善
と
な
す
。

と
言
う
よ
う
に
、
一
応
は
善
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
こ
と
も
、
観
点
を
移
せ
ば
悪
に
変
わ
る
こ
と
が
四
教
に
か
ら
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
善
悪
に
関
し
て
、
そ
れ
が
一
方
的
図
式
的
な
概
念
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
善
を
行
う
つ
も
り
で
あ
り
な
が
ら
悪
と

な
っ
て
し
ま
う
、
善
な
る
行
為
の
中
に
悪
が
ひ
そ
む
と
い
う
人
間
の
心
の
複
雑
さ
、
不
可
思
議
さ
を
見
据
え
た
議
論
で
あ
ろ
う
。
四
教
の

教
説
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
蔵
教
の
人
・
通
教
の
人
な
ど
と
区
別
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、
つ
き
つ
め
れ
ば
一
個
の
人
間
の
問
題
に
他

二
一
七

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
善
に
お
い
て
執
著
の
気
持
ち
が
生
じ
、
そ
れ
に
滞
れ
ば
逆
に
悪
に
も
な
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
円
教
の
菩
薩
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
で
、
続
け
て
、

も
し
諸
悪
は
悪
に
あ
ら
ず
、
み
な
こ
れ
実
相
な
り
と
達
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
非
道
を
行
じ
て
仏
道
に
通
達
す
。
も
し
仏
道
に
お
い
て

著
を
生
ず
れ
ば
、
甘
露
を
消
せ
ず
、
道
も
非
道
と

15
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
半
の
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
非
道
を
行
う
こ
と
を
奨
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
諸
悪
の
実
相
を
ま
と
も
に
凝

視
す
る
こ
と
が
、
仏
道
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
悪
に
対
す
る
観
に
つ
い
て
は
、

前
に
善
を
観
ず
と
い
え
ど
も
、
そ
の
蔽
息
ま
ず
。
煩
悩
の
浩
然
と
し
て
、
時
と
し
て
起
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
も
し
は
他
を
観
ず
る
に
、

悪
は
ま
た
無
量
な
り
。
ゆ
え
に
一
切
の
世
間
の
不
可
楽
の
想
を
修
す
時
、
す
な
わ
ち
好
人
を
見
ず
。
好
国
土
も

16
な
し
。

と
し
て
、
世
間
の
実
態
を
観
察
す
る
時
、
悪
な
ら
ざ
る
も
の
を
見
な
い
。
だ
か
ら
悪
の
中
に
お
い
て
観
慧
を
修
す
る
し
か
な
い
と
い
う
。

例
え
ば
、
仏
在
世
の
時
は
、
在
家
の
人
も
妻
子
を
持
ち
俗
務
に
あ
り
な
が
ら
道
を
得
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
悪
人
と
さ
れ
な
が
ら
得
道

し
た
人
物
を
挙
げ
て

17
い
る
。

央
掘
摩
羅
（
多
く
の
人
を
殺
し
た
が
、
後
に
慈
悲
深
く
な
っ
た
）

祇
陀
・
末
利
（
飲
酒
を
好
ん
だ
が
、
戒
律
を
持
っ
た
）

和
須
蜜
多
（
不
婬
を
破
っ
た
が
、
梵
行
を
修
し
た
）

提
婆
達
多
（
邪
見
を
も
っ
た
が
、
正
見
を
行
じ
た
）

そ
し
て
、

二
一
八

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



も
し
諸
悪
の
中
に
、
一
向
に
こ
れ
悪
に
し
て
道
を
修
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
、
か
く
の
如
き
諸
人
は
永
く
凡
夫
と
な
ら
ん
。
悪
の
中

に
道
あ
る
を
以
っ
て
の
ゆ
え
に
、
衆
蔽
を
行
ず
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
聖
と
な
る
こ
と
を
得
る
。
ゆ
え
に
知
る
、
悪
も
道
を
妨
げ
ざ

る
こ
と
を
。
ま
た
道
は
悪
を
妨
げ
ず
。
…
（
中
略
）
…
も
し
人
、
性
と
し
て
貪
欲
多
く
、
穢
濁
熾
盛
に
し
て
、
対
治
折
伏
す
と
い
え

ど
も
、
い
よ
い
よ
更
に
増
劇
す
れ
ば
、
た
だ
趣
向
を
恣
に
せ
よ
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
蔽
も
し
起
こ
ら
ざ
れ
ば
観
を
修
す
こ
と

を
得
ざ
れ
ば

18
な
り
。

と
続
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
、
悪
も
止
観
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
悪
が
絶
対
悪
で
絶
対

的
に
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
止
観
を
修
行
し
て
も
仏
道
に
か
な
う
は
ず
が
な
い
の
だ
か
ら
、
悪
そ
の
も
の
に
対
す
る
見
方
も
自
ず

か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
趣
向
を
恣
に
せ
よ

と
は
ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
社
会
的
悪
へ
の
対

応
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
。
天
台
の
止
観
・
観
心
は
、
ま
ず
も
っ
て
自
己
心
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
社
会
性
は
薄

い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
。
し
か
し

世
間
の
不
可
楽
の
想
を
修
す
時
、
好
人
を
見
ず
。
好
国
土
も
な
し
。

と
言
い
、
央
掘

摩
羅
等
の
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
こ
に
は
他
者
や
社
会
に
つ
い
て
も
、
悪
を
悪
と
し
て
知
る
こ
と
が
、
善
に
転
換
す
る
み
ち
す
じ
に
な
る

と
い
う
理
解
が
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
な
お
悪
に
対
す
る
観
の
方
法
も
、
上
述
し
た
四
運
心
に
よ
っ
て
貪
欲
等
が
畢
竟
空
寂
で
あ
る
こ
と

を
知
る
こ
と
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

次
に
無
記
（
不
善
・
不
悪
）
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
観
ず
る
を
須
い
る
ゆ
え
ん
は
、
人
の
根
性
に
、
性
と
し
て
善
を
な
さ
ず
、
ま
た
悪
を
な
さ
ざ
る
も
の
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
隨

自
意
の
出
世
の
因
縁
な
し
。
こ
の
人
を
い
か
ん

19
せ
ん
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
説
明
で
、
善
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
無
記
よ
り
も
む
し
ろ
悪
の
方
が
止
観
の
契
機
と

二
一
九

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

四

悪
の
観
に
関
す
る
問
題

こ
こ
で
悪
に
関
す
る
若
干
の
問
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
こ
の
止
観
に

勧
修

の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
四
種
三
昧
の
他
の
三
三
昧
に
は
、
そ
の
功
徳
を
説
い
て
修
行
を
奨
励
す

る
こ
と
が
あ
る
が
、
非
行
非
坐
三
昧
に
は
こ
れ
が
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
三
昧
に
は
悪
の
こ
と
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

六
蔽
の
非
道
は
す
な
わ
ち
解
脱
の
道
な
れ
ど
、
鈍
根
に
し
て
障
重
き
者
は
聞
き
お
わ
っ
て
沈
没
す
。
も
し
さ
ら
に
勧
修
す
れ
ば
、
旨

を
失
う
こ
と
い
よ
い
よ
甚
だ
し
。

河
の
北
に
大
乗
空
を
行
ず
る
人
あ
り
。
禁
な
く
し
て
蛇
を
捉
え
る
者
な
り
。
…
（
中
略
）
…
そ

の
先
師
は
善
法
に
お
い
て
観
を
な
す
も
、
久
し
き
を
経
れ
ど
も
徹
せ
ず
。
心
を
放
っ
て
悪
法
に
向
か
い
観
を
な
す
に
、
少
し
の
定
心

を
獲
て
薄
く
空
の
解
を
生
ず
。
根
縁
を
知
ら
ず
、
仏
智
を
達
ら
ず
。
純
ら
こ
の
法
を
も
っ
て
一
向
に
人
に

20
教
う
。

等
と
言
い
、
悪
趣
空
に
堕
ち
入
り
、
そ
こ
に
安
住
し
て
自
慢
げ
に
布
教
す
る
者
へ
の
強
い
批
判
を
具
体
的
に
述
べ
る
。
そ
れ
は
智

当
時

の
歴
史
的
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
っ
て
、
悪
を
止
観
の
観
境
と
す
る
こ
と
が
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
、
強
く
釘
を
刺
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

次
に
、
根
と
遮
（
罪
障
）
の
四
句
に
よ
る
判
断
で
、
止
観
に
よ
り
善
に
入
る
人
の
区
別
を
確
認
し
て
、
こ
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

根
が
利
で
、
遮
の
無
い
者
（
舎
利
弗
な
ど
）

根
が
利
で
、
遮
の
有
る
者
（
阿

世
・
央
掘
摩
羅
な
ど
・
今
の
行
者
が
悪
法
中
に
止
観
を
修
す
場
合
）

二
二
〇

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



根
が
鈍
で
、
遮
の
無
い
者
（
周
利
槃
特
な
ど
）

根
が
鈍
で
、
遮
の
有
る
者
（
行
悪
の
人
・
止
観
を
修
さ
な
い
人
）

そ
し
て
、

善
は
理
を
扶
く
と
い
え
ど
も
道
は
止
観
に
よ
り
、
悪
は
理
に

く
と
い
え
ど
も
根
が
利
な
れ
ば
遮
を
破
す
。
た
だ
道
の
み
こ
れ
尊
し
。

あ
に
悪
の
た
め
に
し
か
も
止
観
を
廃
す
べ

21
き
や
。

と
結
ん
で
い
る
。
四
句
に
分
別
す
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
図
式
的
に
表
さ
れ
る
が
、
鈍
根
で
罪
障
が
あ
っ
て
も
、
止
観
を
修
す
と
い
う
縁
と

発
心
が
あ
れ
ば
、
仏
道
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
止
観
の
重
要
さ
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
悪
観
の
と
こ
ろ
で
は
、
懺
悔
の
こ
と
に
は
直
接
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
や
や
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。
当
然
、
言
及
さ
れ

て
し
か
る
で
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
他
の
と
こ
ろ
で
は
、

も
し
事
の
中
の
重
罪
を
犯
す
は
、
四
種
三
昧
に
よ
る
時
は
、
す
な
わ
ち
懺
法

22
あ
り
。

持
戒
清
浄
、
懇
惻
の
懺
悔
は
と
も
に
止
観
の
初
縁
と

23
な
す
。

等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
止
観
を
修
す
と
い
う
こ
と
に
、
懺
悔
の
こ
と
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
善
悪
相
即
思
想
は
、
上
来
の
引
用
中
に
も
端
々
に
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
悪
も
止
観
の
契
機
と
な
る
こ
と
の
思
想
的

根
拠
で
あ
る
。
い
ま

法
華
玄
義

よ
り
、
こ
の
思
想
が
明
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
お
く
。

凡
夫
の
心
の
一
念
に
す
な
わ
ち
十
界
を
具
し
、
悉
く
悪
業
の
性
相
あ
り
。
た
だ
悪
の
性
相
は
、
す
な
わ
ち
善
の
性
相
な
る
の
み
。
悪

に
由
り
て
善
あ
り
、
悪
を
離
れ
て
善

24
な
し
。

小
乗
の
ご
と
き
は
、
悪
の
中
に
善
な
く
、
善
の
中
に
悪
な
き
を
明
か
す
。
…
…
大
乗
の
観
心
の
ご
と
き
は
、
悪
心
を
観
ず
る
に
、
悪

二
二
一

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



心
に
あ
ら
ず
。
ま
た
悪
に
即
し
て
し
か
も
善
な
り
。
ま
た
す
な
わ
ち
悪
に
あ
ら
ず
善
に
あ
ら
ず
。
善
心
を
観
ず
る
に
、
善
心
に
あ
ら

ず
。
ま
た
善
に
即
し
て
し
か
も
悪
な
り
。
ま
た
善
に
あ
ら
ず
悪
に
あ

25
ら
ず
。

五

む

す

び

以
上
の

察
に
よ
り
、
ま
ず
天
台
の
禅
観
・
止
観
に
お
い
て
善
と
と
も
に
悪
も
、
観
心
の
契
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
善
悪
は
ど
ち
ら
も
絶
対
的
決
定
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
修
行
者
の
道
を
求
め
る
心
（
止
観
の
実
践
）
に
よ
っ
て
悪
も
善
に
な
る
の

で
あ
り
、
ま
た
善
も
そ
れ
に
執
著
し
、
そ
こ
に
滞
れ
ば
仏
道
の
妨
げ
、
す
な
わ
ち
悪
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
悪
に
つ
い
て
言
え
ば
、
智

に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
悪
の
概
念
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
次
々
に
わ
き
起
こ
る
悪
を
自
己
に
偽
る
こ
と
な
く
見
つ
め
る
こ
と
が
、

仏
道
の
第
一
歩
で
あ
る
と

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
台
止
観
が
妄
心
の
一
念
の
観
察
か
ら
出
発
す
る
こ
と
か
ら
の

当
然
の
帰
着
で
も
あ
る
。
善
悪
相
即
論
も
、
そ
の
表
現
に
と
ら
わ
れ
る
と
安
易
な
結
論
に
お
ち
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
人
間
存
在
、
そ
し

て
そ
の
心
の
不
可
思
議
さ
を
真
っ
向
か
ら
凝
視
し
た
上
で
の
、
善
悪
相
即
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
智

の
思
想
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

注１

如
来
性
悪
思
想
に
つ
い
て
は
、
安
藤
俊
雄
著

天
台
性
具
思
想
論

（
法
蔵
館
、
五
九
〜
九
一
頁
）、
同

天
台
学
｜
根
本
思
想
と
そ
の
展

開
｜

（
平
楽
寺
書
店
、
三
八
七
〜
四
一
八
頁
）、
佐
藤
哲
英
著

天
台
大
師
の
研
究

（
百
華
苑
、
四
七
五
〜
四
九
六
頁
）、
同

続
・
天
台

大
師
の
研
究

（
百
華
苑
、
四
一
一
〜
四
二
七
頁
）、
大
野
栄
人
著

天
台
止
観
成
立
史
の
研
究

（
法
蔵
館
、
六
七
九
〜
六
九
〇
頁
）
等
参

照
。
な
お
本
論
で
は
他
に
、
田
村
芳
朗
著

仏
教
に
お
け
る
悪
の
問
題

（

理
想

四
六
九
号
所
収
）、
同

善
悪
一
如

（

仏
教
思
想

二
二
二

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



２
・
悪

、
平
楽
寺
書
店
、
所
収
）、
坂
本
廣
博
著

摩

止
観

に
お
け
る
虚
実

（

日
本
仏
教
学
会
年
報

四
八
号
所
収
）
等
を
参

に
し
た
。

２

次
第
禅
門

（
大
正
四
六
・
四
九
四
・
上
）

３

同
（
四
九
四
・
中
）

４

こ
の
業
相
は
智

も
、
そ
の
師
匠
で
あ
る
南
岳
慧
思
も
非
常
に
気
し
て
い
る
が
、
実
際
に
心
に
現
前
し
て
く
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

摩

止
観

（
大
正
四
六
・
一
一
二
・
上
）
に
習
因
と
報
因
を
含
め
六
種
を
明
か
し
て
い
る
。
な
お
村
中
祐
生
著

大
乗
の
修
観
形
成
史
研

究

（
山
喜
房
、
三
九
頁
）
参
照
。

５

次
第
禅
門

（
大
正
四
六
・
四
九
四
・
下
）

６

同
（
四
九
五
・
中
）

７

同
（
五
〇
一
・
中
）

８

同
（
五
〇
一
・
中
）

９

同
（
五
〇
二
・
中
）

10

同
（
五
〇
一
・
中
〜
下
）

11

同
（
五
〇
二
・
下
）

12

摩

止
観

（
大
正
四
六
・
一
五
・
下
）

13

同
（
一
五
・
下
）

14

同
（
一
七
・
中
）

15

同
（
一
七
・
中
）

16

同
（
一
七
・
下
）

17

同
（
一
七
・
下
）

18

同
（
一
七
・
下
）

19

同
（
一
八
・
中
）

20

同
（
一
八
・
下
）

二
二
三

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）



21

同
（
二
〇
・
上
）

22

同
（
三
九
・
下
）

23

同
（
四
一
・
下
）

24

法
華
玄
義

（
大
正
三
三
・
七
四
四
・
下
）

25

同
（
七
九
八
・
下
）

二
二
四

天
台
教
学
に
お
け
る
善
悪
の
問
題
（
塩
入
法
道
）
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