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序
　
説

一
　
仏
教
に
お
け
る
行
為
の
否
定
的
評
価

　
わ
れ
わ
れ
は
日
常
、
何
ら
か
の
行
為
を
す
る
が
、
行
為
が
成
立
す

る
と
き
、
そ
の
主
体
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
対
象
に
対
し
て
作
用
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
主
体
は
必
ず
「
場
」
を
有
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
あ
る
人
が
犬
を
見
る
と
い
う
行
為
を
し
た
と
き
、
そ
の
者

は
あ
る
場
に
お
い
て
そ
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
。
犬
を
見
た
場
は
路

上
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
室
内
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
行
為
主
体
は
自
ら
の
行
為
が
可
能
と
な
る
べ
き
場
あ
る
い
は

「
器
」
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
例
外
的
ケ
ー
ス
を
除
い
て
人
間
は
集
団
の
一
員
と
し
て
生
存
す
る

が
、
仏
教
で
は
こ
の
人
間
の
集
団
の
こ
と
を
「
世
間
」（
ロ
ー
カ
）

と
呼
ぶ
。
一
方
、
人
々
が
行
為
主
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
の
大

地
、
山
河
な
ど
は
「
器
世
間
」（
バ
ー
ジ
ャ
ナ
・
ロ
ー
カ
）
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
世
間
の
行
為
の
場
が
器
世
間
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
行
為
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
一
定
の
巾
の
時
間
が
必
要
で

あ
る
。
行
為
は
空
間
的
な
場
の
他
に
時
間
と
い
う
場
を
有
す
る
。
つ

ま
り
、
行
為
の
場
は
空
間
お
よ
び
時
間
の
両
者
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
に
お
い
て
、
あ
る
い
は

そ
れ
ぞ
れ
に
許
さ
れ
た
時
間
の
中
で
行
為
を
行
う
。
各
個
体
は
一
定

の
空
間
あ
る
い
は
時
間
の
中
で
な
さ
れ
た
行
為
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
積

を
生
き
た
証
し
と
し
て
残
し
て
き
た
。
こ
の
行
為
の
集
積
は
個
体
が
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残
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
と
い
う
集
団
も
地
球
、
地

域
、
国
な
ど
を
場
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
途
方
も
な
い
行
為
量
の
集
積

を
歴
史
と
し
て
残
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
仏
教
の
伝
統
で
は
個
々
の
人
間
の
行
為
量
は
「
業
」（
カ
ル
マ
）

と
呼
ば
れ
る
。
仏
教
史
に
お
け
る
人
間
の
集
団
に
よ
る
行
為
量
が
問

題
と
な
っ
た
こ
と
が
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
初

期
仏
教
（
仏
教
誕
生
〜
紀
元
前
後
）
お
よ
び
中
期
仏
教
（
紀
元
前
後

〜
六
〇
〇
年
頃
）
に
お
い
て
は
一
人
の
人
間
の
行
為
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

集
積
が
主
要
な
考
察
対
象
と
な
っ
た
。
個
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
積

に
対
し
て
仏
教
が
下
し
た
評
価
は
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
各
人
が
許
さ
れ
た
時
間
の
中
で
積
み
重
ね
る
行
為
量
の
総
体

は
、
悟
り
を
得
る
た
め
に
は
障
害
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
後
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
あ
っ
て
は
「
聖
な
る
も
の
」
と

「
俗
な
る
も
の
」、
お
よ
び
「
浄
な
る
も
の
」
と
「
不
浄
な
る
も
の
」

と
い
う
二
組
の
概
念
を
操
作
概
念
と
し
て
用
い
よ
う
と
思
う
が
、
仏

教
に
お
け
る
行
為
の
評
価
を
そ
れ
ら
の
二
組
の
概
念
を
用
い
る
な
ら

ば
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
悟
り
は
「
浄
な
る
も
の
」
に
し
て
「
聖
な
る
も
の
」

で
あ
り
、
行
為
は
悟
り
の
獲
得
の
た
め
に
は
否
定
さ
る
べ
き
「
不
浄

な
る
も
の
」
に
し
て
「
俗
な
る
も
の
」
で
あ
る
。「
不
浄
に
し
て
俗

な
る
も
の
」
で
あ
る
業
が
な
く
な
っ
た
と
き
、「
浄
に
し
て
聖
な
る

も
の
」
で
あ
る
悟
り
が
顕
現
す
る
。
悟
り
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な

個
人
的
宗
教
行
為
に
あ
っ
て
は
、「
聖
な
る
も
の
」
と
「
浄
な
る
も

の
」
は
同
じ
も
の
と
な
り
、「
俗
な
る
も
の
」
と
「
不
浄
な
る
も

の
」
は
等
し
く
な
る
。
一
方
、
葬
儀
な
ど
の
集
団
的
宗
教
行
為
に

あ
っ
て
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
時
間
・
空
間
の
中
で
「
浄
な
る
も

の
」
と
「
不
浄
な
る
も
の
」
と
が
現
れ
る
（「
聖
な
る
も
の
」
と

「
俗
な
る
も
の
」、
お
よ
び
「
浄
な
る
も
の
」
と
「
不
浄
な
る
も
の
」

と
い
う
二
組
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
立
川
武
蔵
『
聖
な
る
も
の
　
俗

な
る
も
の
│
│
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・
セ
オ
ロ
ジ
ー
Ｉ
│
│
』
講
談
社
、

二
〇
〇
六
年
、
一
二
六
〜
一
二
七
頁
参
照
）。

　
も
っ
と
も
仏
教
史
を
通
じ
て
業
は
一
貫
し
て
否
定
的
評
価
を
得
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド
後
期
仏
教
に
お
い
て
重
要

な
位
置
を
占
め
た
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
業
す
な
わ
ち
行

為
の
集
積
は
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
た
。
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
台

頭
以
前
か
ら
、
行
為
を
身
体
的
（
身
）、
言
語
的
（
口
）
お
よ
び
心

的
な
も
の
（
意
）
の
三
種
（
三
葉
）
に
分
け
る
態
度
が
見
ら
れ
た

が
、
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
お
い
て
こ
の
「
身
口
意
の
三
業
」
は
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「
三
密
」
と
呼
ば
れ
、「
浄
に
し
て
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
肯
定
的
な

側
面
を
有
す
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
史

に
お
い
て
は
、
行
為
が
肯
定
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
な
く

は
な
か
っ
た
が
、
一
般
的
に
は
行
為
は
最
終
的
目
標
で
あ
る
悟
り
を

得
る
た
め
に
取
り
除
か
れ
る
べ
き
障
害
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
否
定

的
な
評
価
を
受
け
て
き
た
。

　
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
綱
要
書
で
あ
る
『
倶
舎
論
』
も
行
為
（
業
）

に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の

著
作
こ
そ
仏
教
に
お
い
て
行
為
に
対
す
る
否
定
的
評
価
の
伝
統
を
培

う
こ
と
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
論
書
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
人
間
の
行
為
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
下
す
と
い
う
仏
教
の
一

般
的
態
度
は
、
し
か
し
、
人
間
の
生
存
そ
の
も
の
を
価
値
な
き
も
の

と
し
て
否
定
し
去
る
こ
と
を
目
指
し
て
は
い
な
い
。
た
し
か
に
『
倶

舎
論
』
は
少
な
く
と
も
全
体
で
は
、
生
産
量
の
拡
大
、
財
の
蓄
積
と

い
っ
た
一
般
的
社
会
的
行
為
を
薦
め
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

日
常
的
な
願
望
で
す
ら
心
の
汚
れ
（
煩
悩
）
と
し
て
否
定
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、『
倶
舎
論
』
を
始
め
と
し
て
仏
教

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
論
書
や
経
典
は
、
そ
の
行
為
の
否
定
を
通
じ

て
ま
だ
否
定
さ
れ
て
い
な
い
「
俗
な
る
」
あ
り
方
を
超
え
た
「
肯
定

さ
る
べ
き
」
あ
り
方
に
到
達
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
肯
定
さ

る
べ
き
も
の
と
は
、「
俗
な
る
あ
り
方
」
を
「
聖
な
る
も
の
」
へ
と

変
換
さ
せ
る
何
も
の
か
で
あ
ろ
う
。『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
行

為
否
定
の
思
想
は
、
欲
望
の
実
現
の
た
め
に
ひ
た
走
り
に
走
り
続
け

る
人
間
の
行
為
を
変
質
さ
せ
る
指
針
を
秘
め
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ

る
。

二
　
行
為
促
進
の
道
と
行
為
寂
滅
の
道

　
古
来
イ
ン
ド
で
は
、
人
生
に
対
す
る
異
な
っ
た
二
つ
の
態
度
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
二
つ
と
は
、
人
間
の
欲
望
を
可
能
な

か
ぎ
り
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
行
為
促
進
の
道
」（
プ
ラ
ヴ
リ
ッ

テ
ィ
・
マ
ー
ル
ガ
）
と
、
行
為
か
ら
退
き
欲
望
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑

制
し
よ
う
と
す
る
「
行
為
寂
滅
の
道
」（
ニ
ヴ
リ
ッ
テ
ィ
・
マ
ー
ル

ガ
）
で
あ
る
。
名
誉
（
ダ
ル
マ
）、
財
（
ア
ル
タ
）、
愛
欲
の
対
象

（
カ
ー
マ
）
お
よ
び
解
脱
（
モ
ー
ク
シ
ャ
、
こ
の
輪
廻
の
世
界
か
ら

の
脱
出
）
が
古
代
イ
ン
ド
で
考
え
ら
れ
た
人
生
の
四
目
的
で
あ
る
。

は
じ
め
の
三
つ
は
、
行
為
促
進
の
道
の
目
的
で
あ
っ
た
。
第
四
が
行

為
寂
滅
の
道
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
道
は
出
家
者
た
ち
に
よ
っ

て
歩
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
の
目
的
で
あ
る
解
脱
に
到
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達
す
る
た
め
に
は
、
名
誉
、
財
お
よ
び
愛
欲
の
対
象
と
い
う
三
つ
の

目
的
、
す
な
わ
ち
世
界
的
繁
栄
（
ア
ビ
ヴ
ダ
ヤ
）
を
追
求
す
る
こ
と

を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
解
脱
を
求
め
る
出
家
僧
た
ち
は
、
名
誉
を
求
め
る

こ
と
も
な
く
、
財
を
蓄
積
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
ま
し
て
愛
欲
の

対
象
で
あ
る
異
性
に
触
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。『
倶
舎
論
』
が
追

求
す
る
人
間
像
は
、
ま
さ
し
く
解
脱
を
得
る
べ
く
行
為
す
る
人
間
の

そ
れ
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
『
倶
舎
論
』
は
前
者
の
「
行
為
促
進
の

道
」
を
で
は
な
く
、
後
者
の
「
行
為
寂
滅
の
道
」
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
出
家
僧
の
集
団
と
い
っ
た
特
殊
社
会
で
は
な
く
、
古
代
イ
ン
ド
の

一
般
社
会
に
あ
っ
て
は
、
前
者
の
態
度
、
つ
ま
り
欲
望
の
一
層
の
拡

大
と
そ
の
実
現
が
追
及
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
古
代
イ

ン
ド
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
時
代
と
地
域
を
問
わ
ず
、
イ
ン
ド

風
に
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
「
行
為
促
進
の
道
」
を
歩
ん
で
き

た
と
い
え
よ
う
。
特
に
近
現
代
の
人
間
た
ち
に
と
っ
て
、
欲
望
の
拡

大
と
そ
の
実
現
を
望
む
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う

よ
り
も
当
然
の
権
利
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
現
代
の
人
間
は
「
行

為
促
進
の
道
」
を
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
な
生
活
モ
デ
ル
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ

た
、
と
多
く
の
人
が
感
じ
始
め
て
い
る
。
も
し
も
こ
の
ま
ま
「
行
為

促
進
の
道
」
を
歩
き
続
け
る
な
ら
ば
、
人
類
は
自
分
た
ち
の
生
存
の

器
す
な
わ
ち
器
世
間
を
「
食
い
尽
く
し
」
て
し
ま
い
、
人
類
の
滅
亡

は
必
至
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
近
代
以
降
の
人
間
た
ち
の
業

が
自
分
た
ち
を
ど
こ
に
導
い
て
き
た
か
を
見
れ
ば
、
人
間
は
自
分
た

ち
の
欲
望
を
抑
制
し
、
行
為
の
基
準
を
考
え
直
す
時
に
至
っ
た
こ
と

が
明
白
と
な
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
行
為
に
対
し
て
何
ら
か
の
抑
止
あ
る
い

は
否
定
を
考
え
る
際
、「
行
為
寂
滅
の
道
」
は
わ
れ
わ
れ
に
貴
重
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
『
倶
舎
論
』
は
紀

元
四
〇
〇
年
頃
の
著
作
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
『
倶
舎
論
』
の
著
さ

れ
た
時
代
と
は
異
な
っ
た
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
古
代
の
論
書

が
述
べ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
適
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
『
倶
舎
論
』
あ
る
い
は
仏
教
の
有

す
る
「
古
代
的
思
惟
と
し
て
の
制
約
」
を
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
受
け
取
る
の
か
を
考
察
し
た
後
に
お
い
て
は
じ
め
て
、「
行
為
寂

滅
の
道
」
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
、
わ
れ
わ
れ
は
『
倶
舎

論
』
の
有
す
る
歴
史
的
限
定
を
明
確
に
す
る
と
い
う
作
業
と
『
倶
舎
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論
』
か
ら
何
か
を
学
ぶ
と
い
う
作
業
と
の
二
つ
を
な
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

三
　『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
「
個
」
と
社
会

　『
倶
舎
論
』
は
、
ま
ず
世
界
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
る

か
を
考
察
し
た
後
、
修
行
者
が
悟
り
を
得
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な

実
践
が
必
要
か
を
述
べ
る
。
人
は
心
の
汚
れ
で
あ
る
煩
悩
に
ま
み

れ
、
行
為
（
業
）
が
次
々
と
生
み
だ
す
結
果
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い

る
。
煩
悩
す
な
わ
ち
欲
望
、
そ
れ
に
突
き
動
か
さ
れ
た
行
為
お
よ
び

そ
の
結
果
と
の
連
鎖
は
い
つ
ま
で
も
続
く
。
こ
の
よ
う
に
業
に
縛
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
を
苦
し
み
の
世
界
の
中
に
沈
め
続
け
る
。
業

に
よ
っ
て
縛
ら
れ
た
状
態
か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
人
は
煩
悩
と
業

を
止
滅
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
仏
教
徒
に
と
っ
て
修
行
と
は
、

業
と
煩
悩
を
滅
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
修
行
が
成
就
し
た
と
き
に

は
智
恵
、
悟
り
が
現
わ
れ
る
（
立
川
武
蔵
『
初
め
て
の
イ
ン
ド
哲

学
』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
、
七
一
〜
七
三
頁
参
照
）。

　『
倶
舎
論
』
の
内
容
は
簡
単
に
い
え
ば
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ま
れ
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
倶
舎
論
』
で
は
自
分
の
直
接
的
対
象
に
向

か
っ
て
行
為
を
な
し
て
い
る
一
人
の
人
間
の
あ
り
方
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。『
倶
舎
論
』
の
扱
う
世
界
で
は

「
他
者
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」、「
社
会
と
自
己
と
の
関
係
は
ど
う
な

る
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
紀
元
五
世
紀
頃
の
著
作
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
問
を
ぶ
つ
け
て
み

て
も
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
仏
教
概
論
に
お
い
て
宗
教

実
践
の
主
体
が
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
自
身
の
身
体
的
・

精
神
的
状
態
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
僧
侶
が
生
き
て
い
る
社
会
で
も

国
家
で
も
な
い
。『
倶
舎
論
』
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
宗
教
行
為
に

は
、
年
中
行
事
と
し
て
の
祭
な
ど
の
集
団
的
儀
礼
行
為
は
含
ま
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
著
作
は
個
々
人
の
人
生
の
節
目
ご
と
に
行
わ
れ

る
人
生
儀
礼
の
次
第
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
周
知

の
事
実
を
問
い
直
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ほ

ど
述
べ
た
『
倶
舎
論
』
の
有
す
る
歴
史
的
限
定
を
明
確
に
す
る
と
い

う
作
業
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
『
倶
舎

論
』
が
出
家
僧
に
対
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
当
時
の
仏
教
僧
た
ち
は
毎
日
の
食

料
を
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
宿
泊
す
る
た
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め
の
家
屋
は
施
主
た
ち
が
建
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
仏

教
僧
た
ち
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
社
会
に
「
属
し
て

い
た
」
の
で
あ
る
。『
倶
舎
論
』
の
中
に
社
会
に
対
す
る
態
度
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
、
と
わ
た
し
に
は
思
え

る
。『
倶
舎
論
』
の
著
さ
れ
る
以
前
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
世
界
に

あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
思
想
書
が
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
心
身
の
構
造
と
一
人
の
僧
侶
の
修
行
の
過
程
を
述
べ
る
こ
と
の
み

に
関
わ
っ
た
『
倶
舎
論
』
と
い
う
著
作
が
仏
教
の
基
本
的
論
書
と
し

て
今
日
に
至
る
ま
で
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
わ
た
し
に
は
む
し

ろ
不
思
議
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
と
共
に
仏
教
の
中
に
あ
っ
て
も
、

世
界
の
構
成
要
素
、
社
会
の
構
造
、
人
間
の
感
官
の
種
類
と
機
能
、

行
為
の
社
会
的
意
味
、
社
会
的
倫
理
、
精
神
的
至
福
の
獲
得
の
た
め

の
実
践
方
法
な
ど
を
体
系
的
に
扱
っ
た
古
典
が
で
き
あ
が
っ
て
い
て

も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
す
く
な
く
と
も
近
代
に
お
い
て
は

出
現
し
て
い
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　『
倶
舎
論
』
の
内
容
は
現
代
人
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。『
倶
舎
論
』
は
今
述
べ
た
よ
う
な
限
定
的
側

面
を
有
し
な
が
ら
も
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な

い
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
示
唆
を
受
け
取
る
た

め
に
こ
そ
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　『
倶
舎
論
』
の
扱
っ
て
い
る
行
為
主
体
は
原
則
と
し
て
個
体
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
今
日
の
社
会
で

は
「
個
体
」
の
あ
り
方
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
現
代
人
は
、

こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
変
容
を
続
け
る
社
会
の

中
で
ま
す
ま
す
画
一
化
、
均
質
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
他
の
誰
と
も
異

な
っ
た
か
け
が
え
の
な
い
個
体
で
は
す
で
に
な
く
、
個
々
人
は
誰
と

で
も
交
換
可
能
な
一
片
の
情
報
量
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
存
在
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
た
し
か
に
、
個
体
は
社
会
の
中
の
小
さ
な
歯
車
に
す
ぎ

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
社
会
の
あ
り
方
は
個
人
に
よ
っ
て
大

き
く
変
化
す
る
側
面
も
か
な
り
多
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
死
と
い
う

い
か
な
る
個
体
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
件
は
、
最
終
的
に
は

個
体
自
身
の
問
題
と
な
る
。
古
代
か
ら
続
く
こ
の
問
題
を
見
つ
め
な

が
ら
生
き
て
い
る
人
も
多
い
。『
倶
舎
論
』
に
現
代
の
個
々
人
が
耳

を
傾
け
る
意
味
は
た
し
か
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

　
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
特
質
は
、
他
の
宗
教
と
比
較
し
た
場
合
に
よ

り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
と

仏
教
的
な
伝
統
と
の
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
前
者
で
は
社
会
、
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民
族
な
ど
が
行
為
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
複
数

の
人
間
が
存
在
し
て
社
会
を
形
成
し
、
神
に
向
き
合
っ
て
い
る
が
、

後
者
に
あ
っ
て
は
一
人
の
人
間
が
世
界
あ
る
い
は
仏
に
向
き
合
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
基
礎
理
論
と
し
て
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教

に
お
い
て
は
部
族
、
国
家
、
異
文
化
の
人
々
と
い
っ
た
観
点
が
欠
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
の
基
礎
的
な
性
格
の
一
つ
で

あ
り
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
が
宗
教
と
呼
ん
で
い
る
行
為
形
態
は
、
常
に
個
人
の
精

神
的
救
済
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
人

び
と
に
と
っ
て
個
々
人
の
精
神
的
な
平
安
・
寂
静
は
、
少
な
く
と
も

イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
行
者
に
お
け
る
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
パ
レ
ス
チ

ナ
や
イ
ラ
ク
は
、
人
々
が
悟
り
を
得
る
た
め
に
瞑
想
に
専
念
し
て
い

る
と
い
う
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
の
人
々
も

武
器
を
持
つ
こ
と
な
く
瞑
想
や
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
人
々
で
は
な

い
。
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
一
人
の
行
為
主
体
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ム
教

徒
が
視
野
に
入
れ
る
行
為
対
象
は
、
個
人
的
神
秘
主
義
の
傾
向
が
強

い
シ
ー
ア
派
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
、
一
般

に
そ
の
主
体
自
身
の
精
神
状
況
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
体
系
は
個
人
が
悟
り
を
得
る
た
め
に
業
と
煩

悩
を
滅
し
て
い
く
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
業
と
煩

悩
を
滅
し
て
悟
り
を
開
く
べ
く
努
力
す
る
と
い
う
態
度
は
、
現
代
に

お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
具
体
的
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
業
と
煩
悩
を
滅

し
て
個
人
の
精
神
的
救
済
を
目
指
す
と
い
う
方
法
は
二
五
〇
〇
年
の

仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
主
要
な
宗
教
実
践
の
方
法
で
あ
り
得
た
と
し

て
も
、
今
、
さ
ら
に
は
未
来
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
な
意
義

を
持
ち
う
る
の
か
。
も
し
も
意
義
が
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う

か
。

四
　
近
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
衰
退

　
仏
教
が
イ
ン
ド
で
あ
る
程
度
の
勢
力
を
持
ち
え
た
の
は
、
そ
の
歴

史
の
前
半
の
約
一
〇
〇
〇
年
間
で
あ
り
、
後
半
の
約
七
、
八
〇
〇
年

間
は
仏
教
が
そ
の
力
を
失
っ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
西
域

を
通
っ
て
中
国
に
伝
播
し
た
。
仏
教
は
四
〜
五
世
紀
に
は
中
央
ア
ジ

ア
に
か
な
り
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
。
玄
奘
三
蔵
は
七
世
紀
中
葉
、

イ
ン
ド
へ
旅
立
ち
、
途
中
で
中
央
ア
ジ
ア
の
高
昌
国
に
立
ち
寄
っ

た
。
そ
の
際
、
非
常
な
も
て
な
し
を
受
け
た
が
、
彼
が
十
数
年
の
留

学
を
終
え
て
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
高
昌
国
は
滅
ん
で
い
た
、
と
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い
う
。
こ
の
国
は
当
時
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
残
っ
て
い
た
仏
教

国
の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
最
後
の
国
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
西
域
の
仏
教
は
は
や
ば
や
と
亡
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
唐
よ
り
後
の
中
国
に
お
い
て
仏
教
は
今
日
に
至
る
ま
で
そ
れ
ほ
ど

の
勢
力
を
得
て
い
な
い
。
ロ
シ
ア
領
に
含
ま
れ
る
外
蒙
古
に
お
け
る

仏
教
の
勢
力
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
内
蒙
古
に
お
い
て
は
最
近
、
チ
ベ
ッ
ト
系
仏
教
の
復
興

の
兆
し
が
あ
る
が
、
そ
の
力
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト

の
仏
教
は
半
世
紀
前
、
決
定
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
二
十
世
紀
前
半

ま
で
の
チ
ベ
ッ
ト
は
い
わ
ゆ
る
帝
国
主
義
の
矛
先
を
な
ん
と
か
か
わ

す
こ
と
は
で
き
た
。
し
か
し
、
次
の
共
産
主
義
の
進
出
に
は
ひ
と
た

ま
り
も
な
か
っ
た
。
近
現
代
社
会
に
対
す
る
準
備
が
な
か
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ネ
パ
ー
ル
の
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
に
お
け
る
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
徒
は

わ
ず
か
十
数
万
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
前
途
は
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は

な
い
。
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
徒
の
み
な
ら
ず
、
ネ
パ
ー
ル
全
体
が
共
産
主

義
と
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。
今
日
、「
共
産
主
義
」

と
い
っ
て
も
ど
の
よ
う
な
主
義
主
張
を
有
し
て
い
る
の
か
は
一
定
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
ネ
ワ
ー
ル
仏
教
が
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
共
産

主
義
の
主
張
に
対
し
て
明
確
に
し
て
建
設
的
な
主
張
を
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

　
タ
イ
は
「
仏
教
国
」
と
し
ば
し
ば
呼
ば
れ
る
よ
う
に
仏
教
の
勢
力

が
か
な
り
残
っ
て
い
る
地
域
で
は
あ
る
。
国
民
の
す
べ
て
の
成
人
男

子
は
三
ヶ
月
間
仏
教
僧
と
な
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
タ
イ
と
い
う
国
に
お
い
て
仏
教
が
国
家
的
な
規
模
に
お
い

て
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
の
最
近

の
政
治
的
状
況
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
国
に
お
け
る
仏
教
の
勢
力
が

従
来
の
よ
う
に
は
国
民
生
活
の
中
で
生
き
て
は
い
な
い
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
タ
イ
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
抗
争
と
い

う
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
問
題
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
。

　
ラ
オ
ス
に
お
い
て
も
、
タ
イ
の
場
合
と
同
じ
く
成
人
男
子
は
三
ヶ

月
間
、
仏
教
寺
院
に
お
け
る
僧
侶
生
活
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

首
都
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
寺
院
に
は
か
な

り
の
数
の
若
い
比
丘
た
ち
が
修
行
を
し
て
お
り
、
一
見
、
仏
教
は
隆

盛
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
国
の
仏
教
寺
院
お

よ
び
僧
た
ち
は
厳
し
い
社
会
主
義
国
家
の
規
制
の
許
に
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
国
に
お
け
る
仏
教
は
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
仏

教
と
同
様
に
、
今
後
、
社
会
主
義
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
保
つ
べ
き
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か
と
い
う
困
難
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　
ベ
ト
ナ
ム
仏
教
も
一
九
三
〇
年
以
降
、「
共
産
主
義
」
と
「
資
本

主
義
」
と
の
対
決
の
た
だ
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

お
よ
び
そ
れ
以
後
の
状
況
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
の
仏
教
に
つ
い
て
は

こ
こ
に
記
す
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
仏
教
が

『
倶
舎
論
』
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
「
行
為
寂
滅
の
道
」
を
今
後
も

歩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
ク
メ
ー
ル
人
に
一
時
は
受
け
入
れ
ら
れ

た
大
乗
仏
教
も
滅
ん
だ
。
一
九
七
〇
年
代
の
ポ
ル
ポ
ト
政
権
が
一
種

の
共
産
主
義
的
思
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
に
記
す
ま
で
も
な

い
。
ジ
ャ
ワ
に
も
大
乗
仏
教
は
あ
っ
た
が
そ
れ
も
滅
ん
だ
。
バ
リ
に

は
ほ
ん
の
少
し
残
っ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
五
年
現
在
で
は
、
仏
教
専

門
僧
の
家
族
は
わ
ず
か
一
〇
家
族
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い

る
。
バ
リ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
も
い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
波
は
押
し
寄

せ
て
い
る
。

五
　『
倶
舎
論
』
の
再
評
価

　
わ
た
し
は
、
近
現
代
に
お
い
て
仏
教
は
共
産
主
義
に
よ
っ
て
弱
体

化
さ
せ
ら
れ
て
き
た
、
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
共
産
主

義
と
仏
教
と
の
対
立
は
む
し
ろ
新
し
い
こ
と
な
の
だ
。
仏
教
と
世
俗

主
義
と
の
対
立
こ
そ
、
近
代
に
お
い
て
、
否
、
仏
教
が
誕
生
し
た
と

き
か
ら
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
仏
教
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
く
の
地
域
で
滅
ん
で
き
た
の

か
。
そ
れ
は
、
近
現
代
に
お
い
て
世
俗
主
義
す
な
わ
ち
「
行
為
促
進

の
道
」
が
よ
り
一
層
重
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
以
降
の

社
会
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
個
々
人
の
権
利
が
ど
の
よ
う
に
保

証
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
人
々
は
自
分
が
持
っ
た
財

を
ど
の
よ
う
に
増
や
す
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
ど
の

よ
う
に
し
て
生
産
を
高
め
れ
ば
よ
り
自
分
た
ち
が
よ
り
よ
い
生
活
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
近
現
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
中

心
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、「
い
か
に
業
と
煩
悩
を

滅
し
て
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
重

要
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
古
代
の
出
家
僧
た
ち
が
掲
げ
た

「
行
為
寂
滅
の
道
」
は
社
会
の
中
で
重
要
な
指
針
と
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
仏
教
史
に
お
い
て
仏
教
が
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
こ
と

も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
仏
教
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い

て
か
な
り
の
期
間
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト



『
倶
舎
論
』
の
思
想
（
一
）（
立
川
）

54─　   ─

国
が
あ
る
時
期
か
ら
軍
備
を
持
た
な
い
国
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で

あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
的
精
神
に
従
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
る
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
現
代
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
た

ち
の
生
活
の
指
針
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
日
本
に
お
い
て
も
仏
教
は
律
令
国
家
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な

り
得
た
。
し
か
し
、
国
あ
る
い
は
社
会
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に

保
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
仏
教
は
提
供
す
べ
き
財

を
基
本
的
に
は
持
た
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
仏
教
徒
の
行
為
目
標
は

国
家
の
繁
栄
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
仏
教
が
国
家
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
る
べ
き
だ
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
と
は
い
え
、
社

会
一
般
に
関
す
る
理
論
が
脆
弱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
結
局
、
十

三
、
四
世
紀
以
降
の
日
本
仏
教
が
急
速
に
勢
力
を
失
っ
て
い
っ
た
こ

と
の
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
は
思
う
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
を
迎

え
て
、
人
々
が
自
分
た
ち
の
属
す
る
社
会
な
り
集
団
が
進
む
べ
き
指

針
を
探
し
た
と
き
、
人
々
は
そ
の
答
え
を
仏
教
か
ら
引
き
出
そ
う
と

は
し
な
か
っ
た
。

　
近
現
代
の
人
間
は
「
行
為
促
進
の
道
」
を
邁
進
し
て
き
た
と
い
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
生
活
態
度
が
今
日
の
環
境
問
題
な
ど
を
引
き
起

こ
し
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
は
い
え
ば
、
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う

か
。
わ
た
し
は
、
近
代
的
産
業
も
な
く
、
近
代
的
自
然
科
学
も
な

か
っ
た
世
界
へ
と
人
類
が
戻
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。「
人
間
が
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
欲
望
の
実
現
の
た
め
の
あ
く

な
き
追
求
が
善
で
あ
る
」
と
い
う
近
代
の
悪
し
き
意
味
で
の
人
間
中

心
主
義
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
現
代
の
状
況
に
お
い

て
『
倶
舎
論
』
ひ
い
て
は
仏
教
の
提
唱
す
る
「
行
為
寂
滅
の
道
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
社
会
的
な
指
針
を
打
ち
出
す
こ
と
を
主
要
な
行
為
目
標
と
し
て
い

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
宗
教
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
今
日
の
社
会
で
は
、
社
会
の
問
題
、
労
働
、
生
産
手
段

の
問
題
を
何
よ
り
も
先
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る

人
々
ば
か
り
で
は
な
い
。
個
人
の
個
の
問
題
を
考
え
る
重
要
性
が
あ

ら
た
め
て
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
今
こ
そ
も
と
も
と
個
人
の
精

神
的
救
済
を
中
心
的
課
題
と
し
て
き
た
仏
教
が
意
味
を
持
つ
と
思
わ

れ
る
。
仏
教
の
古
代
的
思
惟
の
「
近
代
化
」
と
い
う
操
作
を
経
て
の

話
し
な
の
で
は
あ
る
が
。

　『
倶
舎
論
』
の
思
想
は
、
一
人
の
人
間
が
修
行
を
し
て
悟
り
を
開
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く
、
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
伝
統
と
し

て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
近
現
代
に
お
け
る
思

想
的
な
構
え
と
し
て
は
弱
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
無

意
味
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
の
欲
望
を
制
御
し
よ

う
と
す
る
『
倶
舎
論
』
的
な
道
筋
が
現
代
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
る
か
を
、
問
題
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
よ
う
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
さ
し
あ
た
っ
て
二
つ
の
課
題
が
あ

る
、
つ
ま
り
、

　（
１
）
今
日
、
仏
教
徒
は
ど
の
よ
う
な
世
界
観
を
持
つ
べ
き
な
の

か
。
そ
の
世
界
観
は
社
会
、
国
家
、
異
文
化
な
ど
に
関
す
る
理

解
を
含
ん
で
い
る
べ
き
で
あ
る
。

　（
２
）
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
何
ら
か
の
意
味
で
「
行
為
寂
滅
の

道
」
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
ア
ビ
ダ

ル
マ
仏
教
、
特
に
『
倶
舎
論
』
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な

指
針
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


