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日
本
仏
教
の
伝
統
に
精
通
し
て
い
る
学
者
な
ら
、
通
常
、
日
本
仏
教
哲

学
の
一
つ
の
主
要
な
代
表
と
し
て
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）

を
、
日
本
仏
教
諸
派
の
他
の
有
名
な
創
設
者
や
お
そ
ら
く
白
隠
慧
鶴
（
一

六
八
六
〜
一
七
六
九
）
と
と
も
に
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
の

仏
教
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
識
を
持
た
な
い
哲
学
者
は
、
哲
学
的
言
説
へ

の
日
本
仏
教
の
貢
献
を
議
論
す
る
際
、
道
元
に
ほ
ぼ
独
占
的
に
焦
点
を
当

て
る
よ
う
だ
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
京
都
学
派
の
哲
学
者
が
和
辻
哲

郎
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
〇
）
の
『
沙
門
道
元
』（
一
九
二
六
年
）
お
よ

び
木
村
卯
之
の
『
道
元
と
日
本
哲
學
』（
一
九
三
七
年
）
に
よ
っ
て
道
元

に
つ
い
て
学
ん
だ
と
き
、
道
元
は
「
非
西
洋
」
哲
学
者
の
規
範
と
な
っ
た
。

京
都
学
派
の
思
想
の
影
響
下
で
、
阿
部
正
夫
（
一
九
一
五
〜
二
〇
〇
六
）

は
、
道
元
を
英
語
の
文
献
で
広
め
た
。
第
二
に
、
比
較
哲
学
の
議
論
は
主

に
英
語
で
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、
道
元
の
著
作
は
そ
の
英
訳
に
よ
り
特

に
哲
学
的
言
説
へ
の
導
入
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と

い
う
の
は
、
彼
の
著
作
が
形
而
上
学
、
倫
理
、
さ
ら
に
は
認
識
論
と
い
っ

た
哲
学
的
言
説
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
存
在
論

的
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
道
元
の
概
念
的
な
著
作
『
正
法
眼
蔵
』
で
自
我

や
時
間
の
問
題
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た

テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
論
文
が
、
時
に
は
日
本
語
版
の
文
脈
や
知
識
な
し

に
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
再
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
我
々
に
は
道
元
を
い
か
に
読
む
か
と
い
う
問
い
が
発
生

す
る
。
我
々
は
い
か
に
し
て
道
元
を
彼
の
伝
統
の
外
に
あ
る
思
想
家
と
の

対
話
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
道

元
学
者
た
ち
自
身
こ
の
問
題
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
な
い
。
具
体
的
に

は
、
道
元
の
研
究
に
お
け
る
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
間
に
緊
張
が
あ
る
よ

う
だ
。
最
近
の
論
文
で
レ
イ
ン
・
ラ
ウ
ド
は
道
元
の
著
作
へ
の
四
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
認
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
道
元
の
作
品
は
、
歴
史
的
、
宗

教
的
、
哲
学
的
、
文
献
学
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ウ
ド
に
よ

〈
特
別
寄
稿
１
〉

コ
プ
フ
　
ゲ
レ
オ
ン
　

　
比
較
哲
学
と
は
何
か

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
照
ら
し
て
道
元
を
解
釈
す
る

―
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は
特
定
の
テ
キ
ス
ト
の
よ
り
広
い
問
題
へ
の
貢
献
と
意
味
合
い
を
把
握
す

る
た
め
に
、
テ
キ
ス
ト
内
の
議
論
と
概
念
の
構
造
を
探
る
。
こ
の
す
べ
て

に
お
い
て
、
読
者
の
場
所
、
方
法
お
よ
び
目
的
が
著
し
く
解
釈
学
的
な
結

果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
特
に
仏
教
学
と
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
・
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
比
較
哲

学
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
道
元
の
解
釈
と
の
間
に
あ
る
対
立
に
は
激
し

い
も
の
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
こ
れ
は
真
正
さ
に
つ
い
て
の
レ
ト
リ
ッ

ク
と
意
味
と
の
関
連
性
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
の
対
立
と
し
て
描
か
れ

る
。
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
還
元
主
義
と
し
て
、
後
者
は
「
過
剰
解
釈
」

や
道
元
の
テ
キ
ス
ト
に
道
元
や
そ
の
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
ア
イ
デ
ア
を
読

み
込
ん
で
い
る
と
非
難
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
作

者
」
と
テ
キ
ス
ト
・
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
「
著
者
性
」

や
「
テ
キ
ス
ト
」
の
概
念
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
、
私
た
ち

が
そ
も
そ
も
道
元
の
テ
キ
ス
ト
を
勉
強
す
る
理
由
に
も
対
峙
す
る
必
要
が

あ
る
。
同
様
に
、
両
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
道
元
」
の
構
成
そ
の
も
の
、

そ
し
て
複
数
の
写
本
や
編
纂
の
存
在
が
あ
る
『
正
法
眼
蔵
』
も
ま
た
問
題

を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
道
元
の
思
想
の
本
質

を
識
別
す
る
こ
と
が
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
「
歴
史
的
な
道

元
」
と
彼
の
意
図
を
想
像
す
る
の
は
非
現
実
的
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、

完
全
に
脱
文
脈
的
な
道
元
を
「
道
元
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
の

と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
二
一
世
紀
以
外
の
観
点
か
ら
道
元
を
解
釈
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
歴
史
家
で
す
ら
、

道
元
の
歴
史
的
、
地
理
的
、
言
説
的
な
場
所
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
な
く
、

る
と

　
文
献
学
者
は
手
に
入
る
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
比

較
し
て
ど
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
し
た
い
と
考
え
る
。

歴
史
家
は
…
…
影
響
、
思
考
の
連
な
り
、
発
展
と
と
も
に
、
他
の
著

者
へ
の
反
応
と
反
論
を
追
跡
し
、
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
、
な
ぜ
著

者
の
個
々
の
寄
与
が
生
を
そ
の
起
源
へ
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
か
を
示
す
。
…
…
宗
教
的
な
読
者
は
必
ず
し
も
テ
キ
ス
ト
の
正
し

い
意
味
論
的
意
味
や
知
的
起
源
に
悩
ま
さ
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も

読
者
自
身
の
世
界
の
経
験
と
の
関
連
性
を
第
一
に
考
え
る
。
…
…
哲

学
的
な
読
者
に
と
っ
て
は
テ
キ
ス
ト
が
実
際
に
は
本
当
に
正
し
い
バ

ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
…
…
解
釈

お
よ
び
そ
の
質
、
さ
ら
な
る
思
考
の
た
め
の
生
産
性
が
問
題
と
な

る
。（Raud 2013, 27-8

）

　
こ
れ
ら
の
四
つ
の
読
解
を
区
別
す
る
も
の
は
、
そ
の
方
法
と
ゴ
ー
ル
で

あ
る
。
文
献
学
者
は
、
元
の
テ
キ
ス
ト
を
識
別
し
、
作
者
の
意
図
に
近
づ

く
た
め
に
、
文
章
的
、
テ
キ
ス
ト
的
、
編
集
的
、
お
よ
び
フ
ォ
ー
ム
批
判

と
し
て
聖
書
学
で
知
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
方
法
を
適
用
す

る
。
歴
史
家
は
、
考
古
学
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
「
資
料
的
」
お
よ
び
テ
キ
ス

ト
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
る
歴
史
的
文
脈
に
お
け
る
特
定
の
テ

キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
意
図
に
近
似
す
る
よ
う
に
努
め

る
。
宗
教
的
な
読
者
は
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
現
代
の
世
界
に
お
け
る
自

分
の
人
生
と
実
践
の
た
め
の
方
法
と
し
て
使
用
す
る
が
、
こ
の
方
法
が
意

識
的
に
反
省
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
気
に
し
な
い
。
最
後
に
、
哲
学
者
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し
て
の
道
元
を
構
築
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
、
宗
教
的
教
師
、
宗
派
創

設
者
、
お
よ
び
創
造
的
な
思
想
家
と
し
て
の
道
元
の
理
解
は
、
読
者
が
、

史
実
性
の
確
か
さ
や
本
質
と
思
想
の
一
貫
性
の
あ
る
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も

の
は
、
い
か
な
る
学
者
に
も
把
握
で
き
な
い
理
想
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し

つ
つ
、
歴
史
的
文
脈
だ
け
で
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
現
在
の
重
要
性
に
つ
い

て
問
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
私
は
信
じ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文

献
学
者
、
歴
史
家
、
そ
し
て
哲
学
者
す
べ
て
は
道
元
の
私
た
ち
の
一
般
的

な
理
解
に
貢
献
し
て
い
る
。
道
元
を
読
み
取
る
四
つ
の
方
法
は
、
そ
れ
ら

が
採
用
す
る
解
釈
学
的
な
方
法
お
よ
び
問
題
の
テ
キ
ス
ト
に
「
絡
み
あ

う
」
学
者
の
意
欲
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
道
元
の
読
み
取
り
を
哲
学
的

な
も
の
に
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
、
テ
キ
ス
ト
内
の
議
論
と
概
念
的
な
構

造
を
強
調
す
る
テ
キ
ス
ト
と
の
「
オ
ー
プ
ン
な
出
会
い
」（Raud 2013, 

29

）
に
基
づ
い
て
お
り
、
今
日
の
議
論
と
概
念
的
な
構
造
の
中
に
置
く

も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
私
が
道
元
を
哲
学
者
と
呼
ぶ
と
き
、
宗
派
の
始
祖
者
や
宗
教
の
教
師
と

し
て
の
道
元
の
役
割
と
価
値
を
排
除
す
る
排
他
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

で
は
な
く
、
彼
の
人
生
と
著
作
物
の
様
態
を
説
明
す
る
た
め
に
「
哲
学
者
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ケ
ビ
ン
・
シ
ル
ブ
ラ
ッ
ク
が
「
私

は
道
元
が
宗
教
的
な
教
師
や
学
派
の
創
始
者
と
対
照
的
な
、〝
本
当
の
〞

哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
道
元
の

本
質
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
」
道
元
は
と
き
に
「
哲
学
的
な
主

張
」
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
（Schilbrack 2000, 

35

）。
私
は
道
元
の
著
作
に
外
部
基
準
を
押
し
つ
け
る
た
め
に
「
哲
学
」

自
分
た
ち
の
性
質
に
よ
っ
た
質
問
を
す
る
。

　
道
元
の
読
解
に
は
、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
が
「
地
平
の
融

合
」
と
呼
ぶ
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
が
「
理
解
は
常
に
、
そ
れ

自
身
の
内
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
地
平
が
融
合
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で

あ
る
」（G

adam
er 1990, 311

）
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
な

よ
う
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
元
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う

行
為
に
お
い
て
、
二
一
世
紀
の
学
者
は
二
一
世
紀
の
学
者
の
レ
ン
ズ
を
通

し
て
道
元
の
テ
キ
ス
ト
や
状
況
を
理
解
し
て
い
る
と
同
時
に
、
学
者
の
考

え
が
、
こ
の
読
み
取
り
に
よ
り
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
ト
ー
マ
ス 

P
・
カ
ス
リ
ス
は
道
元
独
自
の
用
語
を
使
用
し
て
同
じ
主
張
を
行
う
。

　
正
法
眼
蔵
を
読
む
こ
と
は
、
言
葉
の
葛
藤
で
絡
み
合
わ
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
非
常
な
複
雑
さ
で
道
元
自
身
の
個
人
的

な
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
私
た
ち
に
彼
の
絡
み
合
い
と
私
た
ち
自
身

の
絡
み
合
い
を
絡
み
合
わ
せ
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
。（Kasulis 

1985, 93-4

）

　
道
元
の
思
想
が
不
誠
実
と
誤
解
を
招
く
と
い
う
仮
定
は
、
テ
キ
ス
ト
の

精
神
へ
の
訴
求
と
な
る
。
両
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
方
法
と
範
囲
が
異
な

る
が
、
そ
れ
ら
は
同
様
に
識
別
可
能
な
基
盤
が
あ
る
と
い
う
仮
定
に
基
づ

い
て
い
る
。
前
者
は
、
著
者
の
識
別
可
能
な
意
図
を
想
定
し
、
後
者
は
テ

キ
ス
ト
の
識
別
可
能
な
精
神
ま
た
は
本
質
を
想
定
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
も
独
自
の
「
道
元
」
を
構
築
す
る
。
文
献
学
者
は
、
著
者
で

あ
る
道
元
、
哲
学
者
は
思
想
家
で
あ
る
道
元
、
歴
史
家
は
政
治
的
動
物
と



84

て
道
元
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
る
た
め
に
、
道
元
の
テ
キ
ス
ト
、
ソ
ー
ス
お

よ
び
様
々
な
解
釈
を
区
別
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
私
が
「
道
元
い
わ

く
」
の
よ
う
な
表
現
を
使
用
す
る
と
き
、
私
は
超
越
的
な
著
者
で
は
な
く

「
正
法
眼
蔵
の
道
元
」
を
指
す
。
本
稿
の
目
的
は
、
哲
学
者
と
し
て
の
道

元
の
読
解
が
道
元
の
我
々
の
理
解
だ
け
で
な
く
、
哲
学
と
哲
学
的
方
法
に

つ
い
て
の
我
々
の
理
解
の
両
方
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ

る
。

　
西
谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
九
〇
）
と
同
じ
よ
う
に
、
道
元
も
、
自

分
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
と
す
る
の
は
自
己
発
見
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

道
元
は
少
な
く
と
も
「
現
成
公
案
」
の
中
で
自
己
発
見
の
過
程
を
探
索
す

る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
元
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

　
佛
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ

と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、

萬
法
に
證
せ
ら
る
る
な
り
。
萬
法
に
證
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己

の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。
悟
迹
の

休
歇
な
る
あ
り
、
休
歇
な
る
悟
迹
を
長
長
出
な
ら
し
む
。（
道
元
禅

師
全
集1: 7-8

）

　
も
ち
ろ
ん
、
道
元
が
興
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
「
哲
学
」
で
は
な
く
、

仏
に
従
う
仏
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
少
し
で
も

読
ん
で
み
れ
ば
、
道
元
が
使
っ
て
い
る
「
諸
仏
諸
相
」
と
い
う
用
語
に
は

す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
哲
学
活
動
に
も
道
元
の
言
葉
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
道
得
」
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。

　「
自
己
を
な
ら
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
く
つ
か
の
一
般
的
な
仏
教
の

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
う
わ
け
で
も
な
い
。
ト
ー
マ
ス
・
カ
ス
リ
ス
が

す
で
に
観
察
し
た
よ
う
に
、「
道
元
は
西
洋
哲
学
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
実
際
、
彼
は
近
代
日
本
の
哲
学
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
れ
で
も
、
彼
は
哲
学
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
彼
は
彼
自
身
の
社
会
と
自
分
自
身
の

個
人
的
な
文
脈
の
質
問
を
通
し
て
考
え
て
い
る
。
哲
学
者
と
し
て
道
元
を

理
解
す
る
た
め
に
、
我
々
は
我
々
の
縄
張
り
で
は
な
く
て
、
彼
の
縄
張
り

で
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（Kasulis 1985, 87

）

　
こ
の
論
文
は
、
道
元
の
思
想
が
い
か
に
「
哲
学
」
と
し
て
の
資
格
を
持

ち
機
能
す
る
か
と
い
う
問
い
を
探
る
（
資
格
や
機
能
を
持
つ
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
問
わ
な
い
）。
我
々
は
い
か
に
し
て
道
元
の
思
想
を
哲
学
と
し

て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
。
私
の
方
法
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
私
は
道

元
研
究
の
四
つ
の
原
則
を
提
案
し
た
い
。
⑴
自
分
の
解
釈
学
的
地
平
と
方

法
論
的
偏
見
の
意
識
、
⑵
我
々
が
記
号
表
現
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）「
道
元
」

と
「
正
法
眼
蔵
」
を
採
用
す
る
と
き
に
我
々
が
想
像
す
る
参
照
先
の
識
別
、

⑶
「
自
分
の
縄
張
り
」
で
の
道
元
と
の
出
会
い
と 

「
彼
の
立
場
と
地
平
」

の
尊
重
、
⑷
特
定
の
解
釈
が
今
日
の
学
問
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
風
景
の
中

で
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
の
率
直
さ
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
は
私

が
日
本
の
禅
仏
教
の
伝
統
に
精
通
し
て
お
り
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
い
く

つ
か
の
背
景
を
持
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
東
ア
ジ
ア
の
文
化
お
よ
び
米

国
に
お
け
る
禅
仏
教
の
現
代
的
な
形
を
経
験
し
て
い
る
哲
学
者
と
し
て
二

一
世
紀
の
初
め
に
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
稿
で
は
、

私
は
道
元
の
著
作
の
歴
史
的
、
特
に
テ
キ
ス
ト
の
地
平
内
に
お
い
て
正
法

眼
蔵
の
抜
粋
を
読
む
こ
と
を
勧
め
る
。
こ
の
過
程
で
、
私
は
哲
学
者
と
し
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「
全
体
」
を
実
現
ま
た
は
現
前
す
る
活
動
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
は
こ
の
特
定
の
テ
キ
ス
ト
と
自
分
の
全
体
的
な
思
想
の
中
で
新
し

い
概
念
機
能
を
こ
れ
ら
の
用
語
に
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
仏
教
の

経
典
で
は
「
證
」
と
い
う
文
字
は
、「
修
證
」（
大
佛
頂
如
來
密
因
修
證
了

義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
嚴
經T19.945.8.141-2

）
や
「
現
證
」（
金
剛
頂
一

切
如
來
真
實
攝
大
乘
現
證
大
教
王
經 T18.865.207-8

）、「
證
得
」（
解

深
密
經 T16.676.4.703

）
と
い
っ
た
複
合
語
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い

る
。「
現
成
公
案
」
で
は
、
道
元
は
五
通
り
の
方
法
で
「
證
」
と
い
う
文

字
を
使
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
⑴
「
證
す
る
」
と
い
う
動
詞
と
し
て
、

⑵
「
実
践
＆
実
現
」
と
い
う
複
合
語
と
し
て
、
⑶
「
證
仏
」（
仏
を
実
現

す
る
）
と
い
う
句
で
、
⑷
「
證
究
」（
徹
底
的
に
実
現
す
る
）
と
い
う
動

詞
と
し
て
、
⑸
「
證
験
」（
体
験
を
通
し
て
実
現
す
る
）
と
い
う
句
と
し

て
使
用
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
道
元
は
第
三
項
（third term

）

を
導
入
す
る
こ
と
で
思
考
の
二
元
的
な
枠
組
み
を
不
安
定
化
す
る
た
め
に

「
実
現
」
を
主
題
と
す
る
最
初
の
二
つ
の
用
法
を
採
用
し
て
い
る
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
元
は
比
叡
山
で
の
修
行
中
、「
始
覺
」（
獲
得

さ
れ
た
悟
り
）
と
「
本
覺
」（
元
来
の
悟
り
）
の
二
つ
の
概
念
の
間
の
見

せ
か
け
の
矛
盾
と
格
闘
し
、『
弁
道
話
』
の
巻
で
「
修
證
こ
れ
一
等
な
り
」

（
実
践
・
実
現
は
一
つ
で
あ
る
）
と
い
う
表
現
で
こ
の
緊
張
を
解
決
す
る

こ
と
を
提
案
し
た
。
同
様
に
、
彼
は
『
現
成
公
案
』
の
巻
を
始
め
る
に
あ

た
り
「
迷
い
」
と
「
悟
り
」、「
生
」
と
「
死
」、「
諸
仏
」
と
「
衆
生
」
の

間
の
二
分
法
を
、
第
三
項
と
し
て
「
迷
悟
」、「
生
死
」、
お
よ
び
「
衆
仏
」

の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
し
、
明
快
な
「
い
ず
れ
か
」
で
は

概
念
を
反
響
さ
せ
る
と
分
か
り
や
す
い
。
こ
の
言
葉
が
興
味
深
く
、
ユ
ニ

ー
ク
で
あ
る
理
由
は
、
自
己
と
世
界
と
の
二
元
論
と
自
己
と
他
者
と
の
二

分
法
を
覆
す
だ
け
で
な
く
、
道
元
が
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
方
法
が
示
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
道
元
は
、
単
に
自
己
と
世
界
や
自
己
と
他
者
と
の

違
い
を
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
一
見
反
対
の
用
語
を
親
密
な
関

係
に
置
く
。
具
体
的
に
は
彼
は
無
私
を
「
萬
法
に
證
せ
ら
る
る
な
り
」、

そ
し
て
「
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な

り
」
と
説
明
す
る
。「
自
己
」
が
「
萬
法
」
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
ら
を
「
證
す
る
」
と
。「
證
す
る
」
と
い
う
用
語
は
、
自
己
と
世
界

と
の
関
係
を
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
と
他
者
と
の
二
元
論
と
本
質

を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
か
ま
た
は
す

べ
て
を
「
実
現
」
す
る
た
め
に
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
句

が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
道
元
の
テ
キ
ス
ト

『
正
法
眼
蔵
』
の
「
現
成
公
案
」
自
体
に
戻
る
必
要
が
あ
る
。

　
自
己
が
「
萬
法
に
證
せ
ら
る
る
」
と
い
う
道
元
の
主
張
を
理
解
す
る
た

め
に
私
た
ち
は
、
ま
ず
道
元
が
ど
の
よ
う
に
「
證
」
と
い
う
用
語
を
使
っ

て
い
る
の
か
、
そ
し
て
こ
の
巻
で
「
自
己
」
と
「
万
法
」
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
想
像
し
て
い
る
か
を
詳
し
く
見
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
意
味
で

「
證
」
は
「
正
法
眼
蔵
」
の
一
巻
「
現
成
公
案
」
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
。

題
名
に
も
あ
る
と
お
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
道
元
の
新
語
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
が
、「
證
」
と
「
現
成
公
案
」（
ま
た
は
単
に
「
現
成
」）
と
い
う

二
つ
の
用
語
は
道
元
の
全
体
的
な
体
系
に
お
い
て
似
た
機
能
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
仏
法
」
的
な
「
絶
対
」
ま
た
は
「
万
法
」
的
な
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道
」
な
ど
の
実
践
が
同
様
に
「
證
」
の
契
機
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
信
じ

て
い
る
。
同
様
に
、
詩
、
音
楽
、
芸
術
、
日
記
の
よ
う
な
他
の
表
現
の
形

態
、
さ
ら
に
は
社
会
運
動
や
慈
善
活
動
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、「
省

察
さ
れ
た
生
」
ま
た
は
「
世
界
の
性
質
と
そ
の
中
に
私
た
ち
の
場
所
と
運

命
を
理
解
す
る
試
み
」
を
容
易
に
明
ら
か
に
し
、
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
追
加
の
基
準
が
役
に
立
つ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
の
た
め
、
私
は
「
言
語
が
私
た
ち
の
知
性
に
魔
法
を
か
け
て
し
ま

う
こ
と
と
の
戦
い
」（W

ittgenstein, 1953, 47

） 

と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の
定
義
を
提
案
す
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に

と
っ
て
哲
学
は
、
あ
る
種
の
言
語
的
言
説
的
実
践
で
あ
り
、「
修
行
」
で

す
ら
あ
る
。
こ
の
定
義
は
（
私
が
以
前
の
節
で
暗
示
し
た
よ
う
に
）
議
論

と
概
念
構
造
の
分
析
に
焦
点
を
当
て
る
学
問
的
な
哲
学
の
言
説
的
な
次
元

を
含
み
、
道
元
の
「
證
」
の
一
例
と
し
て
の
「
表
現
」
の
理
解
に
対
応
す

る
と
い
う
利
点
を
有
す
る
。

　
我
々
が
使
用
す
る
概
念
言
語
の
解
明
に
興
味
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
沈

黙
と
と
も
に
「
文
字
」
が
仏
法
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い

る
道
元
の
よ
う
な
禅
の
思
想
家
た
ち
が
い
る
と
い
う
主
張
は
、
ま
だ
多
く

の
読
者
に
は
驚
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
は
、
多
く
の
禅
教
師
に
用
い
ら

れ
、
無
門
関
（T 48.2005

）
で
普
及
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
花
の
説
教
」

で
表
さ
れ
た
沈
黙
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
あ
る
。
物
語
は
、
釈
尊
が
、
弟
子
た

ち
が
教
え
を
待
っ
て
い
る
間
沈
黙
の
中
で
座
っ
て
い
た
と
き
を
想
像
す

る
。
弟
子
た
ち
が
迷
っ
た
と
き
、
彼
は
「
吾
有
正
法
眼
藏
涅
槃
妙
心
實
相

無
相
微
妙
法
門
。
不
立
文
字
教
外
別
傳
。
付
囑
摩
訶
迦
」（
無
門
関 T 

な
い
実
存
的
な
曖
昧
さ
を
主
張
し
た
。「
実
践
・
実
現
」
と
「
実
現
」
と

い
う
句
は
、
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る
。
自
己
は
「
万
法
」
に
合
流
す
る
の

で
は
な
く
、
自
己
意
識
の
一
瞬
で
そ
れ
ら
を
実
現
し
た
の
だ
。『
現
成
公

案
』
の
最
後
に
道
元
は
麻
谷
山
寶
徹
禅
師
の
例
を
ひ
い
て
い
る
。「
風
の

恒
久
的
性
質
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
団
扇
を
使
う
の
か
と
訊
か
れ
た
と

き
、
禅
師
は
「
君
は
風
の
性
質
は
恒
久
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、

風
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
届
く
と
い
う
考
え
を
理
解
し
て
い
な
い
」
と
弟
子

に
答
え
た
。
風
の
性
質
は
扇
ぐ
行
為
を
不
要
に
は
し
な
い
。
同
様
に
、
目

覚
め
、「
本
来
の
悟
り
」、「
万
法
」
は
、
実
践
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
道
元
の
自
己
発
見
の
概
念
に
つ
い
て
の
我
々
の
検
証
は
、
彼
の
「
萬
法

に
證
せ
ら
る
る
」
こ
と
と
し
て
の
自
己
の
理
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
我
々

の
研
究
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
「
證
」
が
そ
も
そ
も
あ
る
い
は
い
か
に
哲
学

と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ

て
の
形
の
「
證
」
が
哲
学
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
「
人
生
が
吟
味
さ
れ
な
い
と
、
生
き
る
価
値
も
な
い
」（Plato 

1979, 44

）
よ
う
な
「
自
己
省
察
」
ま
た
は
「
世
界
の
性
質
と
そ
の
中
に

私
た
ち
の
場
所
と
運
命
を
理
解
す
る
」
試
み
（Cornforth 1962, 219
）

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
道
元
は
「
證
」
の
例
と
し
て
「
大
解
脱
地
」

の
證
（
道
元
禅
師
全
集1: 731

）、「
神
通
修
證
」（
同1: 14

）、「
夢
裏
證

夢
」（
同1: 243

）、「
百
千
萬
佛
の
教
行
證
」（
同1: 277

）、「
證
畫
」（
同

1: 214

）、「
證
果
」（
同1: 277

）、
さ
ら
に
「
不
道
得
底
を
不
道
得
底
と

證
究
」
す
る
こ
と
（
同1: 302

）
を
挙
げ
る
が
、
私
は
「
茶
道
」
や
「
書
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7

）、「
證
佛
」
と
し
て
は
「
自
己
」
は
、「
諸
佛
な
り
と
覺
知
す
る
こ
と
を

も
ち
ゐ
ず
。
し
か
あ
れ
ど
も
佛
を
證
し
も
て
ゆ
く
」（
同1: 7

）
た
め
、

決
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
⒞
そ
の
た
め
、
道
得
は
決
し
て
包
括

的
で
は
な
く
、「
悟
迹
の
休
歇
な
る
あ
り
、
休
歇
な
る
悟
迹
を
長
長
出
な

ら
し
む
」（
同1: 8

）
と
結
論
付
け
た
。

　
道
得
は
「
佛
祖
の
佛
祖
を
選
す
る
に
は
、
か
な
ら
ず
道
得
也
未
と
問
取

す
る
な
り
」（
道
元
禅
師
全
集1: 301

）
な
の
で
「
諸
佛
諸
祖
」
の
規
準

以
下
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
「
道
得
」
の
字
義
は
「
道
」
を
「
得
」

る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
有
意
義
で
あ
ろ
う
。「
道

得
」
と
い
う
用
語
は
、「
す
べ
て
の
仏
と
仏
の
祖
先
」
の
活
動
と
と
も
に

実
践
者
の
「
證
」
を
明
ら
か
に
し
、
以
下
に
説
明
す
る
よ
う
に
「
仏
性
」

を
指
し
示
す
。

　
し
か
し
、
證
の
場
合
の
よ
う
に
、
道
得
は
常
に
完
全
で
決
し
て
部
分
的

で
な
い
も
の
の
、
完
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
輪
廻
に
固
有
な
苦
境
の

た
め
、
い
か
な
る
道
得
も
一
側
面
を
強
調
し
、
仏
法
の
他
の
す
べ
て
の
次

元
の
強
調
を
解
い
て
し
ま
う
。
道
元
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
こ
の

道
得
を
道
得
す
る
と
き
、
不
道
得
を
不
道
す
る
な
り
。
道
得
に
道
得
す
る

と
認
得
せ
る
も
、
い
ま
だ
不
道
得
底
を
不
道
得
底
と
證
究
せ
ざ
る
は
、
な

ほ
佛
祖
の
面
目
に
あ
ら
ず
、
佛
祖
の
骨
髓
に
あ
ら
ず
。」（
道
元
禅
師
全
集

1: 302
）
こ
こ
で
道
元
は
、『
現
成
公
案
』
で
證
の
活
動
の
特
性
と
し
た
、

自
己
と
他
者
と
の
間
の
親
密
な
関
係
を
想
起
さ
せ
さ
え
す
る
。
実
存
的
な

両
義
性
を
表
現
す
る
た
め
、
ま
た
付
け
加
え
る
な
ら
、
絶
対
と
無
限
が
仮

り
そ
め
で
個
別
的
な
世
界
に
（
な
ん
ら
か
の
や
り
か
た
で
）
入
る
こ
と
を

48.2005.293

）
と
い
う
。
禅
の
四
つ
の
原
則
の
う
ち
最
初
の
二
つ
を
繰

り
返
す
こ
の
表
現
の
中
心
と
な
る
の
は
、
達
磨
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
「
教

外
別
伝
（
教
義
の
外
に
あ
る
伝
統
）、
不
立
文
字
（
文
字
に
頼
ら
な
い
）、

直
指
人
心
（
直
接
に
人
の
心
を
指
す
）、
見
性
成
仏
（
自
分
の
本
質
を
見

て
仏
に
な
る
）」（
鎮
州
臨
濟
慧
照
禪
師
語
錄 T 47.1985.495

）
で
あ
り
、

こ
れ
は
多
く
の
場
合
、
沈
黙
を
仏
法
の
よ
り
優
れ
た
表
現
と
し
て
、
言
語
、

特
に
思
索
の
上
に
置
く
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
道
元
は
心
底
か

ら
こ
の
分
析
に
反
対
し
「
世
尊
も
し
有
言
を
き
ら
ひ
、
拈
花
を
愛
せ
ば
、

の
ち
に
も
拈
花
す
べ
し
」（
道
元
禅
師
全
集1: 394

）
と
い
う
冷
淡
な
コ

メ
ン
ト
で
こ
の
沈
黙
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
拒
絶
す
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
「
道
元

は
複
数
の
レ
ベ
ル
で
言
語
へ
の
反
省
的
な
関
係
に
従
事
す
る
限
り
、
彼
自

身
の
言
語
実
践
を
作
り
出
す
こ
と
は
ま
さ
に
成
功
し
た
。
仏
の
教
え
の
理

解
に
基
づ
き
、
彼
は
自
己
と
世
界
と
の
間
の
構
成
的
関
係
と
と
も
に
、
言

語
的
シ
ン
ボ
ル
と
非
言
語
シ
ン
ボ
ル
の
解
釈
に
お
け
る
、
積
極
的
、
い
や
、

必
要
な
機
能
を
言
語
に
割
り
当
て
る
」（M

üller 2013, 249
）
と
指
摘
し

た
。

　
道
元
は
概
念
の
「
道
得
」
が
、
哲
学
的
、
詩
的
、
典
礼
的
、
ま
た
は
教

育
的
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
仏
法
と
「
万
法
」
を
現
成
す
る
と
考
え
る
。

道
元
は
、「
表
現
」
の
概
念
を
「
道
得
」
を
同
じ
題
の
巻
に
お
い
て
、
そ

の
用
法
が
「
現
成
公
案
」
巻
の
「
実
現
」
の
定
義
と
反
響
す
る
よ
う
に
設

計
す
る
。
前
に
私
は
次
の
よ
う
に
示
唆
し
た
。
⒜
道
得
は
「
諸
佛
諸
祖
」

の
法
を
表
す
活
動
で
あ
る
、
⒝
い
か
な
る
道
得
も
仏
法
を
完
全
に
表
す
も

の
の
、「
一
方
を
證
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」（
道
元
禅
師
全
集 1: 
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他
の
特
定
の
形
の
言
語
的
ま
た
は
非
言
語
的
道
得
と
同
様
、
仏
性
の
完
全

な
表
現
を
構
成
す
る
も
の
の
、
そ
れ
自
体
不
完
全
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、

特
定
の
道
得
と
し
て
概
念
は
一
つ
の
側
面
を
照
ら
す
と
別
の
も
の
を
隠
す

と
い
う
事
実
に
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
概
念
的
な
道
得
は
仏
法
ま
た
は
万

法
で
は
な
く
、
特
定
の
観
点
を
表
す
。
道
元
は
「
実
存
的
瞬
間
」
と
訳
さ

れ
る
こ
の
巻
で
最
も
明
確
に
こ
の
観
点
主
義
を
探
索
し
て
い
る
。「
有
時
」

の
巻
の
題
は
通
常
「“being-tim

e”

」
と
翻
訳
さ
れ
る
が
、
私
は
ラ
ウ
ド

の
「
実
存
的
瞬
間
」（
ラ
ウ
ド
が
「
有
時
」
の
英
訳
と
し
て
使
う
言
葉
は

「“existential m
om
ent”

」
で
あ
る
）
と
い
う
翻
訳
を
好
む
。
道
元
は
「
有

時
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
有
時
意
到
句
不
到
（
有
る
時

に
は
、
意
味
が
到
っ
て
語
句
到
ら
ず
）、
有
時
句
到
意
不
到
（
有
る
時
に

は
句
到
っ
て
意
味
が
到
ら
ず
）、
有
時
意
句
兩
倶
到
（
有
る
時
に
は
意
味

と
語
句
が
両
方
で
到
る
）、
有
時
意
句
倶
不
到
（
有
る
時
に
は
意
味
と
語

句
が
両
方
で
到
ら
ず
）」（
道
元
禅
師
全
集1: 193

）。
龍
樹
（
二
世
紀
）

の
有
名
な
四
句
（
英
語
で
「“tetralem

m
a”

」
と
い
う
言
葉
）
の
形
を
呼

び
起
こ
し
つ
つ
、
道
元
は
「
実
存
的
瞬
間
」
を
探
求
す
る
が
、
そ
れ
は
言

語
の
一
観
点
か
ら
は
「
あ
る
時
間
に
」
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は

我
々
が
今
日
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
の
関
係
と
呼
ぶ
か

も
し
れ
な
い
「
句
」
と
「
意
」
の
関
係
は
必
要
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
ら
か
に
、
道
元
の
テ
キ
ス
ト
に
意
味
の
成
熟
し
た

理
論
を
読
み
取
る
の
は
や
り
す
ぎ
だ
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
一
節
に
よ
り
道

元
の
言
語
の
理
論
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。「
句
」
と
「
意
」

と
の
関
係
は
、「
あ
る
時
間
に
」
成
立
す
る
限
り
に
お
い
て
文
脈
的
で
あ

示
唆
す
る
す
べ
て
の
宗
教
的
思
想
家
が
直
面
す
る
基
本
的
に
救
済
的
な
ジ

レ
ン
マ
を
表
現
す
る
た
め
、
道
元
は
「
道
得
不
道
得
」
と
い
う
表
現
を
作

り
出
し
て
み
せ
さ
え
す
る
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
〜

一
九
七
六
）
の
「
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
妨
げ
る
」
真
実
と
同
じ
よ
う
に
、

道
元
の
道
得
は
「
一
方
を
證
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
」
す
結
果
、「
道

得
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る 

（Spivak 1974, xiii-xx

）。

同
じ
よ
う
に
「
わ
れ
に
道
得
底
あ
り
、
不
道
得
底
あ
り
。
か
れ
に
道
得
底

あ
り
、
不
道
得
底
あ
り
。
道
底
に
自
他
あ
り
、
不
道
底
に
自
他
あ
り
」 （
道

元
禅
師
全
集1: 302

）
と
言
え
る
の
で
、「
道
得
」
は
「
道
得
」
に
な
る
。

　
道
元
は
、『
現
成
考
案
』
と
『
道
得
』
で
は
、
瞑
想
や
道
徳
を
め
ぐ
る

巻
の
よ
う
に
は
「
行
事
」
と
い
う
連
続
行
為
を
強
調
し
な
い
も
の
の
、
諸

仏
も
諸
祖
も
、
以
前
の
證
の
行
為
に
か
か
わ
ら
ず
現
在
で
も
仏
法
を
道
得

す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。「
か
の
道
得
の
な
か
に
、
む
か
し
も
修

行
し
證
究
す
、
い
ま
も
功
夫
し
辨
道
す
。
佛
祖
の
佛
祖
を
功
夫
し
て
、
佛

祖
の
道
得
を
辨
肯
す
る
と
き
、
こ
の
道
得
、
お
の
づ
か
ら
三
年
、
八
年
、

三
〇
年
、
四
〇
年
の
功
夫
と
な
り
て
、
盡
力
道
得
す
る
な
り
」（
道
元
禅

師
全
集1: 301

）。「
仏
道
」
と
い
う
こ
と
は
、
證
を
練
習
し
た
り
、
同
時

に
修
行
を
證
す
る
活
動
で
あ
る
と
言
え
ば
宜
し
い
。
そ
れ
は
「
道
得
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　「
一
方
を
證
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」（
道
元
禅
師
全
集1:7

）
と

い
う
感
覚
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
道
得
ま
た
は
不
道
得
と
し
て
言
語

的
、
哲
学
的
表
現
を
と
ら
え
る
道
元
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
三
つ
の
重

要
な
理
由
を
持
っ
て
い
る
。
道
元
に
と
っ
て
、
概
念
言
語
は
、
い
か
な
る
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こ
と
が
で
き
た
。

　「
語
句
と
意
味
」
の
こ
の
脱
文
脈
化
お
よ
び
再
文
脈
化
は
、
概
念
が
「
一

方
を
證
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」
で
あ
る
か
ぎ
り
「
道
得
不
得
」
と

し
て
機
能
す
る
た
め
可
能
に
な
る
。
こ
れ
を
行
う
こ
と
で
、
道
元
は
哲
学

は
ジ
ョ
ン•

マ
ラ
ル
ド
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
イ
デ
ィ
オ
ム
の
翻
訳
」

（“translation of the idiom
”

）（M
araldo 1995, 233

）
を
構
成
す
る

こ
と
を
示
し
た
。
哲
学
は
「
あ
る
時
間
に
」
作
り
出
さ
れ
た
概
念
を
新
し

い
文
脈
に
導
入
す
る
と
き
に
出
現
す
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
「
イ
デ
ィ

オ
ム
の
翻
訳
」
は
以
前
に
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
を
前
面
に
出
す
。
こ
の
哲

学
の
実
践
の
た
め
の
第
一
の
条
件
は
、
自
覚
、
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の

言
説
の
意
識
と
と
も
に
分
析
の
主
題
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
所
の
意
識
で

あ
る
。
第
二
の
条
件
は
、
テ
キ
ス
ト
ま
た
は
概
念
が
表
現
す
る
も
の
、
し

な
い
も
の
の
理
解
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
が
地
平
線
の
融
合
と
よ
ぶ
行
為
に

お
け
る
新
し
い
文
脈
へ
の
概
念
の
適
用
に
は
「
イ
デ
ィ
オ
ム
の
翻
訳
」
が

必
要
と
さ
れ
る
。
道
元
に
よ
る
と
、「
有
時
意
到
句
不
到
、
有
時
句
到
意

不
到
、
有
時
意
句
兩
倶
到
、
有
時
意
句
倶
不
到
」
で
あ
り
、
道
得
と
い
う

活
動
は
最
初
の
語
句
の
よ
う
な
意
味
し
か
な
く
、
二
番
目
の
句
の
よ
う
に

語
句
だ
け
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
対
し
て
、
道
得
の
時
に
は
「
意
句
兩

倶
到
」
の
「
有
時
」
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
比
較
哲
学
の
目
標
は
道
得

は
と
し
て
、「
道
得
」
と
「
不
道
得
」
の
間
に
開
く
深
淵
を
用
い
て
、
完

全
で
あ
る
が
完
成
し
て
い
な
い
万
法
の
道
得
を
補
完
し
、「
漸
近
的
な
や

り
か
た
」
で
近
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
は
万
法
の
地

平
の
下
で
の
全
体
性
の
言
説
的
道
得
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

る
。
道
元
の
観
察
を
言
い
換
え
る
と
、
句
の
意
味
は
必
要
で
も
永
続
的
で

も
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
文
脈
で
は
句
は
無
意
味
で
、
異
な

る
文
脈
で
は
意
味
は
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
。
最
後
に
、
句
が
意
味
を
表

す
文
脈
も
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
言
語
的
記
述
も
不
適
切
で
あ
る
よ
う
な
文

脈
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
道
元
の
哲
学
の
最
大
の
価
値
は
、
比
較
哲
学
に
お
け
る
そ
の

重
要
性
だ
。
ま
ず
、
道
元
の
独
自
の
解
釈
学
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
流

行
し
た
り
、
あ
る
い
は
何
か
を
意
味
し
た
り
す
る
ず
っ
と
前
に
、
彼
を
明

ら
か
に
比
較
哲
学
者
と
し
て
い
る
。
中
国
仏
教
の
経
典
か
ら
借
り
た
解
釈

学
装
置
を
用
い
て
日
本
の
聴
衆
の
た
め
に
イ
ン
ド
の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す

る
著
者
が
比
較
哲
学
者
で
な
い
な
ら
誰
が
該
当
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

ラ
ウ
ド
が
観
察
す
る
よ
う
に
道
元
は
「
伝
統
の
垣
根
を
越
え
た
哲
学
だ
」

（Raud 2013, 30

）。
し
か
し
、
比
較
哲
学
者
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て

の
道
元
の
機
能
と
同
様
に
重
要
な
の
は
、
彼
の
哲
学
が
比
較
哲
学
の
た
め

の
青
写
真
を
提
供
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
道
元
独
自
の
考
え
や
ア
イ

デ
ア
を
生
じ
さ
せ
る
解
釈
の
創
造
性
は
、
彼
の
言
語
の
曖
昧
性
の
使
い
方

に
あ
る
。
道
元
は
、
語
句
と
意
味
の
関
係
が
文
脈
に
依
存
す
る
こ
と
を
認

識
し
て
た
だ
け
で
な
く
、
以
前
に
使
用
さ
れ
た
語
句
の
新
し
い
理
解
と
応

用
、
つ
ま
り
新
し
い
意
味
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
彼
の
『
仏
性
』

で
は
様
々
な
文
脈
（
具
体
的
に
は
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
や
『
六
祖
壇

経
』（T 48.2008

）、『
續
傳
燈
錄
』（T 51.2077

））
を
通
し
て
「
仏
性
」

の
概
念
を
「
有
仏
性
」、「
無
仏
性
」、「
空
仏
性
」、
そ
し
て
「
無
常
仏
性
」

と
し
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
性
の
概
念
を
拡
張
し
、
豊
か
に
す
る
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be （O
xford: Blackw

ell

）.

（G
ereon Kopf

　
宗
教
学
・
比
較
哲
学
、
ル
タ
ー
大
学
教
授
）

　
※
　
こ
の
論
文
は
先
に
公
刊
さ
れ
た “‘W

hen all dharm
as are the Buddha-dhar-

m
a’: D

ōgen as Com
parative philosopher.” 

の
英
訳
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

荒
川
直
哉
博
士
に
翻
訳
支
援
の
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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