
仏
教
の
教
理
の
中
に
業
論
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
教

え
は
、
人
が
日
々
避
け
て
通
れ

な
い
自
分
の
善
悪
の
行
い
と
、

そ
れ
が
人
間
生
活
・
全
人
生
に

ど
う
関
係
し
て
く
る
か
に
関
わ

。

る
道
理
を
説
か
れ
た
も
の
で
す

今
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
に

〈
因
果
応
報
〉
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
因
果
応

報
の
教
理
の
こ
と
で
す
。

因
果
応
報
と
は
簡
単
に
言
え

ば
「
善
い
行
為
を
為
せ
ば
未
来

に
安
穏
な
結
果
が
報
わ
れ
、
悪

し
き
行
為
は
苦
し
い
結
果
が
報

わ
れ
る
」
と
い
う
道
理
で
い
わ

「

、

」

ゆ
る

善
因
楽
果

悪
因
苦
果

の
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
貧
窮
で
困
っ
て

い
る
人
に
金
品
を
ほ
ど
こ
す
と

い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
他
者
に

楽
を
与
え
る
、
そ
う
い
う
善
行

を
行
う
と
、
未
来
に
於
て
行
っ

た
本
人
に
安
楽
な
結
果
が
報
わ

れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

逆
に
人
を
だ
ま
し
て
金
品
を
奪

う
よ
う
な
悪
業
を
働
く
と
、
悪

行
を
為
し
た
本
人
に
将
来
苦
し

い
目
に
あ
う
と
い
う
報
い
が
や

っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
お
話
で

す
。ど

の
よ
う
な
行
い
が
悪
い
行

為
か
と
い
う
と
、
仏
教
で
説
か

れ
る
の
は
〈
五
悪
〉
と
い
わ
れ

。

、

る
よ
う
な
行
い
で
す

例
え
ば

他
者
に
暴
力
を
振
う
、
与
え
ら

れ
な
い
も
の
を
盗
む
、
よ
こ
し

ま
な
性
の
関
係
を
も
つ
、
い
わ

ゆ
る
不
倫
。
あ
る
い
は
偽
り
を

言
っ
た
り
他
者
を
の
の
し
る
な

ど
の
他
者
を
悩
ま
せ
る
よ
う
な

行
い
で
す
。

た
と
え
ば
、
国
会
の
答
弁
で

自
分
の
社
会
的
な
地
位
や
利
益

を
護
る
た
め
に
虚
偽
の
発
言
を

し
て
国
民
を

欺

い
た
り
、
部
下

あ
ざ
む

に
記
録
文
書
を
改
竄
し
虚
偽
の

か
い
ざ
ん

報
告
書
を
作
成
さ
せ
た
り
す
る

よ
う
な
行
い
、
そ
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
部
下
を
苦
境
に
追
い
詰

め
て
い
く
よ
う
な
行
為
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

ま
た
善
な
る
行
い

と
は
、
そ
う
い
う
悪

を
し
な
い
行
為
が
自

ず
か
ら
善
な
る
行
為

に
な
り
ま
す
。
暴
力

を
振
る
わ
な
い
、
子
供
を
虐
待

し
な
い
、
自
分
の
利
益
の
た
め

に
ご
ま
か
さ
な
い
、
暴
言
を
は

か
な
い
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や

。

差
別
発
言
を
し
な
い
な
ど
で
す

こ
う
し
た
他
者
を
悩
ま
せ
痛
め

つ
け
る
よ
う
な
悪
業
を
し
な
い

の
を
善
業
と
い
い
ま
す
。

こ
の
因
果
応
報
説
は
人
間
に

悪
を
抑
制
さ
せ
善
を
推
し
進
め

さ
せ
る
上
で
大
事
な
教
説
で
す

が
、
こ
の
思
想
が
拡
大
解
釈
さ

れ
た
り
、
人
間
の
自
覚
に
関
わ

ら
な
い
客
観
的
な
自
然
法
則
の

よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
と
問
題

が
起
こ
り
か
ね
ま
せ
ん
。

以
前
、
私
の
寺
に
熱
心
に
聞

法
に
来
ら
れ
て
い
た
ご
く
真
面

目
な
ご
婦
人
が
い
ま
し
て
、
そ

の
方
が
あ
る
日
私
に
ふ
っ
と
こ

う
言
っ
た
の
で
す
。

「
私
は
何
か
悪
い
こ
と
を
し
た

の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
わ
れ
、

私
が
「
な
ぜ
で
す
か
」
と
問
う

と

「
最
近
体
の
調
子
が
悪
い
ん

、
で
す
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
を
聞
い
た
時
、
は
じ
め

は
何
を
言
お
う
と
さ
れ
て
い
る

の
か
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
ご
婦
人
は
日
頃

か
ら
因
果
応
報
の
教
え
を
非
常

に
大
事
に
し
て
お
ら
れ
た
こ
と

に
気
が
つ
い
て
、
こ
の
ご
婦
人

の
云
お
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解
で
き
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
因
果
応
報
で

す
か
ら
、
こ
れ
を
結
果
の
方
か

ら
受
け
取
る
と
、
自
分
に
苦
し

い
事
や
不
如
意
な
こ
と
が
起
こ

る
と
そ
れ
は
過
去
に
自
分
が
悪

い
こ
と
を
し
た
か
ら
だ
と
受
け

取
る
よ
う
に
な
り
や
す
い
の
で

す
。ま

た
自
分
の
生
活
が
楽
に
な

る
と
、
こ
れ
は
自
分
が
善
い
行

い
を
し
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、

苦
し
い
こ
と
や
都
合
の
悪
い
こ

と
が
身
に
降
り
か
か
る
と
そ
れ

は
過
去
に
悪
い
行
い
を
し
た
か

ら
だ
と
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
の
で
す
。

因
果
応
報
説
を
も
と
に
人
生

の
幸
不
幸
を
受
け
取
ろ
う
と
す

る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
う
い
う

考
え
に
な
り
が
ち
で
す
。

因
果
応
報
だ
け
の
人
生
観
で

は
そ
う
な
り
か
ね
ま
せ
ん
が
、
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南
無
阿
弥
陀
仏
に
で
あ
う
と
云

う
こ
と
は
因
果
応
報
の
束
縛
か

ら
開
放
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
し

か
も
善
悪
を
無
視
せ
ず
、
善
に

お
も
む
き
悪
を
厭
う
様
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

因
果
応
報
か
ら
解
放
さ
れ
る

、

と
は
因
果
の
報
い
が
現
れ
て
も

そ
れ
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い

自
由
を
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
こ

の
点
は
又
の
機
会
に
お
話
し
致

し
ま
す
。

さ
て
結
果
か
ら
そ
の
原
因
を

見
て
い
く
と
い
う
の
は
、
先
ほ

ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
病

気
に
な
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
と

し
ま
す
と
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た

の
か
と
云
う
時
に
、
そ
れ
は
過

去
に
自
分
が
悪
業
を
犯
し
た
か

ら
だ
と
受
け
取
る
よ
う
に
も
な

り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
自
己
反
省
と
も

な
り
、
自
分
の
罪
を
自
覚
し
て

い
く
と
い
う
面
で
云
え
ば
善
い

こ
と
で
す
し
、
又
信
心
の
味
わ

い
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
り
ま

す
が
、
結
果
と
し
て
の
苦
楽
を

過
去
の
行
為
の
善
悪
に
帰
す
る

こ
と
を
拡
大
視
し
す
ぎ
た
り
、

因
果
応
報
論
を
い
ろ
い
ろ
な
人

の
人
生
に
お
け
る
出
来
事
を
説

明
す
る
客
観
的
な
法
則
で
あ
る

か
の
よ
う
に
受
け
取
る
と
間
違

い
が
起
こ
り
か
ね
ま
せ
ん
。

因
果
応
報
論
は
あ
る
範
囲
に

お
い
て
は
真
理
性
と
応
用
性
は

あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
拡
大
解

釈
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。た

と
え
ば
、
東
北
の
津
波
で

一
万
数
千
人
の
人
が
命
を
失
い

ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
苦
難
に

あ
っ
た
の
は
遭
っ
た
そ
の
人
が

あ

過
去
に
悪
業
を
重
ね
た
結
果
だ

と
か
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
死

ん
だ
の
は
そ
の
人
の
過
去
の
悪

の
結
果
だ
と
い
う
よ
う
な
見
方

に
な
り
ま
す
と
そ
れ
は
間
違
っ

た
考
え
に
な
っ
て
き
ま
す
。

津
波
に
あ
っ
た
一
万
数
千
人

の
人
は
過
去
に
そ
う
な
る
べ
き

罪
を
同
じ
よ
う
に
犯
し
た
人
た

ち
で
あ
っ
て
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に

集
ま
っ
て
ほ
ぼ
同
時
に
津
波
に

あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
う
な
ず
け
な

い
で
す
ね
。

東
北
の
震
災
時
に
、
あ
る
有

名
な
人
が
「
バ
チ
が
あ
た
っ
た

の
だ
」
と
言
っ
て
批
判
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
こ

の
世
で
差
別
さ
れ
て
い
る
人
た

ち
を
見
て

「
彼
ら
は
過
去
の
行

、

い
が
悪
か
っ
た
か
ら
あ
ん
な
目

に
あ
う
の
だ
」
と
い
う
の
は
も

ち
ろ
ん
誤
り
で
す
。

こ
れ
は
他
者
の
苦
楽
の
姿
を

見
て
、
そ
れ
を
そ
の
人
の
過
去

の
善
悪
業
の
結
果
と
見
て
い
る

の
で
す
が
、
大
体
因
果
応
報
の

教
え
は
ま
ず
は
自
分
自
身
の
身

に
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。
自
分
の
上
に
感
じ
、
自
分

の
あ
り
方
を
反
省
し
、
自
分
自

身
に
悪
を
慎
み
善
を
勧
め
る
教

説
で
あ
っ
て
、
他
者
を
評
価
す

る
た
め
の
教
説
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。人

間
は
自
分
自
身
の
こ
と
は

ほ
っ
て
お
い
て
、
す
ぐ
他
者
の

こ
と
を
評
価
し
た
が
る
も
の
で

す
か
ら
、
こ
れ
は
用
心
し
な
く

て
は
い
け
な
い
こ
と
で
す
。

他
者
の
境
遇
の
苦
楽
が
そ
の

人
の
過
去
の
行
い
の
結
果
を
受

け
て
い
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
と
か
、

ど
ん
な
行
為
の
結
果
か
、
何
時

の
行
為
の
結
果
だ
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
と
て
も
凡
夫
で
は
判

断
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
釈

尊
は
原
始
経
典
に
お
い
て
、
業

の
果
報
が
人
間
の
思
惟
の
及
ぶ

、

所
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て

「
比
丘
ら
よ
、
業
の
果
報
は
不

可
思
議
で
あ
り
、
思
惟
す
べ
き

で
は
な
い
。
こ
れ
を
思
惟
す
る

者
は
、
狂
乱
・
悩
害
を
有
す
る

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う

（
ア
ン

」

グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
）

と
説
き
、
こ
れ
を
「
四
不
可
思

」

。

議

の
一
つ
に
数
え
て
い
ま
す

そ
し
て
、
悟
り
を
開
い
た
仏

や
阿
羅
漢
の
み
が
業
の
果
報
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、

三
世
に
わ
た
る
受
業
の
果
報
を

知
る
力
（
業
異
熟
智
力
）
を
如

来
の
十
力
の
一
つ
に
数
え
、
あ

る
い
は
天
眼
を
も
っ
て
有
情
の

死
生
と
業
果
を
見
と
お
す
通
力

（
天
眼
通
）
を
「
六
神
通
」
の

一
つ
に
数
え
て
い
ま
す
。

業
（
行
為
）
と
そ
の
果
報
と

は
客
観
的
法
則
の
よ
う
に
凡
夫

の
知
的
判
断
で
知
ら
れ
る
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く

凡
夫
の
人
智
を
越
え
た
領
域
の

も
の
で
あ
っ
て
、
真
実
を
覚
っ

た
仏
や
阿
羅
漢
の
所
説
を
通
し

て
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
に
よ

、

っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
凡
夫
が
他
者
に
対

し
て
安
易
に
善
悪
の
業
報
を
判

断
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。因

果
応
報
の
教
え
は
、
善
い

行
い
を
す
れ
ば
将
来
に
楽
を
結

果
し
、
悪
し
き
行
い
を
す
れ
ば

将
来
に
苦
を
結
果
す
る
と
い
う

道
理
で
す
が
、
そ
れ
は
あ
る
範

囲
で
は
と
て
も
有
効
な
教
え
で

す
が
、
自
分
の
与
え
ら
れ
る
苦

楽
す
べ
て
が
過
去
の
善
悪
の
行

い
の
結
果
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
の
で
す
。
現
在
の
苦
楽
は
さ

ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
起
こ

っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

凡
夫
に
と
っ
て
苦
楽
の
因
縁

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
善
悪

因
果
の
因
縁
は
多
く
の
因
縁
の

な
か
の
一
部
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も

個
人
の
上
に
於
て
の
み
言
わ
れ

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
祖
父
母
や

父
母
の
悪
業
が
子
供
や
孫
に
報

わ
れ
る
と
云
う
こ
と
は
仏
教
で

は
云
い
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も

私
一
人
の
上
で
の
因
果
応
報
で

す
。
こ
れ
は
原
則
で
す
。

因
果
応
報
は
自
分
一
人
に
上



で
い
わ
れ
る
の
で
す
が
、
自
分

に
降
り
か
か
っ
て
く
る
苦
が
す

べ
て
そ
の
人
の
過
去
の
悪
業
の

結
果
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
経
典
に
、

『

、

沙
門
・
バ
ラ
モ
ン
た
ち
で

こ
の
よ
う
に
説
き
、
こ
の
よ
う

に
見
る
者
が
い
る
。
ー
ー
「
こ

の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
楽
、
あ

る
い
は
苦
、
あ
る
い
は
不
苦
不

楽
を
感
受
し
よ
う
と
も
、
そ
の

す
べ
て
は
前
に
な
さ
れ
た
も
の

を
因
と
し
て
い
る
」
と
。

私
（
釈
尊
）
は
、
こ
れ
ら
の

沙
門
・
バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
（
見

）

。

解

は
邪
し
ま
で
あ
る
と
言
う

シ
ー
ヴ
ァ
カ
よ
、
粘
液
の
出
る

こ
と
、
風
の
出
る
こ
と

（
胆
汁

、

・
風
の
）
集
合
、
季
節
の
変
化

よ
り
生
ぜ
る
、
不
正
な
姿
勢
よ

り
生
ぜ
る
、
傷
害
、
業
の
果
報

よ
り
生
ぜ
る
、
あ
る
感
受
が
生

ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
、

こ
れ
ら
の
沙
門
・
バ
ラ
モ
ン
た

ち
の
（
見
解
）
は
邪
し
ま
で
あ

る
と
言
う

（
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ

』

カ
ー
ヤ
）

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
ま
す
と
、
個
人
の
上
で
た

と
え
ば
、
熱
が
三
十
九
度
も
出

て
苦
し
い
場
合
、
こ
れ
は
過
去

の
そ
の
人
の
悪
業
の
結
果
で
あ

る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う

は
い
え
ま
せ
ん
。
過
去
の
倫
理

的
な
行
い
に
関
係
な
く
体
の
分

泌
物
や
内
臓
の
具
合
や
季
節
の

変
化
や
不
自
然
な
姿
勢
な
ど
の

た
め
に
体
が
不
調
に
な
る
こ
と

は
十
分
あ
り
ま
す
。

ま
た
同
じ
く
自
然
環
境
の
変

化
、
地
震
や
大
寒
波
な
ど
、
あ

る
い
は
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
や
経

（

）

済
的
な
不
況
な
ど
の
影
響

縁

で
、
病
気
に
な
っ
た
り
身
体
が

不
調
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り

ま
す
。
過
去
の
自
分
の
悪
業
の

結
果
だ
け
に
よ
る
と
は
い
え
な

い
。
そ
の
よ
う
に

「
す
べ
て
は

、
（

）

前
に
な
さ
れ
た
も
の

善
悪
業

を
因
と
し
て
い
る
」
と
い
う
見

解
は
間
違
っ
て
い
る
と
釈
尊
は

語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
人
の
以
前
の
善
悪
業
の

行
為
が
現
在
に
結
果
と
し
て
表

、

れ
る
こ
と
は
当
然
あ
り
ま
す
が

す
べ
て
の
自
分
の
苦
楽
が
過
去

、

の
行
い
の
結
果
だ
と
は
い
え
ず

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
起

こ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
そ
の
人
個
人
の

過
去
の
行
い
と
し
て
の
善
悪
業

が
ど
の
よ
う
に
将
来
に
結
果
し

て
く
る
か
を
見
通
す
こ
と
は
非

常
に
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
を
私

た
ち
凡
夫
が
軽
々
に
判
断
す
る

と
い
た
ず
ら
に
他
者
を
差
別
し

悩
ま
せ
か
ね
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
経
典
に
お
い
て
は
、

釈
尊
は
他
面
、
業
の
果
報
が
人

間
の
思
惟
の
及
ぶ
所
で
は
な
い

こ
と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で

す
。業

行
為

と
そ
の
果
報

結

（

）

（

果
）
と
が
何
人
に
も
客
観
的
な

事
実
と
し
て
知
ら
れ
る
と
い
う

も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
人

智
を
越
え
た
領
域
の
も
の
で
あ

り
、
仏
や
阿
羅
漢
の
所
説
を
通

じ
、
い
わ
ば
そ
れ
を
信
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
佛
説
無
量
寿
経
』
に
も

『

、

、

阿
難

仏
に
白
し
て
言
さ
く

も
う

も
う

「
世
尊
、
も
し
か
の
国
土
に
須

弥
山
な
く
は
、
そ
の
四
天
王
お

よ
び

天
、
何
に
依
り
て
か

利

と
う

住
せ
ん
」
と
。

、

、

仏

阿
難
に
語
り
た
ま
わ
く

「
第
三
の
焔
天
、
乃
至
、
色
究

え
ん

竟
天
、
み
な
何
に
依
り
て
か
住

せ
ん
と
」
と
。
阿
難
、
仏
に
白

さ
く

「
行
業
果
報
不
可
思
議
な

、

れ
ば
な
り
」
と
。

、

、

仏

阿
難
に
語
り
た
ま
わ
く

「

、

行
業
果
報
不
可
思
議
な
ら
ば

諸
仏
世
界
も
ま
た
不
可
思
議
な

り
。
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
、

功
徳
善
力
を
も
っ
て
行
業
の
地

に
住
す

か
る
が
ゆ
え
に
よ
く
爾

。

し
か

る
ま
く
の
み
」
と
』

と
い
わ
れ
、
行
業
（
行
い
）
と

そ
の
果
報
、
い
わ
ゆ
る
〈
行
業

果
報
〉
は
不
可
思
議
で
あ
る
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
自
分
の
上
に
苦
痛
が

起
こ
っ
て
き
た
時
、
因
果
応
報

の
教
え
を
聞
い
て
「
こ
れ
は
私

」

が
過
去
の
悪
業
の
結
果
な
ん
だ

、

と
受
け
取
っ
て
自
己
を
反
省
し

自
分
の
行
い
を
正
そ
う
と
す
る

と
か
、
あ
る
い
は
「
こ
う
い
う

辛
い
目
に
あ
う
の
は
自
分
が
悪

、

業
の
重
い
人
間
で
あ
る
か
ら
だ

し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
私
を
阿

、

弥
陀
仏
は
哀
れ
ん
で
く
だ
さ
る

有
り
難
い
こ
と
だ
」
と
の
よ
う

に
信
心
の
上
か
ら
味
わ
う
の
は

い
い
と
思
い
ま
す
。

因
果
応
報
の
教
え
を
自
己
否

定
の
縁
と
し
あ
る
い
は
念
仏
の

有
り
難
さ
を
味
わ
う
よ
す
が
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
結
構
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
妙
好
人

と
い
う
お
方
は
そ
う
い
う
喜
び

を
し
ば
し
ば
語
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
因
果
の
教
え
を
念
仏
を
喜

ぶ
縁
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で

す
。た

だ
、
因
果
応
報
の
教
え
を

自
己
批
判
の
教
え
と
し
て
聞
か

せ
て
い
た
だ
く
の
で
は
な
く
、

人
間
生
活
の
上
に
起
こ
る
い
ろ

い
ろ
な
事
象
に
お
け
る
客
観
的

な
法
則
の
よ
う
に
受
け
と
る
と

間
違
い
が
起
こ
り
や
す
い
の
で

す
。ま

た
注
意
す
べ
き
は
、
因
果

、

応
報
の
倫
理
の
実
践
で
も
っ
て

禍
を
避
け
福
利
を
得
よ
う
と
し

て
悪
を
廃
し
善
を
為
そ
う
と
す

る
の
は
目
立
っ
た
害
は
な
い
に

し
て
も
、
そ
の
心
は
ど
こ
ま
で

も
自
ら
の
功
利
心
（
我
愛
・
我

執
）
に
立
っ
て
い
ま
す
の
で
、

一
種
の
自
己
防
衛
で
す
。

人
間
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
を

因
果
応
報
の
論
理
だ
け
に
重
き

を
お
き
ま
す
と
真
実
の
安
ら
ぎ

の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
注
意
し
て
お

く
べ
き
こ
と
で
す
。

（

）
了



頻
婆
娑
羅
王
勅
せ
し
め

び

ん

ば

し

ゃ

ら

宿
因
そ
の
期
を
ま
た
ず
し
て

ご

仙
人
殺
害
の
む
く
い
に
は

七
重
の
む
ろ
に
と
じ
ら
れ
き

（
浄
土
和
讃
）

現
代
語
意
訳
（
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
王

は
勅
命
を
お
出
し
に
な
り
、
山
中

に
修
行
し
て
い
る
仙
人
が
王
の
子

と
な
っ
て
生
ま
れ
か
わ
っ
て
く
る

と
聞
い
て
、
仙
人
の
寿
命
の
尽
き

る
の
を
待
た
ず
に
、
早
く
子
が
ほ

し
い
ば
か
り
に
彼
を
殺
害
し
て
し

ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
報
い

と
し
て
、
王
は
子
の
ア
ジ
ャ
セ
に

よ
っ
て
七
重
の
屋
に
監
禁
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
）

〈
語
釈
）

頻
婆
娑
羅
王
ー
ー
釈
尊
在
世
の
頃

の
マ
ガ
タ
国
の
王

宿
因
そ
の
期
ー
ー
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ

王
の
子
と
な
っ
て
生
ま
れ
る
因
縁

が
満
ち
る
期
限

仙
人
ー
ー
仏
教
以
外
の
教
え
の
修

行
者
。
世
を
逃
れ
、
山
林
で
修
行

す
る
人

七
重
の
む
ろ
ー
ー
七
重
の
壁
で
さ

え
ぎ
ら
れ
た
部
屋

＊

＊

「
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
王
が
獄
に
閉

Ｎじ
込
め
ら
れ
た
と
い
う
背
景
を
教

え
て
く
だ
さ
い
」

「
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
イ
ン

Ｄド
で
釈
尊
が
在
世
の
昔
、
マ
ガ
タ

国
の
王
で
あ
っ
た
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ

王
に
は
跡
継
ぎ
の
子
供
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
あ
る
と
き
、
占
い

師
に
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
近、

く
の
山
中
に
一
人
の
仙
人
が
居
て

彼
が
三
年
後
に
亡
く
な
っ
た
と
き

に
、
王
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
だ。

ろ
う
と
占
い
師
は
予
言
し
ま
し
た

王
は
老
齢
だ
っ
た
の
で
三
年
間
待

つ
こ
と
が
で
き
ず
、
使
者
を
仙
人

の
所
に
派
遣
し
て
今
死
ん
で
く
れ

る
様
に
要
請
し
ま
す
が
、
仙
人
は

断
っ
た
の
で
、
王
は
勅
命
し
て
彼

を
殺
し
た
と
い
う
昔
の
行
業
、
そ

れ
を
〈
宿
因
ま
た
ず
し
て
仙
人
を

殺
害
し
た
〉
と
い
う
の
で
す
、
そ

の
罪
の
報
い
で
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
王

は
息
子
の
ア
ジ
ャ
セ
に
よ
っ
て
獄

に
閉
じ
ら
れ
る
身
に
な
っ
た
の
だ

と
い
う
仏
典
に
出
て
来
る
話
を
も

と
に
作
ら
れ
た
ご
和
讃
で
す
」

「
こ
こ
で
は
先
の
因
果
応
報
の

Ｎこ
と
が
で
て
ま
す
ね
」

「
え
え
、
善
悪
業
を
な
せ
ば
、

Ｄそ
れ
に
応
じ
て
苦
楽
の
報
い
受
け」

る
と
い
う
苦
楽
因
果
の
道
理
で
す

「
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
王
が
過
去
に

Ｎ犯
し
た
罪
の
報
い
で
七
重
の
牢
獄

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
い
う
話
で

す
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
に
何
を
教

え
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
す
か
」

「
自
分
の
思
い
が
か
な
わ
な
け

Ｄれ
ば
、
罪
の
無
い
人
を
簡
単
に
殺

害
し
て
は
ば
か
ら
な
い
王
の
権
力

の
恐
ろ
し
さ
、
そ
れ
は
現
代
で
も

独
裁
的
な
権
力
者
が
し
ば
し
ば
行

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
権
力
の
身
勝

手
な
乱
用
は
恐
ろ
し
い
と
い
う
こ

と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
」

「
ほ
か
に
は
」

Ｎ
「
現
在
に
為
す
自
分
の
行
い
は

Ｄ未
来
の
自
分
の
人
生
に
必
ず
苦
楽

の
影
響
が
あ
る
と
い
う
厳
粛
な
こ

と
を
教
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と
共

に
自
分
に
起
こ
っ
て
き
た
不
都
合

な
こ
と
は
自
分
の
過
去
の
行
い
に

関
係
し
て
い
る
と
い
う
自
分
の
人

生
に
対
す
る
自
己
責
任
の
重
さ
を

知
ら
し
て
く
れ
ま
す
」

「
け
れ
ど
も
先
に
述
べ
ら
れ
て

Ｎい
る
よ
う
に
自
分
に
ふ
り
か
か
る

不
都
合
な
で
き
ご
と
が
全
て
過
去

の
自
分
の
行
い
の
結
果
だ
と
は
い

え
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
た
だ
私
た

Ｄち
は
不
都
合
な
こ
と
が
降
り
か
か

っ
て
く
る
と
、
そ
れ
を
す
ぐ
他
者

の
せ
い
に
し
た
り
社
会
の
せ
い
に

し
た
り
、
あ
る
い
は
運
が
悪
か
っ

た
と
受
け
取
っ
た
り
し
て
、
自
己

責
任
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
な

か
な
か
し
な
い
で
す
ね
。
自
分
が

間
違
っ
て
い
た
と
い
う
見
方
は
し

な
い
も
の
で
す
。
い
つ
で
も
自
己

肯
定
を
し
た
い
と
い
う
の
が
私
た

ち
で
す
。
そ
う
い
う
私
た
ち
に
我

が
身
に
受
け
る
苦
し
み
を
通
し
て

自
分
の
行
い
を
反
省
し
、
自
分
の

罪
の
深
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く

と
い
う
大
事
な
意
味
が
因
果
応
報

の
教
え
に
は
あ
り
ま
す
」

「
因
果
応
報
の
教
え
は
自
分
の

Ｎ罪
を
知
る
教
説
で
も
あ
る
の
で
す

ね
」「

え
え
そ
う
い
う
意
味
が
あ
り

Ｄま
す
し
、
自
分
が
過
去
に
悪
業
を

重
ね
て
き
た
と
知
ら
さ
れ
て
い
く

と
こ
ろ
に
、
そ
う
い
う
我
が
身
に

か
け
ら
れ
て
い
る
如
来
の
大
悲
の

ご
恩
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
」

「
そ
う
す
る
と
因
果
応
報
の
教

Ｎえ
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
我
が
身

に
い
た
だ
く
中
で
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
肝
心
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
、
そ
う
で
す
。
そ
う
で

Ｄな
い
と
や
や
も
す
る
と
他
者
の
不

幸
を
見
て
、
彼
が
不
幸
に
な
っ
た

の
も
彼
の
悪
業
の
結
果
だ
と
い
う

他
者
批
判
の
冷
た
い
論
理
に
す
り

替
わ
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
す
」

「
そ
う
で
す
ね
」

Ｎ

（
了
）

頻
婆
娑
羅
王
勅
せ
し
め

び

ん

ば

し

ゃ

ら

ち

ょ

く

（
和
讚
問
答
）

《

》

永
代
経
法
要
は
延
期

（
水
）
の
念
佛
寺

四
月
二
十
二
日

永
代
経
法
要
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
か

ら
の
予
防
の
た
め
延
期
（
九
月
二
十
二

日
）
致
し
ま
す
。


