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さ
て
四
つ
の
真
理
「
苦
・
集
・
滅
・
道
」

か
ら
構
成
さ
れ
る
「
四
聖
諦
」
に
つ
い
て
、

も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　「
苦
」
と
は
我
々
が
生
き
る
こ
の
世
界
は

苦
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
真
理
で
、

そ
の
原
因
は
私
達
の
心
の
中
に
「
渇
愛
」
が

あ
る
か
ら
と
い
う
の
が
「
集
」
で
し
た
。

　
こ
こ
が
重
要
で「
こ
の
世
の
全
て
が
苦
だ
」

と
い
っ
て
も
、
私
達
の
外
側
に
客
観
的
な

「
苦
」が
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
達
は
「
全
て
の
存
在
を
苦
と
し
て
捉
え
て

し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
前
提
に
あ

る
の
が
「
諸
行
無
常
」
で
す
。

　
全
て
の
存
在
が
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
姿

で
あ
れ
ば
、
何
も
苦
し
む
こ
と
は
な
い
の
で

す
。
し
か
し
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
崩
壊
し
て

い
く
」
と
い
う
原
則
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
捉
え
る
私
達
の
心
は

そ
こ
に
苦
し
み
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
で

す
。
そ
の
原
因
で
あ
る
「
集
」
を
消
し
去
る

方
法
が
あ
る
と
い
う
真
理
が
「
滅
」
で
あ
り
、

自
分
の
力
で
自
分
の
心
の
中
を
変
え
て
い
く

具
体
的
な
生
き
方
が
「
道
」
で
す
。「
道
」

に
従
っ
て
自
己
変
革
が
出
来
れ
ば
、
私
達
は

外
界
の
変
化
を「
苦
」に
し
な
く
な
る
の
で
す
。

　
こ
こ
で
も
う
一
つ
重
要
な
の
が
「
諸
法
無

我
」
で
す
。
も
し
も
私
達
の
中
に
永
遠
不
滅

な
魂
の
よ
う
な
「
我
」
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
肉
体
は
た
だ
の
容
器
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

歳
を
と
っ
た
ら
車
を
乗
り
換
え
る
よ
う
に
、

次
の
肉
体
に
乗
り
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

別
に
苦
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
お
釈
迦
様
は
、
こ
の
世
界
を
客
観

的
に
観
察
さ
れ
た
結
果
、
私
達
を
は
じ
め
こ

の
世
の
全
て
の
存
在
は
、
様
々
な
要
素
が
因

縁
に
よ
り
仮
に
集
ま
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
悟
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
諸
法

無
我
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
達
は
目
や
耳
な
ど
の
感
覚
器
官
を
通
じ

て
外
界
の
情
報
を
受
け
取
っ
て
い
ま
す
が
、

仏
教
で
は
五
官
に
加
え
て
心
も
外
界
の
認
識

器
官
（
六
根
）
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
し
て
私
達
の
外
に
は
六
根
の
認
識
対
象
で

あ
る
六
種
の
世
界
（
六
境
）
が
あ
り
、
私
達

は
六
根
か
ら
受
け
と
っ
た
情
報
を
元
に
外
界

を
認
識
（
六
識
）
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　
こ
の
時
、
も
し
も
私
達
の
内
側
に
確
固
た

る「
我
」（
外
界
と
無
関
係
に
成
り
立
つ
存
在
）

が
有
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
外
界
の
情
報
を

取
捨
選
択
し
て
受
け
取
れ
ば
い
い
だ
け
の
話

で
す
。
し
か
し
お
釈
迦
様
は
「
我
」
は
無
い

と
説
か
れ
ま
し
た
。

　
私
達
の
中
に
「
我
」
が
無
け
れ
ば
、
こ
の

世
界
に
は
「
認
識
器
官
（
六
根
）
が
外
界
（
六

境
）
を
捉
え
、
そ
れ
を
私
が
認
識
（
六
識
）

し
て
い
る
」
と
い
う
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
中
心

と
な
る
核
や
セ
ン
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
が
仏
教
の
説
く
「
無
我
」
な
の
で
す
。

　
結
果
と
し
て
、
私
と
は
外
側
の
世
界
（
六

境
）
と
そ
れ
を
繋
ぐ
認
識
器
官
（
六
根
）
と

内
側
の
認
識
（
六
識
）
を
含
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
全
体
を
通
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、

外
界
の
認
識
対
象
も
今
の
私
の
構
成
要
素
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
無
我
で
あ
る
が
故
に
、

世
界
の
全
て
が
私
自
身
で
あ
り
、
私
で
な
い

も
の
は
何
一
つ
存
在
し
な
い
の
で
す
。

　
そ
う
す
る
と
私
の
心
が
苦
し
み
を
感
じ
て

い
る
時
に
は
、
そ
の
苦
し
み
を
も
た
ら
し
た

外
界
の
存
在
も
ま
た
、
私
の
苦
し
み
の
一
要

　 「
知
足
の
心
が
宝
船
と
い
う
も
の
、
金
や
物
が
不
足
で

あ
っ
た
と
し
て
も
」（『
道
歌
教
訓
和
歌
辞
典
』
よ
り
）

　
仏
典
で
は
「
小
欲
知
足
」
と
も
説
か
れ
ま
す
が
、
欲
求

が
大
き
け
れ
ば
い
く
ら
恵
ま
れ
て
い
て
も
満
足
す
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
幸
福
と
は
金
銀
財
宝
を
積
ん

だ
宝
船
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
足
る
を
知
る
心

を
養
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
古
く
か
ら
の
道
歌
で
す
。

　
温
暖
化
を
は
じ
め
、
多
く
の
社
会
問
題
を
抱
え
る
私
達

が
、
今
一
度
省
み
る
べ
き
教
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

素
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
大
変
有
難
い
仏
像
が
あ
っ
た
と
し

ま
し
ょ
う
。
仏
像
自
体
に
は
何
の
責
任
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
も
し
私
が
そ
の
有
難
い
仏
像

を
欲
し
い
と
思
っ
て
も
、
手
に
入
れ
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
時
、
そ
の
仏
像
は
私
の
苦

し
み
の
媒
体
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
考
え

る
と
、
こ
の
世
の
中
の
全
て
の
存
在
は
苦
し

み
の
媒
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
勿
論
、逆
も
あ
り
ま
す
。
仏
像
が
「
喜
び
」

や
「
幸
福
」
の
媒
体
に
な
る
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
の
世
の
中
は
楽
し
み
に

満
ち
て
い
る
、
と
考
え
る
人
に
は
仏
教
は
響

か
な
い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
往
々
に
し
て
人
は
生
き
て
い
く

こ
と
は
苦
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
年
齢
と
共

に
次
第
、
次
第
に
理
解
し
ま
す
の
で
、
や
は

り
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た

よ
う
に
、
こ
の
世
の
中
は

本
質
的
に
「
苦
」
な
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　
　
お
正
月
の
茶
席

　
お
正
月
で
す
が
、
今
年
は
曜
日
の
都
合
で

元
日
と
二
日
の
二
日
間
は
書
院
の
炉
に
炭
を

入
れ
ま
す
。
両
日
と
も
午
前
十
時
か
ら
午
後

三
時
迄
に
お
参
り
の

方
に
は
、
住
職
が
お

抹
茶
を
差
し
上
げ
ま

す
の
で
、
是
非
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
下

さ
い
。
ま
た
除
夜
の

鐘
は
大
晦
日
十
一
時

半
か
ら
で
す
。
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