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と
相
ま
っ
て
そ
の
自
己
主
張
か
ら
浄
土
教
か
ら
分
離
し
、
禅
と

浄
土
と
の
対
立
項
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
禅
宗
の
成
立
を
論
究

し
て
ゆ
け
ば
、
最
初
か
ら
禅
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

菩
提
達
磨(

？
～
五
二
八
？)

の
頃
か
ら
次
第
に
形
成
せ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
二
十
世
紀
に
な
っ
て
発
見
さ

れ
た
敦
煌
の
諸
文
献
、
中
で
も
「
楞
伽
師
資
記1

」
等
か
ら
次
第

に
、
そ
の
本
来
の
相
が
明
瞭
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
禅
が

成
立
す
る
以
前
か
ら
次
第
に
禅
の
成
立
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
た
と
え
ば
禅
の
第
四
祖
道
信(

五
八
〇
～
六
五
一)

―
―

こ
の
頃
か
ら
次
第
に
客
観
的
に
禅
の
成
立
の
過
程
が
た
ど
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
―
―
『
文
殊
般
若
経
』
所
説
の
一
行
三
昧
を
修

序

浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
要

点
は
浄
土
教
と
根
源
的
主
体
性
の
二
つ
の
テ
ー
マ
が
主
題
と
な

る
。
し
か
も
そ
れ
ら
両
者
は
根
源
的
に
一
つ
の
問
題
と
し
て
か

か
わ
っ
て
い
る
。

最
初
に
浄
土
教
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
た
と
え
ば

禅
と
浄
土(

念
仏)

と
の
二
つ
の
対
立
項
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
の
場
合
、
そ
こ
で
み
ら
れ
る
浄
土
教

は
宗
派
仏
教
の
枠
に
捉
わ
れ
、
そ
の
中
に
堕
込
ん
で
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
浄
土
教
は
決
し
て
禅
と
対
立
項
で
考
え
ら
れ
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
禅
を
も
含
ん
で
い
る
。

中
国
に
お
い
て
禅
は
六
世
紀
頃
に
成
立
し
、
そ
の
禅
の
成
立

浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性

と
く
に
縁
起
論
の
立
場
か
ら
の
論
考

河
波 

昌
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
禅
の
さ
と
り
を
開
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
等
を
考
え
る
時
、
禅
は
む
し
ろ
大
乗
仏
教
発
展
の
一

契
機
と
し
て
次
第
に
そ
の
独
立
性
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
禅
は
決
し
て
最
初
か
ら
独
立
し
て

存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
中
国
的
な
要
素
も
加
わ

っ
て
中
国
に
お
い
て
次
第
に
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
禅

と
浄
土(

念
仏)

が
固
定
的
に
二
つ
の
別
の
実
践
と
考
え
る
以

前
に
、
む
し
ろ
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
の
根
源
的
地
平
―
―
そ
れ

は
禅
と
対
立
す
る
以
前
の
浄
土
教
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

道
信
が
一
行
三
昧
の
実
践
を
通
し
て
禅
の
境
地
の
展
開
が
み
ら

れ
る
そ
の
根
源
に
お
け
る
い
わ
ば
浄
土
教
以
前
の
大
乗
仏
教
そ

の
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
浄
土
教
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
は
三
つ
の
局
面
で

の
展
開
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
（
１
）
禅
浄
対

立
以
前
、
あ
る
い
は
浄
土
教
成
立
以
前
の
浄
土
教
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
本
学
会
に
お
い
て
大
乗
神
秘
主
義m

ahāyāna-m
ystik

と
し
て
論
じ
た
。
そ
の
よ
う
な
根
源
的
浄
土
教
を
浄
土
教
（
Ⅰ
）

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
禅
の
成

立
と
共
に
浄
土
教
が
禅
浄
対
立
項
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
浄
土

教
―
―
一
般
に
は
そ
の
よ
う
な
浄
土
教
の
み
が
浄
土
教
と
考
え

ら
れ
て
い
る
―
―
を
浄
土
教(

Ⅱ)

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら

更
に
浄
土
教
は
そ
の
宗
教
的
実
践
を
通
し
て
禅
浄
対
立
の
地
平

を
突
破
し
て
根
源
的
な
浄
土
教(

Ⅰ)

に
還
る
。
そ
の
よ
う
な

浄
土
教
を
本
論
で
は
浄
土
教(

Ⅲ)

と
し
て
考
え
る
。
そ
し
て

二
十
世
紀
に
い
た
っ
て
、
た
と
え
ば
山
崎
弁
栄(

一
八
五
九
～

一
九
二
〇2

)

に
お
け
る
念
仏
三
昧
の
実
践
に
お
い
て
再
び
根
源

的
浄
土
教(

Ⅲ)

、
す
な
わ
ち
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち

禅
自
体
も
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
根
源
的
地
平
が
開
か
れ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
本
論
が
浄
土
教
を
論
じ
る
場
合
こ
れ
ら
三
局
面
の

浄
土
教
の
全
体
を
展
望
し
つ
つ
、
と
く
に
浄
土
教(

Ⅲ)

の
立
場

に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

次
に
根
源
的
主
体
性
に
つ
い
て
は
西
谷
啓
治
の
『
根
源
的
主

体
性
の
哲
学
』(

昭
和
十
五
年)

に
由
来
す
る
。
西
谷
に
と
ど
ま

ら
ず
久
松
真
一
の
『
絶
対
主
体
道
の
哲
学
』
等
に
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
西
田
幾
多
郎
以
来
、
主
体
性
の
論
究
の
問
題
は
京
都
学

派
に
お
け
る
根
源
的
基
調
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た3

。
そ
し
て
そ

の
背
景
に
は
西
田
幾
多
郎
を
通
じ
て
禅
と
の
連
続
的
な
関
係
が

考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
本
論
は
禅
浄
対
立
を
超
え
た
、
そ
し
て
禅
も
そ
こ
か
ら

出
て
き
た
大
乗
仏
教
自
体
、
す
な
わ
ち
浄
土
教(

Ⅲ)

の
立
場

か
ら
の
根
源
的
主
体
性
の
問
題
の
論
究
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
と
り
わ
け
仏
教
そ
の
も
の
に
一
貫
す
る
原
理
た
る
縁

起
論
の
立
場
か
ら
論
究
す
る
。
そ
し
て
縁
起
論
こ
そ
が
禅
浄
の

対
立
の
枠
を
超
え
て
根
源
的
主
体
性
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

縁
起
論
の
考
察
に
先
立
っ
て

縁
起
と
は
仏
教
の
根
本
的
真
理
で
あ
り
、
ま
た
原
理
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
か
か
る
縁
起
の
契
機
か
ら
離
脱
す
る
場
合
、
そ

れ
は
仏
教
で
は
な
く
な
る
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
縁
起
と
は

pratītya-sam
utpāda

す
な
わ
ち「
よ
っ
て
起
こ
る
」の
意
で
あ
り
、

す
べ
て
は
縁
に
依
っ
て
起
こ
る
の
意
で
あ
る
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存

在
の
独
立
性
は
否
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
縁
起
そ
の
も
の
が
真
理(

法(

ダ
ル
マ))

そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
ど
こ

ま
で
も
独
立
し
た
主
観
も
ま
た
客
観
も
考
え
ら
れ
な
い
。
た
と

え
ば
独
立
し
た
主
観
を
立
て
て
縁
起
を
客
観(

体)

と
し
て
み

る
場
合
、
縁
起
の
真
理
は
、
そ
こ
で
は
消
滅
す
る
。
多
く
の
仏

教
学
の
徒
は
綿
密
に
客
観
的
真
理
の
ご
と
く
に
縁
起
を
詳
細
に

分
析
す
る
が
実
は
そ
の
出
発
点
か
ら
む
し
ろ
そ
こ
で
縁
起
は
主

客
分
裂
の
中
に
入
っ
て
縁
起
そ
の
も
の
の
真
理
は
存
在
し
て
い

な
い
。
む
し
ろ
縁
起
そ
の
も
の
は
、
そ
の
構
造
の
中
に
「
主
客

の
分
裂
を
超
え
て
ゆ
く
思
惟
」das Subjekt-O

bjekt-Spaltung 

Ü
berschreitende D

enken (

Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス)

が
実
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
縁
起
そ
の
も
の
を
い
く
ら
対
象
的(

分
析
的)

に
考
察
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
仏
教
の
本
来
の
真
理
の
目
覚
め
は

生
じ
な
い
。
そ
し
て
縁
起
は
む
し
ろ
対
象
的
思
惟
の
消
滅
点

the vanishing point

な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
仏
教
学
に
お
い
て

「
仏
教
学
栄
え
て
仏
教
滅
ぶ
」
が
い
と
な
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
縁
起
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
対
象
的
思

惟
の
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
か
か
る
対
象
的
思
惟
を
超

え
で
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
思
惟
そ
の
も
の
は
、「
し

い
」
で
は
な
く
「
し
ゆ
い
」
と
よ
ま
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と

仏
教
の
専
門
用
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
観
無
量
寿
経
』
で
は

真
正
面
か
ら
釈
尊
に
対
す
る
「
教
我
思
惟
」(

我
に
思
惟
を
教
え

た
ま
え)

の
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
「
思
惟
と
は
何
か
」
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が
こ
の
経
典
の
根
本
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
釈

迦
が
牟
尼
と
称
せ
ら
れ
る
場
合
の
牟
尼m

uni

と
は
考
え
る(

サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
語
源m

an)

か
ら
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
「
真

に
考
え
た
人
」
の
意
で
あ
り
、
決
し
て
一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
対
象
的
、
分
析
的
に
考
え
た
人
の
意
で
は
な
い
。(

な
お
思

惟
に
つ
い
て
は
後
述)

と
こ
ろ
で
縁
起
と
は
実
に
そ
こ
で
対
象
的
分
別
的
思
惟
が
消

滅
し
真
の
思
惟
の
成
立
す
る
地
平
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
対
象

的
思
惟
な
く
し
て
は
縁
起
そ
の
も
の
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
縁
起
は
そ
し
て
縁
起
そ
の

も
の
に
お
い
て
始
ま
る
思
惟
は
か
か
る
主
客
分
裂
の
思
惟
を
ど

こ
ま
で
も
超
え
出
て
ゆ
く
思
惟
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し

て
対
象
的
思
惟
で
は
な
く
実
践
的
な
、
あ
る
い
は
牟
尼
の
立
場

か
ら
い
っ
て
「
高
次
の
思
惟
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

し
て
か
か
る
思
惟
は
実
践
的
に
「
念
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。
念
は
多
く
の
経
典
に
お
い
て
「
思
惟
」
と
も

訳
さ
れ
、
念
即
思
惟
、
思
惟
即
念
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
故
に
念
と
は
決
し
て
主
観
的
な
、
観
念
的
な
念
で
は
な
く
、

そ
れ
は
縁
起
を
そ
の
根
底
に
本
質
的
構
造
と
し
て
内
包
し
て
い

る
念
で
あ
り
、
ま
た
縁
起
そ
の
も
の
で
あ
る
念(

思
惟)

が
、
ま

た
か
え
っ
て
縁
起
の
真
理
を
開
示
し
て
ゆ
く
構
造
を
有
し
て
い

る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
か
か
る
念(

思
惟)

こ
そ
が
縁
起
そ

の
も
の
の
実
践
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
さ
に
そ
の
念
に
お
い
て
縁
起
は
ま
た
種
々
相
を
展
開
す
る
。

以
下
は
そ
の
種
々
相
の
展
開
で
あ
る(

そ
し
て
本
論
の
テ
ー
マ

た
る
根
源
的
主
体
性
の
展
開
も
ま
た
そ
の
一
環
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
縁
起
の
展
開
に
唯
心
縁
起
、
法
界
縁
起
、

六
大
縁
起
等
、
縁
起
論
展
開
の
種
々
相
が
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
の
必
然
的
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
と

し
て 

ａ 

縁
起
と
空 

ｂ 

縁
起
に
お
け
る
仏
と
の
自
己
同
一
性

(

是
心
是
仏) 

ｃ 

縁
起
に
お
け
る
仏
へ
の
形
成(

是
心
作
仏)

ｄ 

縁
起
に
お
け
る
心
、
す
な
わ
ち
根
源
的
主
体
性
に
つ
い
て
考
え

る
。
以
下
は
そ
の
一
々
に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
る
。

ａ 

縁
起
と
空 

―
― 

と
く
に
主
体
的
実
践
に
お
け
る  

縁
起
が
空
で
あ
る
こ
と
は
『
中
論
』
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
に
お
け
る
、
し
か
も
宗
教
的
実
践
の
地
平
に
お
い
て
展
開

さ
れ
て
い
っ
た
真
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
対
象
的
論
理
の
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次
元
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
大
乗
仏
教
成
立
以
来
の
た

と
え
ば
般
舟(

念
仏)

三
昧
の
実
践
そ
の
も
の
に
も
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
大
乗
仏
教
の
成
立
の
最
初
期
の
成
立
と
考
え

ら
れ
る
『
般
舟
三
昧
経
』
に
お
い
て
「
般
舟
」praty-utpanna

と
は
「
対
し
て
」prati

、
立
つ
、
現
前
す
るutpanna

の
合
成

語
で
あ
り
、
か
か
る
「
般
舟
」
は
『
華
厳
経
』
た
と
え
ば
六
十

巻
本
で
は
「
対
現
」、「
対
見
」
等
の
豊
か
な
展
開
に
も
み
ら
れ
、

そ
の
「
対
」
が
縁
起
の
構
造
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
般
舟
三
昧
経
』
に
お
け
る
「
念

仏
の
因
縁
に
従
っ
て
仏
を
見
る
」(

三
巻
本4

)

あ
る
い
は
そ
の
チ

ベ
ッ
ト
訳
に
お
け
る
「
仏
を
縁
ず
る
こ
と
に
心
を
向
け
る
」
等

は
念
仏
の
構
造
が
対
そ
の
も
の
と
し
て
の
縁
起
自
体
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
念
は
対
象
性
に
即
し
て
そ
の
単
な
る
対
象
性
の
地
平

を
脱
却
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
縁
起
そ
の
も
の
の
実
践

が
行
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。そ
れ
故
に
同
経
に
お
け
る
、「
般

舟(

念
仏)

三
昧
を
用
う
る
が
故
に
、
空
三
昧
を
得5

」
あ
る
い

は
、「
こ
の(

般
舟)

三
昧
を
証
す
れ
ば
空
定
な
る
こ
と
を
知
る6

」

等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
種
々
の
般
若
経
典

類
に
お
い
て
も
般
若
空
の
実
践
に
即
し
て
念
仏
、
あ
る
い
は
見

仏
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
空
を
説
く
般
若
経
典
の
中
に

異
質
の
念
仏
が
偶
然
的
に
混
入
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
見
仏

(

念
仏)

そ
の
も
の
と
し
て
の
般
舟
三
昧
の
実
践
が
か
え
っ
て
般

若
波
羅
蜜
の
実
践
と
し
て
の
空
と
相
即
し
て
い
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
最
初
期
の
成
立
と
み
ら
れ
る
『
小
品
般
若
経
』(

紀

元
前
一
世
紀
頃
成
立?)

に
は
、「
若
し
菩
薩
、
般
若
波
羅
蜜
を

行
じ
、
般
若
波
羅
蜜
を
生
ず
る
の
時
、
念
に
応
し
て
、
無
量
無

辺
の
世
界
の
諸
仏
現
存
す
。
…
…7

」
の
文
が
み
ら
れ
る
。

な
お
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
を
説
く
般
若
経
典
類
は
多
く
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
般
若
経
研
究
者
た
ち
の
共
通
の
主
張
で
あ
る
グ
ノ

ー
シ
ス
と
の
関
係
も
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
般
舟(

念
仏)

三
昧
は
、
そ
れ
故
に
そ
の
内
容
は
一
行
三

昧(

文
殊
般
若
経)

、
一
相
荘
厳
三
昧(

同
玄
奘
訳)

等
と
し
て

般
若
経
典
類
に
も
豊
か
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
法
は

初
期
禅
宗
史
に
も
直
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
期
禅
宗
の
成

立
す
る
以
前
、
い
わ
ゆ
る
禅
宗
の
説
く
坐
禅
で
は
な
く
、
念
仏

三
昧
と
し
て
の
一
行
三
昧
が
実
践
せ
ら
れ
て
い
た
。
禅
宗
史
が
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客
観
的
に
そ
し
て
資
料
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
禅
の

第
四
祖
道
信
の
頃
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
一
行
三
昧
す
な

わ
ち
般
舟
三
昧
に
よ
っ
て
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
初
期
禅
宗
史
の
理
解
に
は
『
楞
伽
師
資
記
』
が
極
め
て
重

要
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
道
信
は
一
行
三
昧
を
実
践
し
て
空
を

悟
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て

道
信
の
実
践
は
ど
こ
ま
で
も
初
期
大
乗
仏
教
以
来
の
伝
統
に
連

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

道
信
は
こ
の
一
行
三
昧
を
行
ず
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
内
容

と
し
て
の
一
仏
に
念
を
集
中
す
る
過
程
に
お
い
て
忽
然
と
し
て

空
を
悟
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
践
の
構
造
が
「(

仏

を
念
ず
る
に)

心
を
離
れ
て
別
に
仏
あ
る
こ
と
な
く
、
仏
を
離

れ
て
別
に
心
あ
る
こ
と
な
し8

」
と
あ
り
、
ま
さ
に
念
仏
三
昧
に

お
け
る
仏
と
心
と
の
関
係
が
縁
起
の
構
造
に
お
い
て
成
立
し
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
道
信
に
お
い
て
、「
仏

を
離
れ
て
心
あ
る
こ
と
な
し
」
と
相
即
し
つ
つ
も
「
心
を
離
れ

て
別
に
仏
あ
る
こ
と
な
し
」
へ
の
傾
斜
が
み
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

禅
の
成
立
の
萌
芽
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
他
方
「
仏
を
離
れ

て
心
あ
る
こ
と
な
し
」
の
方
向
に
浄
土
教
が
成
立
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
心
を
前
面
に
立
て
る
禅
の
立
場
に
対

応
し
て
、
浄
土
教
に
お
い
て
心
の
問
題
が
希
薄
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、
禅
に
お
け
る
心
の
高
揚
の
立

場
も
縁
起
の
構
造
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
空
の

証
得
の
立
場
も
禅
と
浄
土
の
対
立
の
立
場
を
超
え
て
共
通
す
る

超
越
的
な
地
平
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
根

源
的
主
体
性
の
問
題
も
か
か
る
点
で
初
期
大
乗
仏
教
以
来
の
伝

統
に
連
な
っ
て
い
る
。

ｂ 

縁
起
に
お
け
る
仏
と
の
自
己
同
一
性
の
展
開

縁
起
は
仏
と
人
間
の
心
と
の
自
己
同
一
性
の
成
立
の
可
能
の

根
拠
と
も
な
る
。『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、「
心
に
仏
を
想

(

念)

う
時
、
是
の
心
、
仏
を
作
る(

是
心
作
仏)

。
是
の
心
、
こ

れ
仏
な
り(

是
心
是
仏) 9

」。
仏
と
罪
悪
深
重
の
凡
夫
た
る
人
間

と
の
絶
対
的
な
隔
離
を
説
く
浄
土
教
で
も
最
も
重
視
せ
ら
れ
る

こ
の
経
典
―
―
た
と
え
ば
そ
こ
で
は
凡
夫
は
八
十
億
劫
生
死
の

罪
に
堕
罪
し
、
仏
と
の
絶
対
的
矛
盾
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
是
心
是
仏
」
と
仏
と
の
同
一
性
が
説
か
れ

て
も
い
る
。
そ
れ
は『
観
無
量
寿
経
』が
恐
ら
く
紀
元
五
世
紀
頃
、
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い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
の
成
立
の
最
終
段
階
に
お
い
て
成
立
し
た

経
典
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
西
田
の
絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
性
の
絶
対
矛
盾
に
は
恐
ら
く

Ｋ
・
バ
ル
ト
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る

が
、
ま
た
西
田
の
晩
年
に
お
け
る
浄
土
教
の
影
響
も
考
え
ら
れ

る
。
罪
悪
深
重
の
凡
夫
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
仏
と
の
自
己

同
一
を
説
く
西
田
の
立
場
に
は
バ
ル
ト
の
立
場
を
も
顧
慮
し
つ

つ
も
む
し
ろ
『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
立
場
に
相
応
し
て
い
る
。

田
辺
元
は
あ
る
箇
所
で
西
田
を
批
判
し
、「
絶
対
矛
盾
と
云
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
お
自
己
同
一
を
主
張
し
て
い
る
点
で
、

汎
神
論
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
て
い
な
い
」
旨
を
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
田
辺
も
バ
ル
ト
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
点
で
共

鳴
し
つ
つ(

絶
対
媒
介
の
立
場)

、
西
田
を
汎
神
論
的
と
批
判
す

る
の
で
あ
る
が
、
西
田
の
「
自
己
同
一
」
を
汎
神
論
的
同
一
性

と
決
め
つ
け
て
い
る
田
辺
自
身
が
汎
神
論
的
制
約
に
捉
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
一
性
に
つ
い
て
は
汎
神
論
的
な
同
一
性
の
み
で
は
な
く
、

縁
起
の
立
場
か
ら
全
く
別
の
同
一
性
の
成
立
も
考
え
ら
れ
る
。

「
仏
を
想(

念)

う
時
、
是
の
心
、
是
れ
仏
な
り
」
は
縁
起
の
構

造
に
お
け
る
そ
の
自
己
同
一
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
絶
対
矛
盾
を
も
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
含
ん
だ
上
で
の
縁

起
的
同
一
性
に
他
な
ら
な
い
。
田
辺
の
西
田
に
対
す
る
批
判
は

縁
起
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
な
お
平
板
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
縁

起
の
立
場
に
お
い
て
こ
そ
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
性
は
成
立
し

う
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
縁
起
は
空
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

か
か
る
縁
起=

空
の
地
平
こ
そ
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の

よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
躍
動
的
な
展
開
と
し
て
の
「
逆
対
応
」

論(

西
田
の
『
宗
教
論
』)

へ
の
進
展
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ｃ 

縁
起
に
お
け
る
仏
へ
の
形
成(

是
心
作
仏)

『
観
無
量
寿
経
』
は
縁
起
の
構
造
に
お
い
て
成
立
す
る
念

(
想)

の
構
造
が
そ
の
ま
ま
「
是
心
作
仏
」「
是
心
是
仏
」
に
連

な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
心
と
仏
と
は
い
わ
ば
縁
起
の
構

造
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
相
即
す
る
心
と
仏
は
不
二
の

関
係
に
あ
り
、
両
者
は
相
互
に
相
即
相
入
す
る
。
そ
こ
で
は
両

者
は
対
立
し
つ
つ
も
自
己
同
一
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
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の
同
一
性
は
固
定
的
な
実
体
性
を
超
え
て
い
る
の
で
、
ど
こ
ま

で
も
躍
動
的
で
あ
る
。
ま
た
か
か
る
仏
へ
向
か
っ
て
の
形
成
作

用
と
し
て
の
作
仏
は
固
定
的
な
仏
と
の
自
己
同
一
性
を
目
ざ
し

な
が
ら
、
む
し
ろ
か
か
る
同
一
性
を
常
に
突
破
す
る
。
い
わ
ゆ

る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
るtheosis (

神
化=

作
仏)

が
そ
こ
に

考
え
ら
れ
る
。「
般
若
波
羅
蜜
は
般
若
波
羅
蜜
に
あ
ら
ず
」
と
す

る
『
金
剛
般
若
経
』
に
お
い
て
は
波
羅
蜜parām

itā

が
完
成
を

意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
完
成
は
完
成
に
あ
ら
ず
と
す
る
空
の
実

践
の
地
平
に
お
い
て
「
是
心
是
仏
」
と
「
是
心
作
仏
」
と
は
相

即
し
て
い
る
。
ま
た
か
か
る
実
践
が
菩
薩
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
近
代
の
理
性
の
立
場
で
考
え
ら
れ
る
人
間
形
成Bildung

の
地
平
を
超
え
て
念
々
に
お
け
る
自
己
脱
却
に
即
し
て
の
い

わ
ば
空
的
主
体
と
し
て
の
脱
自
己
的
自
己
形
成 Entbildende  

Bildung 

に
他
な
ら
な
い
。
一
般
的
な
浄
土
宗
等
に
お
け
る
理
解

で
は
「
是
心
作
仏
」
か
ら
「
是
心
是
仏
」
へ
の
一
方
的
な
方
向

が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
「
是

心
作
仏
」
か
ら
「
是
心
是
仏
」
に
向
か
う
と
共
に
、
ま
た
念
々

に
お
け
る
「
是
心
作
仏
」
に
よ
る
「
是
心
是
仏
」
の
突
破
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
近
代
に
お
い
て
考
え

ら
れ
て
い
た
崩
壊
し
た
人
間
形
成Bildung

論
は
改
め
て
縁
起

の
立
場
で
の
い
わ
ば
脱
構
築
と
も
い
う
べ
き
新
た
な
る
人
間
形

成
の
地
平
が
開
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
般
若
波
羅
蜜
の
実

践
と
し
て
の
菩
薩
道
に
は
そ
の
よ
う
な
展
望
が
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

ｄ 

浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
の
問
題

さ
き
に
縁
起
、
空
等
を
論
じ
な
が
ら
、
と
く
に
『
観
無
量
寿

経
』
を
引
用
し
つ
つ
同
一
性
、
同
化
等
の
問
題
を
論
じ
た
。
た

だ
論
点
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
経
典
の
一
部
の
み
の
引

用
に
と
ど
め
た
が
、
改
め
て
浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性

を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
経
典
の
前
後
の
文
の
引
用
も

不
可
避
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

「
…
…
如
来
は
是
れ
法
界
身
な
り
、
…
…
衆
生
の
心
想
の
中
に
入5

る
。
こ
の
故
に
汝
等
心
に
仏
を
想(

念)

う
時
、
是
の
心
即5

ち
是

れ
三
十
二
相
八
十
随
形
好
な
り
、
是
の
心
仏
を
作
る
、
是
の
心

是
れ
仏
な
り
。
諸
仏
正
偏
知
海
は
心
想
よ
り
生5

ず
。

0

」
上
の
文
に

お
い
て
、
入
・
即
・
生
の
三
契
機
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
一

に
念
に
お
い
て
宇
宙
全
体
の
仏
身
た
る
法
界
身
の
来
入
が
説
か
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
ミ
ク
ロ
コ

ス
モ
ス
に
突
入
す
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
単
な
る
主
観
は
突

き
破
ら
れ
て
浄
土
教
的
主
体
性
が
根
底
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
第
二
に
そ
こ
で
心
は
仏
と
相
即
す
る
。
か
か
る
仏
と
心

(

念)

と
の
相
即
性
は
そ
の
ま
ま
が
浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主

体
性
を
形
成
す
る
。
第
三
に
か
か
る
心
は
「
従
心
想
生
…
…
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
心
か
ら
正
偏
知
海
、
す
な
わ

ち
大
海
原
の
ご
と
き
広
大
な
仏
の
智
慧
が
出
現
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
根
源
的
主
体
性
そ
の
も
の
の
展
開
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
以
上
の
ご
と
き
心(

念)

に
お
い
て
三
契
機
が
説

か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
念
々
に
お
け
る
三
契
機
の
展

開
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
実
践
的
内
容
は
「
行

門
以
本
」
を
説
く
浄
土
教
に
お
い
て
伏
流
水
の
ご
と
く
流
れ
、

そ
れ
が
や
が
て
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
開
花
し
て
い
っ
た
。

そ
の
代
表
が
山
崎
弁
栄
で
あ
る
。
山
崎
は
二
十
四
歳
に
大
悟
徹

底
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
彼
に
お
い
て
禅
と
の
対
立
を
も
突

破
し
て
縦
横
無
尽
に
根
源
的
主
体
性
が
展
開
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
。
彼
は
一
書
簡
文
の
中
で
次
の
ご
と
く
に
語
っ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
実
践
内
容
が
一
貫
し
て

み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
み
だ
仏
を
念
ず
る
吾
が
心
即
ち
是
れ
あ
み
だ
仏
で
あ
る
。

古
人
曰
わ
ず
や
、一
念
弥
陀
を
念
ず
れ
ば
、一
念
の
仏
、念
々

弥
陀
を
念
ず
れ
ば
念
々
の
仏
と
の
言
、
常
に
仏
心
と
相
応

す
る
時
は
我
が
心
是
れ
仏
心
。

な
お
山
崎
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
の
展
開
の
内
容
は
彼
の

詠
ん
だ
歌
に
も
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
幾
つ
か
を
次

に
挙
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、

我
と
い
う
は
絶
対
無
限
の
大
我
な
る

無
量
光
寿
の
如
来
な
り
け
りb

縁
起
の
立
場
に
立
て
ば
、
我
と
如
来
と
は
自
己
同
一
的
で

あ
る
。

阿
弥
陀
仏
と
念
う
心
の
ま
す
か
が
み

か
ぎ
り
な
き
ま
で
照
り
わ
た
る
な
りc

阿
弥
陀
仏
の
大
円
鏡
智
が
私
自
身
の
大
円
鏡
智
と
相
即
し
、

根
源
的
主
体
と
な
っ
て
輝
き
わ
た
っ
て
い
る
。

あ 

る
い
は
ま
た
、
十
万
の
億
と
説
き
し
も
ま
こ
と
に
は
か

ぎ
り
も
知
れ
ぬ
心
な
り
け
りd
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十
万
億
と
い
う
超
越
的
な
西
方
極
楽
世
界
を
包
ん
で
自
己

の
心
の
遍
在
が
説
か
れ
て
い
る
。
念
仏
と
は
か
か
る
心
の

広
大
無
辺
性
の
修
習
な
の
で
あ
る
。

阿 

弥
陀
仏
と
尊
き
か
た
を
お
も
ほ
え
ば

お
も
う
心
ぞ
い
や
と
う
と
け
れe

独
尊
た
る
如
来
を
念
じ
る
心
が
限
り
な
く
尊
く
な
っ
て
ゆ
く

こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
一
書

簡
「
尊
と
き
人
間
」der edle M

ensch

に
お
い
て
同
様
の
趣
旨

の
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
山
崎
に
お
い
て
も
根
源
的
主
体
は
そ

の
ま
ま
尊
厳
的
主
体
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
山
崎
の
高
弟
、
田
中
木
叉(

一
八
八
四
～
一
九
七
四)

に
も
多
く
の
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
た
と
え
ば
、

す
き
と
う
り
尽
十
方
は
た
だ
光

こ
れ
ぞ
わ
れ
か
も
こ
れ
心
か
もf

も
根
源
的
主
体
性
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
縁
起
論
を
背
景
と
す
る
浄
土
門
に

お
け
る
念
仏
三
昧
の
実
践
に
も
か
か
る
根
源
的
主
体
性
の
展
開

が
み
ら
れ
る
。

結
論

一
般
的
に
云
っ
て
、
禅
が
神
秘
主
義
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
対

し
て
浄
土
教
は
信
の
立
場
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
西
欧
に

お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
対
応
も

み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
信
の
強
調
は
親
鸞
に
お
い
て
著
し
い
が
、

法
然
に
お
い
て
も
彼
の
一
書
簡
「
一
紙
小
消
息
」
等
に
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
信
の
立
場
は
徹
底
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
法

然
も
ま
た
徹
底
的
に
信
の
立
場
に
主
張
し
な
が
ら
も
、
し
か
も

専
修
念
仏
を
貫
い
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
神
秘
主
義M

ystik

に
連
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
のM

ystik

の
内
容
を
縁
起
の
構

造
に
お
い
て
展
開
し
た
の
が
山
崎
弁
栄
で
あ
っ
た
。彼
の
言
、「
佗

仏
を
念(

縁)

じ
て
自
仏
を
作
る
」
は
縁
起
の
構
造
が
そ
の
ま
ま

念
仏
そ
の
も
の
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
縁
起
の
構
造
に
お
い
て
禅
宗
に
お
い
て
と
同
様
、

浄
土
教
に
お
い
て
も
根
源
的
主
体
性
の
展
開
が
み
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
実
践
的
な
地
平
に
お
い
て

の
問
題
な
の
で
あ
る
。
平
板
化
し
て
み
る
時
、
絶
対
主
体
道
と

縁
起
は
異
な
り
、
絶
対
主
体
道
に
お
い
て
確
か
に
縁
起
の
立
場
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は
消
滅
す
る
か
に
み
え
て
、
そ
の
主
体
の
絶
対
性
も
縁
起
の
実

践
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
縁
起
の
原
点
に
立
っ
て
改

め
て
主
体
性
の
成
立
の
根
源
的
地
平
が
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。

註

1
 

『
榜
伽
師
資
記
』
浄
覚
撰
、
七
一
三
～
七
一
六
頃
成
立
。
初
期
禅

宗
史
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
柳
田
聖
山
『
初
期
の
禅
宗
１
』(

筑
摩

書
房)

が
あ
る
。

2
 

『
浄
土
仏
教
の
思
想
第
十
四
」
巻
、
清
沢
満
之
、
山
崎
弁
栄
』(

講

談
社)

一
九
九
二
年
。

3
  

主
体
概
念
の
成
立
に
つ
い
て
は
山
崎
弁
栄
の
思
想
的
系
統
に
連
な

る
山
本
幹
夫(

一
九
〇
二
～
二
〇
〇
一)

は
、
彼
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
の
学
位
論
文
等
を
通
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

も
殆
ど
そ
の
展
開
は
み
ら
れ
ず
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
始
め

て
登
場
す
る
旨
を
語
っ
て
い
る
。
山
本
の
著
作
『
一
者
と
阿
弥

陀
』
一
八
一
頁
等
参
照
。
た
と
え
ば
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
に
お
い
て

「
そ
こ(

一
者)

で
私
が
私
に
な
る
」
等
の
文
が
繰
り
返
し
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
主
体
概
念
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
通

し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て

い
る(

同
書
二
ー
四
頁)

。
な
お
山
本
は
パ
リ(

ソ
ル
ボ
ン
ヌ)

大

学
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
フ
ラ
ン
ス
訳
を
完
成
し
た
エ
ミ
ー

ル
・
プ
レ
イ
エ
の
許
に
お
い
て
一
九
二
九
年
よ
り
二
年
間
に
わ
た

っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
聴
講
し
て
い
る
。
な
お
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
伝

統(

新
プ
ラ
ト
ン
主
義)

は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
至
っ
て
ニ
コ
ラ
ウ

ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
新
し
い
展
開
を
み
せ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
を
日
本
に
最
初
に
紹
介
し
た
の
も
山
本
で
あ

る
。「
ク
ー
ス
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
「
キ
リ
ス
ト
降
誕
日
」」(

『
哲
学
体

系
構
成
の
二
途
』(

昭
和
十
一
年)

の
付
録
、『
哲
学
雑
誌
』
よ
り

収
録)

。

4
  

   

大
正
一
三
巻
九
〇
四
頁
中

5
   

同
、
九
〇
五
頁
中

6
  

同
、
九
〇
五
頁
中

7
 

 

大
正
八
巻
五
七
九
頁
上

8
 

 

大
正
八
三
巻
一
二
人
七
頁
上

9
  

大
正
一
二
巻
三
四
三
頁
上

0
  

大
正
一
二
巻
三
四
三
頁
上

a
  

山
本
幹
夫(

空
外)

編
『
弁
栄
上
人
書
簡
集
』
三
七
八
頁

b
  

山
崎
弁
栄
『
道
詠
集
』
一
一
八
六
頁

c
  

同
、
一
〇
〇
頁

d
  

同
、
一
二
七
頁

e
  

同
、
一
七
頁

f
  

『
田
中
木
叉
遺
文
集
』
三
〇
頁
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「
浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
─
─
と
く
に
縁
起
論
の
立

場
か
ら
の
論
考
」
と
題
し
て
の
河
波
昌
先
生
の
お
話
の
論
旨
に

学
び
つ
つ
、
お
た
ず
ね
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
訊
ね
し
た
い
こ
と
は
、
題
に
あ
り
ま
す
「
浄
土
教
」・「
根

源
的
主
体
性
」
を
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
お
話
し
い
た
だ
い

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
（
問
い

の
形
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
レ
ス
ポ
ン
ス
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
）。

御
論
考
の
「
序
」
に
お
い
て
、「
禅
浄
対
立
以
前
あ
る
い
は
浄

土
教
成
立
以
前
の
浄
土
教
（
Ⅰ
）」、「
宗
教
的
実
践
を
通
し
て
禅

浄
対
立
の
地
平
を
突
破
し
て
根
源
的
な
浄
土
教
（
Ⅲ
）
に
還
る
」

と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
縁
起
論
の
考
察
に
先
立
っ
て
」
の
と
こ
ろ
で
、

縁
起
と
は
仏
教
の
根
本
真
理
で
あ
り
、
ま
た
原
理
で
あ

る
。
…
…
…

縁
起
そ
の
も
の
が
真
理
（
法
ダ
ル
マ
）
そ
の
も
の
の
あ

り
よ
う
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
ど
こ
ま
で
も
独

立
し
た
主
観
も
ま
た
客
観
も
考
え
ら
れ
な
い
。
…
…

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ｂ 

縁
起
に
お
け
る
仏
と
の
自
己
同
一
性
の
展
開
」
の
と
こ
ろ

で
、縁

起
は
仏
と
人
間
の
心
と
の
自
己
同
一
性
の
成
立
の
可
能

の
根
拠
と
も
な
る
。『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
…
…

心
に
仏
を
想(

念)

う
時
、
是
の
心
、
仏
を
作
る
（
是

心
作
仏
）。
是
の
心
、
こ
れ
仏
な
り
（
是
心　

是
仏
）」 

仏
と
罪
悪
深
重
の
凡
夫
た
る
人
間
と
の
絶
対
的
隔
離
を
説

く
浄
土
教
で
も
最
も
重
視
せ
ら
れ
る
こ
の
経
典
―
―
た
と

え
ば
そ
こ
で
は
凡
夫
は
八
十
億
劫
生
死
の
罪
に
堕
罪
し
、

仏
と
の
絶
対
的
矛
盾
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
是
心
是
仏
」
と
仏
と
の
同
一
性
が
説
か
れ
て
い

る
。
…
…
む
し
ろ
縁
起
の
立
場
に
お
い
て
こ
そ
絶
対
矛
盾

的
自
己
同
一
性
は
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
…
…

と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

レ
ス
ポ
ン
ス

高
田
信
良
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ｄ 
浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
の
問
題
」の
と
こ
ろ
で
、

…
…
如
来
は
是
れ
法
界
身
な
り
…
…
衆
生
の
心
想
の
中
に

入
る
。
こ
の
故
に
汝
等
心
に
仏
を
想(

念)

う
時
、
こ
の
心

是
れ
即
ち
是
れ
三
十
二
相
八
十
随
形
好
な
り
、
是
の
心
仏

を
作
る
、
是
の
心
是
れ
仏
な
り
。
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想

よ
り
生
ず
。」
上
の
文
に
お
い
て
、
入
・
即
・
生
の
三
契
機

が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
一
に
念
に
お
い
て
宇
宙
全
体
の

仏
身
た
る
法
界
身
の
来
入
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い

わ
ば
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
突
入
す
る
。

そ
こ
で
は
、
人
間
の
単
な
る
主
観
は
突
き
破
ら
れ
て
浄
土

教
的
主
体
性
が
根
底
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
第

二
に
そ
こ
で
心
は
仏
と
相
即
す
る
。
…
…

と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
を
う
か
が
い
ま
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
い
わ
ば
、

<

大
乗
仏
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性>

に
つ
い
て
、
お
話
い

た
だ
い
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
聞
こ
え
て
ま
い
り
ま
す
。「
浄
土

教
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、[

大
乗]

仏
教
で
す
の
で
、
先
生
は
、「
浄

土
教
」
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
お
話
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、

（
私
が
受
け
と
め
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
）「
浄
土
教
」に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
、
言
及
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
に
私
に
は
聞
こ
え
ま

す
。私

の
拙
い
理
解
で
す
が
、<

浄
土
教
と
は
「
凡
夫
」
と
「
仏
」

の
二
元
性
が
際
立
た
せ
ら
れ
る
教
え>

か
と
思
い
ま
す
。『
観

無
量
寿
経
』
は<

韋
提
希
夫
人
が
「
仏
」
に
出
会
う
（
救
わ
れ

る
）>

教
え
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。そ
の
浄
土
教
に
お
い
て
、<「
自

己
同
一
性
」、
つ
ま
り
、「
迷
い[

凡
夫]

と
悟
り[

仏]

の
同
一

性
」>

が
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
く
る[

い
る]

の

か
、
に
つ
い
て
、
お
話
い
た
だ
け
る
の
だ
と
期
待
し
て
寄
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
」と
い
う
の
は
、<

「
迷
い
」

存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
凡
夫
が
救
わ
れ
る>

こ
と
の
根
源
性
は
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
（
と
、
理
解
さ
れ

ま
す
）、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
「
根
源
的
主
体
性
」
と
し

て
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
た
と
え
ば
、<

法
蔵
菩
薩
が
発
願
し
、

五
劫
の
思
惟
に
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
と
成
る>

と
こ
ろ
に
お
け
る

<

法
蔵
菩
薩
の
発
願
性>

と
で
も
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

質
問
の
形
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
」（
な
ど
の
文
）
を
も
と
に
し
た
ご

説
明
で
は
、（
根
源
的
主
体
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
自
己
同
一
性
に

つ
い
て
）
仏
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き
が
展
開
す
る
様
が
語
ら
れ

る
の
で
す
が
、

① 

凡
夫
の
側
か
ら
の
、「
自
己
同
一
性
」
は
、（
明
示
的
に
は
）

語
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
十
分
に
そ

れ
は
含
ま
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

が
、
あ
ら
た
め
て
、
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

ま
た
、[

縁
起
論
の
考
察
に
先
立
っ
て]
縁
起
そ
の
も
の
は
、

そ
の
構
造
の
中
に
「
主
客
の
分
裂
を
超
え
て
ゆ
く
思
惟
」das 

Subjekt-O
bjekt-Spaltung überschreitende D

enken (

Ｋ
・
ヤ

ス
パ
ー
ス)

が
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

② 

主
客
の
分
裂
を
超
え
て
ゆ
く>

と
い
う
と
き
、<

凡
夫
と

仏
の
分
裂
（
絶
対
的
隔
絶
性
）>

が
超
え
ら
れ
る
、
と
い
う
意

味
で
も
受
け
と
め
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、「
人
間
の
単
な
る
主
観
は
突
き
破
ら
れ
て
浄
土
教
的

主
体
性
が
根
底
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、

ａ
（
一
二
二
～
一
二
三
頁
）「
人
間
の
単
な
る
主
観
」
と
は
、<

凡
夫
と
し
て
の
主
体
／
主
観>

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、「
浄
土
教
的
な
主
体
性
」
と
は
、<

大
智
・
大
悲
の
は
た
ら

き>

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

「
序
」
に
「
禅
浄
対
立
を
超
え
た
、
そ
し
て
禅
も
そ
こ
か
ら
出

て
き
た
大
乗
仏
教
自
体
、
す
な
わ
ち
浄
土
教
（
Ⅲ
）
の
立
場
か

ら
根
源
的
主
体
性
の
問
題
の
論
究
を
試
み
る
」
と
あ
り
ま
す
（
大

乗
仏
教
と
浄
土
教
（
Ⅲ
）
は
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
）
が
、

ｂ
（
一
二
〇
～
一
二
二
頁
）「
浄
土
教
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
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河
波	

質
問
い
た
だ
き
ま
し
た
け
ど
、『
観
無
量
寿
経
』
と
い

う
お
経
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た
。『
観
無
量

寿
経
』
は
ど
う
い
う
お
経
か
と
い
い
ま
す
と
ね
、
考
え

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
思
惟
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
、
そ
こ
か
ら
お
経
が
発
展
す
る
ん
で
す
ね
。
韋
提
希

が
お
釈
迦
様
に
対
し
て
、
思
惟
と
は
何
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。W

as heißt D
enken? 

と
い
う
こ
と
に
な
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
回
答
は
、
心
に
仏

を
思
う
と
き
、
私
た
ち
の
心
が
仏
様
に
な
っ
て
い
く
と

か
、
仏
様
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
同
一
化

の
働
き
、
あ
る
い
は
そ
の
同
が
、
自
己
同
一
性
が
そ
こ

で
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
ま
ず
『
観
無
量
寿
経
』

の
一
番
の
眼
目
で
す
ね
。
し
か
し
な
か
な
か
そ
う
う
ま

く
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
後
半
に
な
る
と
、
下
品
下
生
、

最
悪
の
凡
夫
に
な
る
と
、
八
十
億
劫
生
死
の
罪
が
あ
る
。

銀
河
系
宇
宙
が
で
き
る
以
前
か
ら
の
人
間
の
悪
が
募
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
消
え
て
い
く
。
と

い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
人
間

の
罪
悪
の
凡
夫
の
罪
が
消
え
る
と
言
う
こ
と
は
。
な
ぜ

で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
空
の
立
場
で

す
ね
。
空
の
立
場
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
空

と
い
う
立
場
で
は
悪
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
悪

が
消
え
る
と
い
い
ま
す
か
、例
え
ば『
般
若
心
経
』に
は
、

こ
の
ゆ
え
に
「
是
故
空
中
」
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
無
明

と
い
う
も
の
が
な
い
。
だ
か
ら
無
明
が
な
く
な
る
と
い

う
も
の
が
な
い
、
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
空
に

お
い
て
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
「
シ
ュ
ン
ニ
ャ

タ
ー
ヤ
ー
ム　

ナ　

ル
ー
パ
ム
」
と
い
っ
た
文
章
が
出

て
き
ま
す
が
、
空
と
い
う
地
平
に
お
い
て
は
、
八
十
億

劫
生
死
の
罪
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う

如
来
の
知
恵
が
私
た
ち
の
う
ち
に
働
い
て
く
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
、
そ
う
い
う
こ
と
と
即

討
議
Ⅳ

司
会 

高
田
信
良
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し
て
、
今
ま
で
隠
れ
て
い
た
、
煩
悩
で
見
え
な
か
っ
た

根
源
的
主
体
性
と
い
う
も
の
が
展
開
し
て
い
く
。
そ
れ

が
七
頁
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
か
ら
あ
り
ま

す
。
山
崎
弁
栄
と
い
う
人
は
浄
土
宗
が
生
ん
だ
宗
教
的

な
天
才
で
、
最
近
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
た
ち
が
非
常
に

評
価
し
て
、
例
え
ば
若
松
英
輔
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の

人
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
惚
れ
込
ん
じ
ゃ
っ
て
ね
、
山
崎

弁
栄
の
記
念
館
ま
で
立
て
て
、
そ
の
記
念
館
の
館
長
に

ま
で
な
っ
た
人
で
す
。
上
か
ら
六
行
目
ち
ょ
っ
と
読
ん

で
み
ま
す
。「
と
こ
ろ
で
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る

実
践
的
内
容
は
『
行
門
以
本
』
を
説
く
浄
土
教
に
お
い

て
伏
流
水
の
ご
と
く
流
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
開
花
し
て
い
っ
た
。
そ
の
代
表
が
山
崎

弁
栄
で
あ
る
。
山
崎
は
二
十
四
歳
の
と
き
に
大
悟
徹
底

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
彼
に
お
い
て
禅
と
の
対
立
を

も
突
破
し
て
縦
横
無
尽
に
根
源
的
主
体
性
が
展
開
せ
ら

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
一
書
簡
文
の
中
で
次
の

ご
と
く
に
語
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
『
観
無
量
寿

経
』
の
実
践
内
容
が
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

『
あ
み
だ
仏
を
念
ず
る
吾
が
心
即
ち
是
れ
あ
み
だ
仏
で

あ
る
。
古
人
い
わ
ず
や
、
一
念
弥
陀
を
念
ず
れ
ば
、
一

念
の
仏
、
念
々
弥
陀
を
念
ず
れ
ば
念
々
の
仏
の
言
、
常

に
仏
心
と
相
応
す
る
時
は
我
が
心
是
れ
仏
心
』
と
書
い

て
い
ま
す
。
仏
様
を
思
う
と
仏
様
に
な
る
と
い
う
の

は
、
全
然
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
す
が
、
カ
ン
ト
な
ん

か
に
す
れ
ば
妄
言
で
す
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か

に
そ
う
い
う
こ
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
仏
を
思
う
と
仏
に
な
る
、
こ
れ

は
縁
起
の
法
則
が
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。 

　

そ
れ
か
ら
彼
は
根
源
的
主
体
性
に
つ
い
て
い
く
つ
か

の
歌
を
歌
っ
て
い
ま
す
。「
我
と
い
う
は
絶
対
無
限
の

大
我
な
る
無
量
光
寿
の
如
来
な
り
け
り
」、
す
な
わ
ち

人
間
の
心
が
完
全
に
阿
弥
陀
仏
と
一
体
化
し
て
い
る
。

こ
れ
は
全
く
の
根
源
的
主
体
性
だ
と
思
い
ま
す
。「
縁

起
の
立
場
に
立
て
ば
、
我
と
如
来
と
は
自
己
同
一
的

で
あ
る
。『
阿
弥
陀
仏
と
念
う
心
の
ま
す
か
が
み
か
ぎ

り
な
き
ま
で
照
り
わ
た
る
な
り
』、
阿
弥
陀
仏
の
大
円

鏡
智
が
私
自
身
の
大
円
鏡
智
と
相
即
し
、
根
源
的
主
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体
と
な
っ
て
輝
き
わ
た
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

『
十
万
の
億
と
説
き
し
も
ま
こ
と
に
は
か
ぎ
り
も
知
れ

ぬ
心
な
り
け
り
』、
十
万
億
と
い
う
超
越
的
な
西
方
極

楽
世
界
を
包
ん
で
自
己
の
心
の
遍
在
が
説
か
れ
て
い

る
。
念
仏
と
は
か
か
る
心
の
広
大
無
辺
の
修
習
な
の
で

あ
る
」。
そ
う
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
も
、
や
は
り

縁
起
と
言
う
法
則
に
よ
っ
て
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。「
阿

弥
陀
仏
と
尊
き
か
た
を
お
も
え
ば
お
も
う
心
ぞ
い
や
と

う
と
け
れ
」、
阿
弥
陀
仏
は
絶
対
に
尊
い
方
な
ん
で
す

が
、
そ
れ
を
念
う
私
自
身
が
尊
く
な
っ
て
い
く
。
マ

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
い
う
人
が
、der edle 

M
ensch

、
こ
れ
は
上
田
閑
照
さ
ん
が
翻
訳
し
て
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
け
ど
、
こ
の
「
高
貴
な
人
間
」
に
お
い
て
、

神
様
を
拝
む
と
祈
り
の
中
で
神
の
尊
さ
が
人
間
の
う
ち

に
働
い
て
き
て
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
高
貴
性
と
い

う
も
の
が
実
現
し
て
い
く
。
こ
れ
は
や
は
り
縁
起
の
理

法
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

　

そ
れ
か
ら
、
八
頁
で
す
ね
、「
山
崎
の
高
弟
、
田

中
木
叉
に
も
多
く
の
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
」、
こ

の
人
は
一
高
東
大
を
一
番
で
出
た
方
で
す
が
、
彼

は
『
す
き
と
う
り
尽
十
方
は
た
だ
光
こ
れ
ぞ
わ
れ
か

も
こ
れ
心
か
も
』
と
い
う
歌
を
残
し
て
い
る
。
こ

れ
な
ん
か
は
禅
宗
の
人
が
言
う
こ
と
を
、
念
仏

の
立
場
で
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
背

景
に
し
て
根
源
的
主
体
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 

　

浄
土
真
宗
に
曽
我
量
深
と
い
う
人
が
い
ま
し
て
ね
、

彼
は
極
楽
に
行
き
た
く
な
い
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
。
極

楽
に
行
っ
て
も
阿
弥
陀
様
が
中
心
に
い
て
、
隅
っ
こ
に

小
さ
く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
行
き

た
く
な
い
。
主
人
と
奴
隷
と
の
関
係
が
あ
る
、
そ
う
い

う
よ
う
な
構
造
で
考
え
て
い
る
曽
我
量
深
さ
ん
で
す
。

し
か
し
ま
た
彼
は
、
法
蔵
菩
薩
と
は
私
た
ち
の
阿
頼
耶

識
だ
と
言
い
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
他
者
で
す

よ
ね
。
他
者
が
自
分
の
な
か
に
流
れ
て
い
る
。
た
だ
阿

頼
耶
識
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
問
題
で
ね
。

む
し
ろ
如
来
蔵
と
か
仏
性
と
か
い
う
言
葉
を
使
う
べ
き

で
。
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
妄
識
で
す
か
ら
ね
。
し
か

し
、
法
蔵
菩
薩
は
私
た
ち
の
根
源
的
主
体
性
だ
と
言
お
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う
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
非
常
に
面
白
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
と

さ
ら
に
凡
夫
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
、
念
ず

る
と
そ
の
念
の
中
に
高
貴
性
が
展
開
し
て
く
る
と
か
、

阿
弥
陀
仏
と
の
自
己
同
一
性
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
、
縁
起
の
理
法
を
無
視
し
て
た
だ
救
済
だ

け
を
説
く
ん
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
縁
起
と
い
う
立
場
を
も

う
一
度
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
が
。

高
田	

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
は
い
、
大
乗
仏

教
の
あ
り
方
と
し
て
の
浄
土
教
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
根

本
的
に
見
て
い
く
と
い
う
姿
勢
の
よ
う
に
お
聞
き
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
法
然
と
い
う
、
浄
土
教
と
い
う
観
経

の
教
え
を
受
け
て
の
、
い
ろ
い
ろ
な
受
け
取
り
方
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
法
然
は
善
導
大

師
の
観
経
の
教
え
、
あ
る
い
は
念
仏
理
解
と
い
う
も
の

を
一
番
受
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ

で
の
浄
土
教
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
い
ま
す
か
、
使
わ
れ
る
そ
の
文
脈
の
事
柄
、
人
間
が

自
己
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
凡
夫
性
が

消
え
な
い
者
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
仏
と
自
己
と
の

同
一
性
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
に
、
パ
ー
テ
ィ
シ
ペ
イ

ト
で
き
る
の
か
、
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
の
説
明
と
い

う
か
、
先
生
の
お
話
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
い

う
教
え
の
よ
う
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

河
波	

空
の
立
場
で
は
、
罪
悪
は
邪
魔
に
な
ら
な
い
と
い
う
わ

け
で
す
ね
。
滅
罪
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
そ
う
じ

ゃ
な
く
て
、
色
即
是
空
で
す
か
ら
、
同
じ
点
で
、
空
に

お
い
て
は
無
明
と
い
う
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
無
理
に

無
く
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
無
明
が
あ
る
っ
て
い

え
ば
、
八
十
億
劫
生
死
の
罪
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
邪
魔

に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

高
田 

そ
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
と
い
う
あ
り
方
が
現
れ
、
実
現

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の

語
り
方
と
い
う
か
、
そ
の
説
明
の
受
け
取
り
方
の
仕
方

か
と
思
い
ま
す
。
私
の
お
聞
き
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、



135 ――― 東西宗教研究　第 13 号・2014 年

基
本
的
に
、
改
め
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と

で
、
皆
さ
ん
の
方
か
ら
の
質
問
等
を
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

森     

高
田
先
生
の
質
問
に
対
し
て
、
ぼ
く
な
ん
か
が
イ
メ
ー

ジ
す
る
答
え
と
し
て
は
ね
、
一
行
三
昧
と
い
う
言
葉
が

出
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
念
仏
の
方
で
言
え

ば
や
っ
ぱ
り
ま
さ
に
念
仏
三
昧
で
す
よ
ね
。
ち
ょ
う
ど

座
禅
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
。
ま
さ
に
百
万
遍
じ
ゃ

な
い
け
れ
ど
、
法
然
さ
ん
が
ね
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』

の
な
か
で
、
善
導
に
は
三
昧
発
得
が
あ
る
っ
て
言
う
ん

で
す
よ
ね
、
道
綽
に
は
な
い
っ
て
言
っ
て
る
ん
で
す

よ
。
そ
う
い
う
、
遡
っ
て
ね
、
文
献
の
上
な
の
に
、
善

導
に
は
三
昧
発
得
が
あ
る
っ
て
、
し
か
し
道
綽
に
は
な

い
っ
て
言
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
三
昧
発
得
に
着

目
し
た
ん
で
し
ょ
。
こ
れ
は
、
ぼ
く
な
ん
か
か
ら
言
え

ば
、
禅
門
で
は
ね
、
何
も
思
わ
ぬ
は
仏
の
慧
悟
な
り
っ

て
い
う
ん
で
、
や
は
り
座
禅
の
集
中
っ
て
い
う
こ
と
は
、

お
釈
迦
さ
ん
の
三
益
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
禅
定
っ
て
い
う

こ
と
で
す
か
ら
。
あ
る
い
は
八
正
道
な
ら
ば
、
正
見
か

ら
始
ま
っ
て
最
後
は
正
定
に
行
く
わ
け
で
す
よ
ね
。
と

い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
、
座
禅
と
い
う
か
、
し
か
し
お

そ
ら
く
今
日
の
お
話
は
、
そ
う
い
う
座
禅
が
生
ま
れ
て

く
る
と
こ
ろ
と
、
そ
れ
か
ら
そ
の
念
仏
の
一
行
三
昧
と

が
、
あ
る
意
味
で
同
じ
よ
う
な
次
元
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
、
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
…
…

高
田 

そ
う
い
う
意
味
で
は
別
に
な
い
ん
で
す
。

森 

い
や
い
や
い
や
、
私
の
理
解
と
し
て
ね
、
禅
と
念
仏
は

全
然
違
う
風
に
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
近

い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
大
拙
さ
ん
な
ん

か
が
『
日
本
的
霊
性
』
の
中
で
、
例
え
ば
鈴
木
正
三

の
念
仏
の
こ
と
な
ん
か
言
う
の
は
そ
う
い
う
感
じ
で

す
よ
ね
。
法
然
さ
ん
が
…
…
（
こ
こ
の
部
分
聞
き
取
れ

ず
）
隙
の
な
い
よ
う
に
な
る
、
何
も
思
わ
ぬ
集
中
と
い

う
か
、
禅
定
と
い
う
か
、
念
仏
を
通
し
て
、
む
し
ろ

念
仏
の
方
が
、
禅
定
が
起
こ
り
や
す
い
か
も
知
れ
な

い
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
、
し
か
し
禅
は
、
禅
定
だ
け
が
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も
、
素
人
が
見
て
も
そ
ん
な
立
派
な
境
涯
な
境
涯
に
は

見
え
へ
ん
。
こ
う
い
う
の
が
根
源
的
主
体
性
だ
と
は
と

て
も
思
え
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
ど
う
で
し
ょ
う
、
ち

ょ
っ
と
率
直
す
ぎ
て
叱
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
で
す
け

ど
。

高
田 

私
が
？

森	

い
え
い
え
（
笑
）。

高
田	

根
源
的
主
体
性
の
、
仏
の
側
か
ら
の
境
地
の
表
現
だ
と
。

そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
。
浄
土
教
の
凡
夫
性
の

側
か
ら
の
、
別
に
仏
と
一
緒
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
で
す
よ
、
仏
と
の
無
限
の
距
離
と
い
う
も
の
が
自

覚
さ
せ
ら
れ
る
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
に
直
面
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
以
上
ど
こ
に
も
も
う
行
け
な
い

と
い
う
よ
う
な
絶
望
す
る
よ
う
な
自
己
が
あ
る
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
働
き
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

本
願
の
働
き
に
触
れ
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
、
凡
夫

性
が
、
凡
夫
性
の
ま
ま
で
、
あ
る
意
味
、
喜
び
に
哀
し

み
が
、
喜
び
の
あ
り
方
と
と
も
に
見
つ
め
ら
れ
る
と
い

禅
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
次
の
も
の
、
ま

さ
に
禅
定
だ
け
で
は
悟
り
と
は
言
わ
な
い
わ
け
で
す

か
ら
。
そ
こ
に
ま
た
一
つ
の
飛
躍
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
よ
ね
。
浄
土
系
は
そ
こ
が
ど
う
な
る
の
か
も
う

一
つ
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
。
た
だ
そ
う
い
う

意
味
で
先
生
の
ご
質
問
に
対
し
て
、
河
波
先
生
の
答

え
は
、
ぼ
く
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す

よ
、
た
だ
ぼ
く
の
理
解
と
し
て
は
分
か
っ
て
な
い
。
も

う
一
回
ち
ゃ
ん
と
そ
こ
を
さ
ら
っ
て
下
さ
い
。（
笑
） 

　

そ
う
か
ら
や
は
り
、
い
い
で
す
か
、
も
う
一
つ
言
っ

て
。
根
源
的
主
体
性
と
い
う
ね
、
こ
れ
西
谷
先
生
の
場

合
は
、
断
定
の
自
覚
で
あ
っ
て
ね
、
仏
と
人
間
が
そ
の

ま
ま
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
く
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
と
は
だ
い
ぶ
違
う
と
思
う
ん
で
す
よ
。
つ
ま

り
、
で
す
か
ら
、
縁
起
と
い
う
こ
と
は
い
い
け
ど
、
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
空
と
い
う

か
、
そ
こ
に
触
れ
て
ね
、
出
て
く
る
も
ん
で
あ
っ
て
、

歌
や
何
か
に
出
て
く
る
、
ま
あ
ぼ
く
は
こ
の
人
ど
ん
な

偉
い
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
が
見
る
だ
け
で
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れ
ど
、
こ
っ
ち
側
か
ら
の
表
白
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ

っ
ち
側
か
ら
の
表
白
も
あ
る
い
は
同
格
な
ん
だ
と
思
う

ん
で
す
が
、
別
に
浄
土
門
の
教
え
の
な
か
だ
け
で
は
な

く
っ
て
、
仏
教
の
教
え
の
な
か
で
は
そ
う
い
う
事
柄
と

い
う
の
は
、
同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
。
森
先
生
、
応
援
お
願
い
し
ま
す
。

お
聞
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

河
波 

こ
れ
は
ぼ
く
の
考
え
方
で
す
け
ど
、
根
源
的
主
体
性
が

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
例

え
ば
、「
阿
弥
陀
仏
を
念
う
心
の
ま
す
か
が
み
か
ぎ
り

な
き
ま
で
照
り
わ
た
る
な
り
」、
阿
弥
陀
仏
は
縁
起
で

す
よ
ね
。
縁
起
と
い
う
構
造
の
中
で
、
一
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
阿
弥
陀
仏
が
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
根
源
的
主
体
性
が
現
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
と

こ
ろ
に
な
る
と
も
う
、
禅
と
全
く
同
じ
内
容
が
浄
土
に

お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
今
の
臨
済
禅
な
ど
は
ち

ょ
っ
と
偏
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す

が
、
そ
れ
は
例
え
ば
中
国
の
臨
済
義
玄
は
、
四
つ
の
見

う
、
そ
う
い
う
表
現
と
言
い
ま
す
か
、
和
讃
と
い
い
ま

す
か
、
歌
と
い
い
ま
す
か
、
私
そ
れ
実
は
質
問
し
よ
う

か
と
思
っ
て
、
山
崎
弁
栄
の
『
道
詠
集
』
と
い
う
の
を

パ
ラ
パ
ラ
な
ん
で
す
け
ど
捲
っ
て
、
そ
う
い
う
お
歌
が

た
く
さ
ん
あ
る
の
か
ど
う
か
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
こ
と
を
書
こ
う
と
は
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
親
鸞

さ
ん
の
和
讃
『
悲
嘆
述
懐
和
讃
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な

も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
親
鸞
さ
ん
の
理
解
を
盾
に

し
て
質
問
す
る
の
も
ど
う
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
自
己

責
任
の
限
り
で
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
先
生
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
山
崎
弁
栄
師
の
と
こ
ろ
に
『
悲

嘆
述
懐
和
讃
』
の
よ
う
な
お
歌
と
い
う
の
は
、
具
体
的

に
歌
っ
て
お
ら
れ
な
く
と
も
そ
う
い
う
境
地
は
体
験
し

て
お
ら
れ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
お
歌

と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
。
あ
る
い
は
た
く

さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
よ
く
多
く
の

方
が
注
目
さ
れ
る
、
い
わ
ば
空
の
な
か
で
は
悪
が
消
え

る
と
い
う
、
仏
の
側
か
ら
見
た
形
、
あ
る
い
は
経
験
さ

れ
る
こ
と
の
境
地
、
表
白
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
す
け
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方
を
立
て
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
四
料
簡
と
い
い
ま
し

て
ね
。
例
え
ば
、
仏
様
と
一
体
化
し
て
仏
様
だ
け
に
な

っ
て
自
分
は
無
く
な
る
と
か
、
私
だ
け
が
あ
っ
て
仏
様

が
無
く
な
る
と
か
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
仏
様
と
私
が
二

つ
と
も
あ
る
ん
だ
。
そ
う
い
う
二
つ
と
も
が
な
く
な
る
、

と
い
う
四
つ
で
説
明
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
だ
け

ど
自
分
の
心
の
外
に
仏
様
を
絶
対
認
め
る
な
、
と
い
う

の
が
そ
の
後
の
日
本
の
臨
済
宗
の
立
場
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
中
国
の
臨
済
禅
は
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
く
て
、
そ
し
て
ま
た
根
源
的
主
体
性
と
い
う
も
の
を

考
え
る
上
で
も
そ
う
い
う
広
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。『
臨
済
録
』
の
中
に
出

て
く
る
、
臨
済
禅
師
の
四
料
簡
と
い
う
の
は
、
固
定
し

な
い
で
、
臨
済
に
し
て
も
決
め
つ
け
な
い
か
ら
大
ら
か

で
、
根
源
的
主
体
性
が
出
て
く
る
と
も
言
え
る
し
、
阿

弥
陀
仏
が
出
て
く
る
と
も
言
え
る
し
。
一
〇
〇
パ
ー

セ
ン
ト
阿
弥
陀
仏
が
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
実
は

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
自
己
の
根
源
が
現
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
縁
起
と
い
う
立
場
に
よ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
う
は
い
か
な
い
ん
で

す
よ
ね
。
神
様
と
人
間
と
の
対
立
関
係
が
あ
る
と
思
い

ま
す
け
ど
。

田
中 

今
回
の
大
会
の
テ
ー
マ
は
、「
田
辺
元
の
宗
教
哲
学
」

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
で
も
河
波
先
生
に
は
一
応
そ
れ

と
は
独
立
に
、
従
来
東
西
宗
教
交
流
学
会
で
発
表
さ
れ

て
い
た
事
柄
を
さ
ら
に
展
開
す
る
と
い
う
形
で
一
般
研

究
発
表
と
し
て
お
話
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
し

か
し
先
生
の
論
文
の
中
で
、
田
辺
・
西
田
に
一
ヶ
所
言

及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い

て
質
問
を
致
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
ず
、
田
辺
が
西
田
の

自
己
同
一
を
汎
神
論
的
同
一
性
と
決
め
つ
け
て
い
る
の

は
田
辺
自
身
が
汎
神
論
的
制
約
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
箇
所
で
す
が
、
ま
ず
そ
れ
以
前
に
、

私
の
記
憶
で
は
、
田
辺
は
西
田
を
汎
神
論
と
し
て
批
判

す
る
と
い
う
よ
り
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
発
出
論
と
同

じ
論
理
構
造
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
確
か
に
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
あ
る
思
想
を
汎
神
論
と
し
て
批
判
す
る
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場
合
は
、
そ
の
人
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
超
越
神
論
の

立
場
を
取
る
人
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
で

あ
れ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
れ
、
い
わ
ゆ
る
正
統
派
の

神
学
と
言
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
哲
学
的
神
学
は
ス

ピ
ノ
ザ
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
い
よ
う
な
汎
神
論
で
あ

っ
て
啓
示
神
学
と
は
立
場
が
違
う
、
と
言
う
。
し
か
し
、

田
辺
自
身
は
神
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
超
越
的

内
在
の
立
場
か
ら
汎
神
論
を
批
判
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、「
同

一
性
」
を
哲
学
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
と

い
う
哲
学
の
根
本
的
な
問
題
に
か
ん
し
て
で
あ
っ
て
、

啓
示
神
学
の
立
場
か
ら
の
汎
神
論
批
判
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
、
西
田
哲
学
で
は
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」

と
い
っ
て
も
、
矛
盾
が
自
己
同
一
に
回
収
さ
れ
る
「
同

一
性
の
論
理
」
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
西
田
の
言
う
場
所
的
な
論
理
は
「
汎
神
論
的
」
同

一
性
の
立
場
で
あ
り
、
絶
対
無
の
立
場
と
し
て
は
不
徹

底
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
す
。
西
田
哲
学
で
言
う
矛
盾

的
自
己
同
一
の
根
本
に
は
、
大
拙
の
い
う
「
即
非
」
の

論
理
が
あ
る
。『
金
剛
般
若
経
』
で
多
用
さ
れ
る
「
即

非
」
で
す
ね
。
こ
の
「
即
非
」
の
「
非
」
に
絶
対
否
定

を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
絶
対
否
定

を
踏
ま
え
な
い
「
即
非
」
が
「
汎
神
論
的
同
一
性
」
で

あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、「
煩
悩
即
菩

提
」
の
よ
う
に
、
対
立
す
る
も
の
を
「
即
」
で
結
ぶ
と

き
に
、
こ
れ
が
、「
汎
神
論
的
な
同
一
性
」
に
聞
こ
え

る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

白
隠
の
和
讃
で
す
ね
。「
衆
生
本
来
仏
な
り
」
と
は
っ

き
り
言
う
わ
け
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
本
来
的
な
主

体
は
既
に
そ
の
ま
ま
で
仏
な
の
だ
と
言
う
立
場
が
、
中

国
や
日
本
で
受
容
さ
れ
た
大
乗
仏
教
の
本
覚
思
想
の
な

か
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
即
」
は
「
即
非
」
と

い
う
絶
対
的
自
己
否
定
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
つ

ま
り
わ
れ
わ
れ
自
身
は
、
ボ
ジ
テ
ィ
ブ
に
自
己
同
一
性

を
主
張
で
き
な
い
。
自
己
同
一
は
畢
竟
す
る
と
こ
ろ「
有

の
論
理
」
で
あ
る
。
仮
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
差
異
性

と
い
う
こ
と
を
取
り
込
ん
だ
と
し
て
も
、「
同
一
性
と
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立
脚
し
て
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
乗
仏
教
の
基

本
的
な
立
場
は
、「
空
」
で
あ
り
「
縁
起
」
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
縁

起
の
立
場
」
と
い
う
こ
と
と
「
即
非
の
立
場
」
と
い
う

こ
と
と
は
ど
ん
な
ふ
う
に
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

縁
起
（
プ
ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
ヤ
・
サ
ム
ト
パ
ー
ダ
）
と

空
と
を
同
じ
も
の
と
見
な
す
龍
樹
の
中
論
に
立
脚
し

て
、
天
台
宗
で
は
「
即
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
考

が
出
て
き
ま
す
し
、
禅
で
重
要
視
さ
れ
た
金
剛
般
若

経
の
中
国
語
訳
に
依
拠
し
た
大
拙
の
「
即
非
」
や
西

田
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
立
場
の
哲
学
的
な
展

開
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
質
問
を
し
た
次
第
で
す
。 

縁
起
の
立
場
と
い
う
の
は
、
原
因
と
結
果
の
二
元
性
を

含
み
つ
つ
そ
れ
を
超
越
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。「
あ
れ
が
あ
れ
ば
こ
れ
が
あ
る
」
と
か
、

「
あ
れ
が
な
け
れ
ば
こ
れ
が
な
い
」
と
い
う
、
そ
う
い

う
因
果
関
係
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
対
象
論
理
で
も
説

明
が
で
き
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
悪
い
行
い
に
は
悪
き

報
い
が
来
る
し
、
よ
き
行
な
い
に
は
よ
き
報
い
が
来
る

差
異
性
の
同
一
性
」
を
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
同
一

性
の
論
理
」
に
帰
着
す
る
の
で
、
そ
れ
は
哲
学
的
な
汎

神
論
に
な
る
。
だ
か
ら
む
し
ろ
哲
学
的
な
汎
神
論
を
さ

ら
に
越
え
る
よ
う
な
議
論
と
し
て
、
私
は
、
西
田
の
言

う
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
や
、田
辺
の
言
う
「
絶

対
辯
證
法
」
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
と
い
う
ふ
う
に

思
い
ま
す
。
晩
年
の
西
田
は
は
っ
き
り
と
自
分
の
立
場

は
汎
神
論
で
は
な
く
、
万
有
在
神
論
で
あ
る
と
言
い
ま

す
。
し
か
し
万
有
在
神
論
は
、「
万
有
は
神
に
お
い
て

在
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
場
所
性
」
が
確
か
に
あ
り

ま
す
け
れ
ど
、
し
か
し
絶
対
否
定
の
契
機
が
ま
だ
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
田
辺
元
の
「
絶
対
無
」
の
宗
教
哲

学
は
、
西
田
の
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
す
な
わ
ち
「
即

非
」
の
立
場
を
、
場
所
的
論
理
で
は
な
く
絶
対
媒
介
の

論
理
と
し
て
「
自
己
同
一
」
な
し
に
批
判
的
に
受
容

す
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

そ
こ
で
、
河
波
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
先

生
は
以
前
、「
即
」
も
「
即
非
」
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
は
な
く
中
国
語
訳
さ
れ
た
仏
典
の
テ
キ
ス
ト
に
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と
い
う
倫
理
的
な
因
果
律
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
や
は
り

西
田
か
ら
見
れ
ば
「
対
象
論
理
」
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
倫
理
的

な
因
果
性
に
よ
っ
て
現
在
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
を
説

明
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
救
わ
れ
な
い
も
の
が
あ

っ
て
、
倫
理
的
な
因
果
性
が
も
う
一
度
宗
教
的
に
転
換

す
る
と
い
う
構
造
が
ど
こ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
ん
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
ヨ
ブ
記
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
因
果
応
報
思
想
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
救

済
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
仏

教
で
も
や
は
り
そ
う
い
っ
た
意
味
で
龍
樹
が
出
て
き
た

と
き
に
一
つ
の
転
換
が
あ
っ
て
、
空
観
に
よ
っ
て
縁

起
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
中
国
で

「
即
非
」、
あ
る
い
は
「
即
」
と
い
う
形
で
天
台
宗
や
禅

で
継
承
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
即
」
に
は
、
否
定
、

あ
る
い
は
西
田
・
田
辺
の
い
う
「
絶
対
否
定
」
が
伴
わ

な
い
と
汎
神
論
的
な
一
種
の
自
然
宗
教
に
な
る
と
こ
ろ

が
出
て
く
る
。
本
来
の
自
己
に
帰
る
宗
教
的
立
場
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
否
定
と
い
う
こ
と
を
く
ぐ
っ

た
後
で
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
見
え
な
く
な

る
と
非
常
に
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ

の
辺
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

河
波 

あ
の
、
田
辺
の
場
合
は
ね
、
バ
ル
ト
の
影
響
を
相
当
受

け
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
の
西
田
批
判
を

や
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
田
辺
に
は
同
一
性
が

許
せ
な
い
ん
で
す
よ
。
む
し
ろ
絶
対
媒
介
と
い
う
か
そ

う
い
う
論
理
を
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
。
だ
か
ら
、
そ

こ
は
、
や
は
り
縁
起
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
、
な
ん

か
説
明
が
つ
く
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
即
非
だ
っ
て

縁
起
論
の
一
つ
の
展
開
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
よ

ね
。『
金
剛
般
若
経
』
か
ら
大
拙
は
取
っ
て
き
た
わ
け

な
ん
で
す
け
ど
も
、
即
非
と
い
う
こ
と
は
媒
介
と
い
う

こ
と
の
一
つ
の
展
開
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
あ
え

て
言
う
と
田
辺
元
の
絶
対
媒
介
は
縁
起
の
思
想
に
至
近

距
離
に
達
し
て
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ぼ
く
も
少
し
勉
強
し

な
い
と
と
思
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
縁
起
は
媒
介
で
す

よ
ね
、
そ
う
い
う
言
葉
を
使
え
ば
ね
。
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森 

あ
の
、
す
み
ま
せ
ん
。
即
非
に
関
連
し
て
、
今
先
生
は

白
隠
さ
ん
の
『
座
禅
和
讃
』
の
こ
と
を
仰
っ
た
。「
衆

生
本
来
仏
な
り
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の

『
座
禅
和
讃
』
の
な
か
で
、
一
番
大
事
な
文
言
は
ど
こ

に
あ
る
か
と
言
っ
た
ら
、「
自
性
即
ち
無
性
に
て
す
で

に
戯
論
を
離
れ
た
り
」
と
そ
こ
で
す
よ
。
つ
ま
り
自
性

即
ち
無
性
な
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
縁

起
す
な
わ
ち
空
な
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
こ
は
表
裏
一

体
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
禅
の
方
で
は
、
即
と
非

と
、
ま
あ
大
拙
さ
ん
を
も
っ
て
く
れ
ば
即
非
の
論
理
で

さ
ま
ざ
ま
な
展
開
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
禅
の
そ
の
、

白
隠
さ
ん
の
や
つ
だ
っ
た
ら
、
非
常
に
面
白
い
の
は
そ

の
後
に「
す
で
に
戯
論
を
離
れ
た
り
」と
い
う
の
が
、「
自

性
即
ち
無
性
に
て
す
で
に
戯
論
を
離
れ
た
り
」
と
い
う
、

そ
こ
が
非
常
に
ち
ょ
っ
と
面
白
い
。
禅
の
楔
と
い
う
か
、

決
め
手
が
あ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
否
定
な
し

の
即
だ
け
で
は
な
い
、
と
。
で
す
か
ら
今
日
の
、
こ
の

歌
も
す
ご
い
面
白
い
歌
だ
と
は
思
い
ま
す
け
ど
、
何
か

や
は
り
否
定
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
ま
ま
自
己
同
一
が
や

は
り
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
過
ぎ
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、
率
直
な
質
問
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
ど
ん
な
も
ん
で
し
ょ
う
。

河
波　

ま
あ
簡
単
に
言
え
ば
そ
う
だ
け
ど
も
、
そ
こ
に
は
い
ろ

い
ろ
な
複
雑
な
問
題
も
あ
っ
て
、
煩
悩
と
い
う
の
が
入

っ
て
き
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
で
例
え
ば
『
観
無
量
寿
経
』

で
す
と
、
仏
を
思
う
私
た
ち
の
心
が
仏
様
だ
と
言
っ
て

い
る
、そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る『
観
無
量
寿
経
』が
、

罪
悪
人
中
の
凡
夫
だ
か
ら
不
可
能
だ
け
ど
、
そ
れ
が
称

名
、
称
と
い
う
一
点
に
絞
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

念
と
い
う
か
、
想
念
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
て
、
神

と
の
絶
対
同
一
性
を
説
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
ね
、

根
底
か
ら
断
絶
す
る
、
罪
悪
人
中
の
言
葉
が
出
て
き
て
、

そ
れ
が
称
南
無
阿
弥
陀
仏
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
出
て

く
る
の
は
唯
一
こ
の
経
典
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
し
て

そ
の
称
に
お
い
て
八
十
億
劫
生
死
の
罪
が
除
か
れ
て
い

く
。
そ
こ
で
私
は
や
は
り
縁
起
の
働
き
と
し
て
の
念
が

そ
こ
で
完
成
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
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で
い
い
の
か
、
ち
ょ
っ
と
わ
た
し
よ
く
分
か
ら
な
い
の

で
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
中
国
語

で
作
仏
と
い
う
と
き
、
作
る
っ
て
言
う
意
味
で
使
っ
て

い
い
の
か
。
あ
る
い
は
仏
に
な
る
と
い
う
意
味
な
の
か
。

そ
の
辺
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
中
国
語
の
仏
典
の
読

み
方
と
し
て
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

河
波 

ぼ
く
は
、
な
る
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。『
観

無
量
寿
経
』
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
な
い
で
し
ょ
う

…
。

高
田 

河
波
先
生
の
書
き
下
し
、
こ
の
表
現
で
、
河
波
先
生
こ

ん
な
ふ
う
に
、
い
ろ
ん
な
読
み
方
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、
浄
土
真
宗
聖
典
注
釈
版
の
書
き
下
し
よ
り

書
い
て
み
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
作
仏
は
仏
を
作
る

と
い
う
ふ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
と
は
違

う
よ
う
で
す
が
。

田
中	
こ
の
心
作
仏
で
す
か
。
そ
の
方
が
な
ん
か
、
ぼ
く
も
そ

ん
な
ふ
う
に
読
ん
で
い
た
ん
で
す
け
ど
。
仏
を
作
る
ん

だ
っ
た
ら
、
作
ら
れ
た
も
の
は
あ
ま
り
あ
り
が
た
く
な

田
中　

一
つ
質
問
を
さ
ら
に
、
こ
れ
は
純
然
た
る
質
問
な
ん
で

す
が
。『
観
無
量
寿
経
』
に
即
し
た
テ
キ
ス
ト
で
す
け

れ
ど
も
、「
是
心
作
仏
」
と
い
う
の
を
、
こ
の
心
仏
を

作
る
と
い
う
よ
う
に
訓
読
み
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
れ
は
日
本
語
で
は
こ
の
よ
う
に
分
節
化
し
て
読

ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
が
、
普
通
、
作
仏
と
い

う
と
き
に
、
仏
を
作
る
と
い
う
意
味
な
の
か
、
仏
に
な

る
と
い
う
意
味
な
の
か
。
た
だ
作
仏
な
の
か
。
わ
た
し

は
で
す
ね
、
作
仏
と
い
う
言
葉
に
あ
ま
り
い
い
イ
メ
ー

ジ
を
も
っ
て
な
く
て
、
そ
れ
は
道
元
が
座
禅
を
す
る
と

き
に
、
こ
と
さ
ら
作
仏
を
は
か
る
な
か
れ
と
い
う
こ
と

を
言
う
ん
で
す
ね
。
作
る
と
い
う
の
は
、
な
に
か
人
為

的
に
生
み
出
す
。
だ
か
ら
む
し
ろ
素
朴
に
日
本
語
と
し

て
考
え
る
と
、
心
が
仏
を
つ
く
る
ん
だ
っ
た
ら
、
作
ら

れ
た
仏
は
対
象
的
な
も
の
で
す
よ
ね
、
心
の
方
が
大
事

だ
と
い
う
話
に
な
る
。
こ
の
心
が
そ
れ
仏
な
り
と
言
え

ば
で
す
ね
、
仏
を
越
え
る
仏
で
あ
っ
て
、
こ
っ
ち
の
方

が
本
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、

作
仏
と
い
う
の
を
、
仏
を
作
る
っ
て
い
う
ふ
う
に
読
ん
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い
で
す
ね
。

高
田 
作
仏
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
議
論
、
あ
ま
り
考
え
て
い

な
い
ん
で
す
け
れ
ど
。

河
波 

キ
リ
ス
ト
教
に
も
テ
オ
ー
シ
ス
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん

で
す
け
ど
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
で
神
化
に
対
応
す
る
言
葉

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
ど
も
ね
。
こ
れ
は
特
に
ギ

リ
シ
ア
正
教
で
テ
オ
ー
シ
ス
っ
て
い
う
の
は
非
常
に
重

要
な
概
念
な
ん
だ
け
ど
も
、
祈
り
の
中
に
神
が
形
成
さ

れ
て
い
く
わ
け
で
す
よ
ね
、
神
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

面
が
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
い
い
ん
で
す

け
れ
ど
ね
。『
観
無
量
寿
経
』
が
も
っ
と
正
確
に
読
め

る
ん
で
す
け
れ
ど
。
元
々
が
な
い
か
ら
な
ん
と
も
言
え

な
い
。
あ
る
程
度
復
元
で
き
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
だ
け

れ
ど
。
で
も
致
し
方
が
な
い
も
ん
だ
か
ら
。

田
中 

東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
確
か
に
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が

出
て
く
る
文
脈
は
ど
う
し
て
神
が
人
と
な
ら
れ
た
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
人
が
神
に
な
る
た
め
で
あ
る
、
と
。

そ
れ
は
神
自
身
が
自
ら
を
否
定
し
て
と
い
う
意
味
が
あ

る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
人
が
神
に
な
る
こ

と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
神
が
自
ら
を
否
定
し
て
人
と

な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
人
が
神
に

な
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
受
肉
と
い
う
こ
と
を
説

明
す
る
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
教
義
で
す
け
れ
ど
。
そ
こ

で
出
て
く
る
の
で
、
単
純
に
人
間
が
修
行
し
て
神
に
な

る
ん
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
楽
な
話
な
ん
で
す
ね
。
キ
リ

ス
ト
教
に
は
そ
う
い
う
自
力
的
な
発
想
は
無
い
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
そ
こ
に
も
否
定
と

か
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
か
そ
う
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
、

ケ
ノ
ー
シ
ス
が
言
わ
れ
て
い
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
は

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
、
わ
た
し
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

ラ
ウ
ル  

い
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
質
問
し
た
い
こ
と
は
、
今

の
話
と
関
連
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
歴
史
的

だ
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
例
え
ば
京
都
学

派
、
田
辺
先
生
に
し
て
も
、
西
田
先
生
に
し
て
も
、
日

本
の
仏
教
の
歴
史
を
見
た
ら
で
す
ね
、
主
に
鎌
倉
仏
教

か
ら
影
響
さ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
け
ど
ね
。
禅
宗
に
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す
ね
。
非
連
続
の
連
続
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
で
こ
れ
は
、
浄
土
宗
と
天
台
宗
の
間
に
は
相

当
な
論
争
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
福
井
康
順

と
い
う
天
台
宗
の
学
者
は
、
浄
土
宗
認
め
な
い
ん
で
す

ね
。
法
然
は
、
天
台
宗
を
捨
て
て
浄
土
宗
に
な
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
ら
と
言
い
ま
す
。
浄
土
宗
は
そ
う
じ
ゃ
な

い
ん
だ
、
や
は
り
独
自
だ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

と
に
か
く
両
方
の
間
に
は
今
で
も
対
立
が
あ
っ
て
、
も

し
法
然
を
天
台
風
に
解
釈
す
れ
ば
ね
、
天
台
宗
の
僧
侶

法
然
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
ね
、
独
立
性
を
認
め
な
い

で
し
ょ
う
ね
。
独
立
す
る
か
し
な
い
か
、
大
き
な
対
立

性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

ラ
ウ
ル  

縁
起
性
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
中
心
に
す
る
こ
と
は
大
き

な
問
題
と
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

河
波 

私
の
今
回
の
試
み
で
す
ね
、
縁
起
と
言
う
立
場
で
も
う

一
度
浄
土
と
か
禅
と
か
い
う
も
の
を
、
も
ち
ろ
ん
天
台

も
真
言
も
容
れ
て
で
す
け
ど
、
共
通
の
地
平
が
、
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
な
地
平
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い

し
て
も
浄
土
真
宗
に
し
て
も
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
伝

統
的
な
絶
対
的
な
ア
ブ
ソ
リ
ュ
ー
ト
の
考
え
方
は
よ
く

出
て
き
て
、
そ
し
て
こ
れ
は
十
九
世
紀
に
ま
た
取
り
上

げ
て
現
在
に
も
使
わ
れ
て
い
る
、
こ
う
い
う
考
え
方
。

し
か
し
今
の
ね
、
浄
土
宗
の
解
釈
を
聞
き
ま
す
と
で
す

ね
、
そ
の
精
神
は
や
は
り
か
な
り
違
う
よ
う
な
気
が
し

ま
す
け
ど
ね
。
絶
対
性
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
し
、
ま

た
縁
起
を
中
心
に
し
た
ら
、
や
は
り
そ
の
精
神
は
他
の

鎌
倉
の
宗
教
と
か
な
り
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
わ
た
し
の
質
問
は
で
す
ね
、
こ
の
浄
土
宗

は
で
す
ね
、
他
の
鎌
倉
の
宗
教
よ
り
、
真
言
宗
、
そ
れ

か
ら
あ
る
い
は
天
台
宗
に
近
い
と
い
う
、
だ
か
ら
や
は

り
そ
の
古
い
、
徳
川
仏
教
に
近
い
、
鎌
倉
仏
教
で
は
な

く
て
、
も
っ
と
前
の
古
い
真
言
宗
や
天
台
宗
に
近
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ぜ

ひ
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

河
波 

ま
あ
あ
の
、
浄
土
宗
は
天
台
宗
か
ら
出
て
き
た
わ
け
で

す
か
ら
ね
。
繋
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま



143 ――― 東西宗教研究　第 13 号・2014 年

河
波 

信
と
そ
れ
か
ら
神
秘
主
義
と
を
殊
更
に
分
け
た
の
は
バ

ル
ト
で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
仏
教
で
は
そ
う
で
な
い
ん

で
繋
が
っ
て
ん
で
す
。
そ
れ
を
ま
ず
宗
派
的
な
関
係
で

親
鸞
は
ね
、
信
を
強
調
し
て
る
け
ど
、
そ
う
い
う
点
か

ら
言
え
ば
法
然
だ
っ
て
、
徹
底
し
て
信
を
強
調
し
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
信
が
あ
る
か
な
い
か
で
、
浄
土
宗
と

真
宗
と
を
分
け
る
と
い
う
の
は
大
学
入
試
の
問
題
じ
ゃ

な
い
け
ど
、
後
で
浄
土
真
宗
が
そ
う
い
う
こ
と
ば
っ
か

り
言
う
か
ら
ち
ょ
っ
と
ね
別
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
け

ど
。
法
然
だ
っ
て
、「
行
は
一
念
十
念
む
な
し
か
ら
ず

と
信
じ
て
無
間
に
修
す
べ
し
。」（
一
紙
小
消
息
）
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
信
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
で
シ
ュ
ラ
ッ
ド
ハ
ー
と
言
い
ま
す
が
、
主
知
的
な
働

き
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
、
な
に
も
神
秘
主
義
と
対

立
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
ん
で
。
信
が
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
を

準
備
す
る
し
ね
、
ま
た
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
の
な
か
か
ら
、

念
仏
三
昧
の
な
か
か
ら
信
が
開
け
て
い
く
の
も
あ
る
ん

で
。
相
互
に
一
方
だ
け
に
固
定
せ
ず
に
、
も
っ
と
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
考
え
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
ん

か
。
今
の
は
宗
派
仏
教
で
、
み
ん
な
が
対
立
し
て
い
る

で
し
ょ
。
そ
う
い
う
も
の
を
も
う
一
つ
大
き
な
立
場
で

包
含
す
る
よ
う
な
、
包
み
込
む
よ
う
な
そ
う
い
う
も
の

が
あ
っ
て
も
い
い
な
と
思
う
わ
け
で
、
ま
さ
に
東
西
宗

教
交
流
学
会
の
典
型
み
た
い
で
す
け
ど
ね
。

長
町 

先
生
が
結
論
で
書
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
も
う
ち
ょ

っ
と
だ
け
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、「
一
般

的
に
云
っ
て
、
禅
が
神
秘
主
義
的
で
あ
る
、
そ
れ
に
対

し
て
浄
土
教
は
信
の
立
場
が
強
調
さ
れ
る
」
以
下
云
々

な
ん
で
す
が
、
縁
起
の
立
場
か
ら
も
う
一
度
み
ん
な
捉

え
直
す
と
、
信
と
覚
醒
と
い
う
か
自
覚
と
神
秘
主
義
と

い
う
の
は
ど
う
い
う
風
な
位
置
づ
け
を
持
つ
ん
で
し
ょ

う
か
。
禅
は
必
ず
し
も
神
秘
主
義
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

上
田
閑
照
先
生
は
神
秘
主
義
の
立
場
を
む
し
ろ
否
定
す

る
と
こ
ろ
に
禅
が
あ
る
と
仰
っ
て
ま
す
が
、
少
な
く
と

も
縁
起
の
立
場
か
ら
捉
え
直
す
と
、
信
と
自
覚
と
い
う

か
覚
醒
と
神
秘
主
義
と
は
ど
う
ふ
う
に
見
直
さ
れ
る
ん

で
し
ょ
う
か
。
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通
。
概
念
の
使
い
方
が
馴
染
み
が
た
い
な
と
わ
た
し
は

思
う
ん
で
す
け
れ
ど
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

河
波 

や
っ
ぱ
り
相
互
関
係
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ

凡
夫
に
と
っ
て
は
、
信
心
な
ん
か
起
こ
り
よ
う
が
な
く

て
、
む
し
ろ
反
抗
す
る
ば
っ
か
り
で
あ
っ
て
も
…
。

長
谷 

 

相
互
関
係
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
二
つ
の
間
に
ど
う
い
う

風
に
し
て
関
係
が
成
立
す
る
か
と
か
、
関
係
し
な
い
も

の
の
間
に
関
係
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
が
全
然
な

く
な
る
。
縁
起
な
ら
、
河
波
先
生
が
仰
る
意
味
だ
っ
た

ら
総
体
と
絶
対
が
あ
れ
ば
、
一
方
が
あ
れ
ば
他
方
が
あ

る
、
と
い
う
、
関
係
と
い
う
も
の
の
分
裂
し
た
り
統
一

し
た
り
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
の
が
絶
対
と
相
対
の

関
係
で
す
が
、
縁
起
と
な
る
と
そ
う
い
う
分
裂
や
統
一

と
い
う
も
の
が
全
く
無
く
な
っ
て
、
縁
起
の
意
味
み
た

い
の
が
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
思
う

ん
で
す
が
。

河
波 
そ
れ
は
大
変
重
要
な
問
題
で
。
絶
対
主
体
道
と
い
う
場

合
、
絶
対
性
が
ど
こ
で
成
り
立
つ
か
と
い
う
と
、
や
っ

な
と
こ
で
バ
ル
ト
神
学
の
犠
牲
に
な
る
必
要
は
な
い
と

思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

長
町 
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

長
谷 

あ
の
、
こ
の
発
表
の
根
本
に
な
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、

河
波
先
生
が
縁
起
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す

け
れ
ど
、
こ
の
縁
起
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
が
私
に
は

全
く
理
解
で
き
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
要
す
る
に
、

相
対
と
絶
対
の
関
係
と
い
う
も
の
を
縁
起
と
仰
っ
た

ん
で
す
か
。
相
対
と
絶
対
と
の
相
関
、
対
応
と
か
そ
う

い
っ
た
も
の
を
縁
起
っ
て
い
う
言
葉
で
仰
っ
た
で
し
ょ

う
。
こ
の
縁
起
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
は
こ
れ
あ
れ
ば

あ
れ
あ
り
、
あ
れ
あ
れ
ば
こ
れ
あ
り
と
い
う
関
係
性
に

す
べ
て
が
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
に
、
こ
れ
だ
と

い
う
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
空
と
い
う
、
縁
起

と
空
に
通
じ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
河
波
先

生
の
場
合
、
縁
起
と
い
う
言
葉
が
そ
う
い
う
用
い
方
は

さ
れ
な
い
で
、
衆
生
と
仏
と
と
も
に
起
こ
る
と
い
う
そ

う
い
う
関
係
、
こ
れ
を
縁
起
と
言
う
ん
で
す
か
ね
、
普
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と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は
相
互
に
関
係
し
合

っ
て
い
る
。
無
明
あ
っ
て
有
あ
り
、
生
あ
り
、
生
が
あ

っ
て
意
識
あ
り
。
そ
う
い
う
風
に
一
方
か
ら
他
方
か
ら

出
て
く
る
、
他
方
か
ら
一
方
が
と
い
う
、
そ
う
い
う
風

な
関
係
が
あ
る
の
を
縁
起
と
い
う
わ
け
で
、
言
わ
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
ぇ
。
私
が
そ
う
思
っ

て
い
る
だ
け
で
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
ね
。
河
波
先
生
の
よ
う
な
使
い
方
も
あ
る
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
、
河
波
先
生
の
よ
う
な
概
念
の
用
い

方
馴
染
み
が
な
い
も
ん
で
す
か
ら
、
言
う
か
な
あ
、
そ

ん
な
場
合
に
使
う
か
な
ぁ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
。
わ

た
し
の
縁
起
の
理
解
を
河
波
先
生
が
仰
る
よ
う
な
使
い

方
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
し
た
が
…
。

河
波 

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
因
も
ま
た
縁
起
の
な
か
で
考

え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

田
中 
仏
教
学
者
の
シ
チ
ェ
ル
バ
ツ
キ
ー
が
、「
縁
起
（
プ
ラ
テ

ィ
ー
テ
ィ
ヤ
・
サ
ム
ト
バ
ー
ダ
）」と
同
義
と
さ
れ
た「
空

（
シ
ュ
ニ
ャ
タ
ー
）」
を
「
相
対
性(relativity

）」
と
い

ぱ
り
そ
れ
は
縁
起
な
ん
で
す
ね
。
縁
起
は
絶
対
性
と
い

う
立
場
に
立
た
せ
る
原
因
に
な
っ
て
い
く
と
思
う
ん
で

す
。
だ
か
ら
た
と
え
ば
久
松
先
生
は
絶
対
主
体
道
と
い

う
こ
と
を
仰
る
け
ど
、
久
松
先
生
だ
っ
て
自
分
で
、
そ

の
哲
学
を
自
分
だ
け
で
作
っ
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
や
っ
ぱ
り
い
ろ
ん
な
因
縁
の
中
で
そ
う
い
う
哲
学

が
で
き
て
い
っ
た
ん
で
。
一
種
の
い
わ
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス

の
言
葉
を
使
え
ば
「G

eschenktsein

」、
プ
レ
ゼ
ン
ト

さ
れ
て
い
る
。
絶
対
主
体
道
そ
の
も
の
も
、
お
れ
が
作

っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
お
の
ず
と
作
ら
れ
て
い
っ
た

と
い
う
面
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
縁
起
と
い
う
の

は
そ
う
い
っ
た
絶
対
無
と
か
絶
対
主
体
性
と
か
絶
対
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
も
成
り
立
た
せ
る
根
拠
だ
と
思
う

ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
縁
起
と
い
う
言
葉
も
な

く
な
っ
て
絶
対
性
が
主
張
で
き
る
。
そ
れ
が
縁
起
の
行

な
ん
で
す
よ
ね
。

長
谷 

縁
起
と
い
う
概
念
を
非
常
に
広
く
使
う
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
「
十
二
縁
起
」
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な
二
世
界
説
に
対
し
て
、
サ
ム
サ
ー
ラ
の
限
界
と
ニ
ル

バ
ー
ナ
の
限
界
は
同
じ
で
あ
る
と
か
、
両
者
に
毫
厘
の

差
別
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
龍
樹
が
「
觀
涅
槃
品
」
で

言
う
と
き
に
は
、「
縁
起
」
は
対
象
論
理
的
に
固
定
さ

れ
た
二
つ
の
世
界
そ
の
も
の
が
実
在
し
な
い
こ
と
、
そ

れ
が
「
空
」
で
あ
る
こ
と
を
言
う
た
め
に
、「
縁
起
」

が
高
次
のrelationality

の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
。
も

し
そ
ん
な
風
に
理
解
す
れ
ば
、根
源
的relationality

は
、

生
死
と
涅
槃
の
両
者
を
絶
対
否
定
し
た
上
で
そ
れ
ら
の

同
一
を
語
る
言
葉
と
な
る
で
し
ょ
う
。
我
々
が
「
絶
対

主
体
」
と
よ
ぶ
も
の
は
、
実
は
否
定
を
伴
う
「
縁
起
」

と
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
形
な
ら
ば
、
わ

た
し
は
今
日
の
話
は
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
の
で
す

が
、
そ
ん
な
風
に
理
解
し
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う

か
。
つ
ま
り
縁
起
か
ら
絶
対
主
体
、relationality

か
ら

absolute

が
出
て
く
る
と
い
う
言
い
方
は
、
普
通
あ
ま

り
し
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
龍
樹
の
考
え
に
従
う

な
ら
ば
、
絶
対
と
相
対
を
対
象
論
理
的
に
分
け
て
い
る

考
え
方
を
否
定
し
て
、
プ
ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
ヤ
・
サ
ム
ト

う
ふ
う
に
訳
し
た
こ
と
が
、
彼
の
著
作
が
「
大
乗
仏
教

概
論
」
と
し
て
英
語
か
ら
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
と
き
に
、

そ
の
適
否
に
つ
い
て
論
議
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
聞
い

て
お
り
ま
す
が
、「
縁
起
」
の
訳
語
と
し
て
はrelativity

の
ほ
か
に
はrelationality

も
よ
く
使
わ
れ
る
と
思
い
ま

す
。relationality
と
言
え
る
の
は
、い
わ
ば
生
死
輪
廻（
サ

ム
サ
ー
ラ
）
の
世
界
で
す
。
衆
生
の
生
き
て
い
る
現
実

は
実
体
が
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
永
遠
な
る
も
の
も
な
け

れ
ば
、
不
変
な
る
も
の
も
な
い
。
す
べ
て
は
生
々
流
転

し
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
涅
槃
（
ニ
ル
バ
ー
ナ
）
と

い
う
も
の
が
「
有
る
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相

対
的
な
も
の
を
脱
し
た
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
う
い
う
実
在
の
理
解
か
ら
、
涅
槃
を

目
指
し
て
修
行
す
る
と
い
う
修
道
論
が
生
ま
れ
る
。
そ

う
い
う
相
対
と
絶
対
を
区
別
し
た
二
世
界
説
は
、
西
洋

哲
学
の
源
流
で
あ
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
も
含
ま
れ
ま
す

が
、
龍
樹
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
説
一
切
有
部
の
教
説

も
お
な
じ
論
理
構
造
を
有
つ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
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す
ね
。
縁
起
の
背
景
に
空
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
絶
対
性

が
出
て
く
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

井
上 

西
田
に
「
衆
生
あ
っ
て
仏
あ
り
。
仏
あ
っ
て
衆
生
あ

り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
高

田
先
生
が
、
仏
と
衆
生
と
の
絶
対
隔
絶
と
い
う
こ
と

を
仰
っ
て
、
だ
け
ど
絶
対
隔
絶
で
あ
る
と
同
時
に
そ

れ
が
一
つ
な
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
逆
対
応
」
と

い
う
構
造
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
。
ち
ょ
っ
と
別
の
視
点
か
ら
感
想
め
い
た
こ
と

を
。「
浄
土
教
に
お
け
る
根
源
的
主
体
性
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
教
と
言
う

と
、
ど
う
し
て
も
罪
業
の
自
覚
と
い
う
こ
と
と
、
菩

薩
道
が
ど
う
し
て
も
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
が
禅
と
は

違
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
辺
に
触
れ
ら

れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
物
足
り
な
か
っ
た
で
す
ね
。 

　

実
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
か
と
い

う
と
、今
回
の
大
会
の
開
催
の
テ
ー
マ
と
い
う
の
は
「
田

バ
ー
ダ
は
空
と
同
じ
だ
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
二

世
界
説
を
否
定
す
る
高
次
のrelationality

を
「
空
」
と

表
現
し
、
真
に
絶
対
的
な
る
も
の
が
否
定
を
介
し
て
成

立
す
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
構
わ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
今
日
の
お
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

河
波　

空
が
絶
対
性
を
成
り
立
た
せ
る
根
拠
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

だ
か
ら
久
松
先
生
の
絶
対
主
体
道
で
も
や
っ
ぱ
り
、
神

様
は
そ
こ
で
は
空
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
。
絶
対
が

成
り
立
つ
わ
け
で
す
ね
。
絶
対
と
い
う
も
の
が
成
り
立

つ
地
平
が
縁
起
だ
と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
絶
対
で
勝
負

し
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
で
喧
嘩
ば
っ
か
り
す
る
ん
で
す
。

縁
起
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
、
そ
う
い
う
問
題
が
解
消

さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
久
松
先
生
の
絶

対
主
体
道
と
い
う
概
念
は
、
久
松
先
生
独
特
の
考
え
で

す
。
生
前
か
ら
お
会
い
し
て
ま
し
た
、
い
ろ
い
ろ
お
話

う
か
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で

も
久
松
先
生
縁
起
と
い
う
言
葉
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
で
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な
課
題
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
歴
史
的
現
実
と
し

て
の
福
島
原
発
は
ま
さ
に
近
代
の
知
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
わ
れ
わ

れ
の
生
存
欲
と
い
い
ま
す
か
、
罪
業
と
い
う
も
の
か
ら

出
て
き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
懺
悔
道
に
行

く
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
懺
悔
道
と
し
て
私
た
ち
は

ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
死
者
と
の

協
同
だ
と
か
、
生
き
残
っ
た
も
の
の
絆
と
言
い
ま
し
ょ

う
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
考
え
て
、
共
同
性
と
い
う
形

で
、
共
に
行
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
よ
う

な
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
懺
悔

道
の
精
神
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
同
苦
と
い
い
ま
し

ょ
う
か
、M

itleiden

と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
と
思
う

ん
で
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
田
辺
哲
学
、
昨
日
氣
多

先
生
が
観
念
的
だ
と
仰
っ
た
し
、
わ
た
し
も
そ
う
思
い

ま
す
け
れ
ど
、
田
辺
哲
学
の
も
っ
て
い
る
観
念
性
と
い

う
も
の
を
括
弧
に
入
れ
て
、
田
辺
哲
学
が
も
っ
て
い
た

神
髄
と
い
う
も
の
を
現
代
に
生
か
し
て
い
く
、
観
念
的

な
も
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
っ
て
、
も
う
一
回
新
し

辺
哲
学
の
宗
教
哲
学
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
皆

さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
田
辺
哲
学
は
こ
の
頃
新
し
い
視

点
で
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
、
徐
々
に
。
そ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
藤
田
先

生
が
田
辺
哲
学
の
論
集
を
岩
波
文
庫
に
編
ま
れ
た
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
大
き
い
功
績
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
今
ま
で
と
は
違
っ
た
仕
方
で
田
辺
哲
学
が
新

し
い
視
点
で
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
か
と
い
う
と
、
や
は
り
三
・
一
一
以
降
の
日
本

の
置
か
れ
た
現
状
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
い
わ
ゆ
る
死

者
と
共
に
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
「
実
存
協
同
」
と
い

う
と
こ
ろ
で
田
辺
が
見
直
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。
田
辺
の
場
合
は
、
い
つ
も
歴
史
的
現
実

の
媒
介
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
よ
ね
。
今
や
私
た
ち

の
置
か
れ
た
歴
史
的
現
実
と
い
う
の
は
、
福
島
の
原
発

も
そ
う
で
し
ょ
う
し
、
三
・
一
一
以
降
の
日
本
の
復
興

の
あ
り
方
も
そ
う
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
い
う
歴
史
的
現

実
に
置
か
れ
た
場
合
、
宗
教
哲
学
を
営
む
わ
れ
わ
れ
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
大
き
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う
の
は
ね
、
逃
げ
腰
み
た
い
な
こ
と
で
し
ょ
。
だ
け
ど

例
え
ば
観
世
音
菩
薩
と
い
う
の
は
、『
般
若
心
経
』
だ

と
観
自
在
菩
薩
、
ア
バ
ロ
キ
テ
シ
ュ
バ
ラ
、
言
語
は
同

じ
で
す
、
ど
こ
で
切
る
か
に
よ
っ
て
観
自
在
な
ん
で
す

け
ど
。
八
十
億
劫
生
死
の
罪
に
お
か
れ
て
る
人
間
で
も
、

そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
自
在
な
存
在
だ
と
い
う
面

が
あ
っ
て
も
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
特
に
近
代
か

ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
か
け
て
、
そ
う
い
う
救
済
さ
れ
た

姿
、
救
済
像
と
い
う
の
が
、
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
も
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
般
若
心
経
』
じ
ゃ

あ
観
自
在
菩
薩
、
そ
れ
か
ら
羅
什
訳
で
す
と
観
世
音
菩

薩
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
語
は
同
じ
で
す
よ
ね
。
罪

と
か
そ
う
い
う
煩
悩
は
前
提
と
し
て
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
を
引
き
ず
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
そ
れ
か
ら

解
放
さ
れ
た
も
っ
と
自
由
な
人
間
像
、
そ
れ
が
大
乗
仏

教
の
救
済
の
理
想
像
だ
と
い
う
点
を
強
調
し
た
ほ
う

が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
。
ち
ょ
っ
と

質
問
か
ら
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
ね
、
悪
人
だ

い
視
点
で
見
直
し
て
い
く
と
い
う
、
や
は
り
宗
教
哲
学

を
や
っ
て
い
く
者
に
と
っ
て
大
き
な
使
命
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
最
後
に
ち
ょ
っ
と
感
想
め
い
た
こ
と
を
言
い

ま
し
た
け
れ
ど
も
。
行
と
言
い
ま
す
と
ね
、
利
他
行
だ

と
か
菩
薩
道
と
い
う
の
が
当
然
出
て
き
ま
す
し
ね
。
根

源
的
主
体
性
と
い
う
の
は
、
今
日
は
仏
と
自
己
と
の
一

体
と
い
う
こ
と
を
た
い
へ
ん
強
調
な
さ
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
他
者
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
、
先
生
、
根
源
的
主

体
性
と
い
う
こ
と
を
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
そ

れ
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

河
波 

浄
土
教
は
ね
、
罪
悪
人
中
の
凡
夫
ば
っ
か
り
強
調
し
ま

す
よ
ね
。
で
も
解
放
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
よ
。
そ
こ
は

今
ま
で
言
わ
な
か
っ
た
伝
統
的
な
浄
土
教
の
マ
イ
ナ
ス

面
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
。
罪
悪
深
重
の
凡
夫
だ
っ
て
こ

と
強
調
し
て
ね
、
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
。

し
か
し
他
者
、
他
者
は
縁
起
で
す
よ
ね
。
縁
起
の
法
に

よ
っ
て
解
放
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
面
を
強
調
せ
ず

に
、
現
実
か
ら
逃
避
し
て
浄
土
に
行
っ
て
し
ま
う
と
い



150 

分
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
言

え
な
い
わ
け
で
。

高
田 

お
話
も
尽
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
懇
親
会
も
ご
ざ
い
ま

す
し
、
こ
れ
で
河
波
先
生
の
最
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
。
今
の
ア
メ
リ
カ
の
若
い
青

年
た
ち
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
逃
げ
出
し
て

る
ん
で
す
よ
ね
。
神
様
が
邪
魔
に
な
っ
て
。
神
様
が
い

る
か
ら
悪
人
呼
ば
わ
り
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
。
や
っ
ぱ
り
そ

う
い
う
も
の
か
ら
解
放
す
る
こ
と
、
そ
こ
を
ア
メ
リ
カ

の
青
年
た
ち
は
希
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
。
そ

れ
は
浄
土
教
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
ん
で
あ
っ

て
、
空
の
立
場
で
は
罪
が
な
く
な
る
世
界
が
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。
だ
か
ら
念
仏
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
空
を
実

践
す
る
こ
と
で
、
空
を
実
践
す
る
こ
と
は
解
放
さ
れ
た

主
体
性
を
獲
得
し
て
い
く
っ
て
面
も
あ
る
ん
で
、
そ
う

い
う
面
も
あ
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。 

　

そ
れ
か
ら
た
と
え
ば
、
千
手
観
音
な
ん
て
い
う
の
は
、

手
が
千
あ
る
で
し
ょ
、
怪
物
だ
と
思
う
け
ど
ね
。
山
崎

弁
栄
と
い
う
人
は
、
そ
れ
や
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
両

手
で
ね
、
字
を
書
く
ん
で
す
、
口
で
別
の
字
を
書
く
。

全
部
違
う
字
。
や
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
ま
せ
。
絶
対
で

き
な
い
か
ら
。
自
分
が
自
分
自
身
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、

千
手
観
音
も
で
き
て
く
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
自
分
が
自




