
討
論
I

阿
部
正
雄
氏
と
会
員(

主
と
し
て
仏
教
徒)

と
の
討
論

そ
れ
と
連
関
す
る
こ
と
で
す
が
、
仏
教
は
自
我
を
滅
す
る
と
か
、
無

〇討

論

I
 

司
会
西
村
恵
信

司

会

者
プ

ロ

グ

ラ

ム

に

従
い
ま
し
て
、
阿
部
先
生
と
の
対
話
と
い
う 

時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
今
回
は
、
長
い
間
、
仏
教
と 

キ

リ

ス

ト

教

の

対
話
と
い
うこ
と
に

文
字
通
り
ご
努
力
を
実
際
に
さ
れ 

た
阿
部
先
生
の
ご
体
験
か
ら
、
特
に
日
本
の
仏
教
徒
に
対
し
て
ご
提
言 

を
頂
け
た
ら
と
い
う
、
先
生
に
対
す
る
期
待
が
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
部
先 

生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

阿
部

か
な
り
長
い
間
、
外
国
の
人
達
と
対
話
を
や

っ

て

き

た
わ
け
で 

す
が
、
そ
れ
を
通
し
て
思
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
仏
教
は
理
性
と
い
う 

問
題
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
代
西
洋
に
お 

い
て
は
理
性
の
立
場
と
い
う
こ
と
は
抜
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な 

立
場
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
と
い 

う
こ
と
を
も
つ
と
曰
本
の
仏
教
徒
は
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で 

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

我
の
立
場
に
立
つ
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
た
し
か
に

「

仏
法 

は
無
我
に
て
候」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
我
の
立
場
は
仏
教
の
本
来 

の
立
場
で
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
自
我
と
い
う
の
は
我
執 

的
自
我
と
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
我
執
に
と
ら
わ
れ
て
い 

る
限
り
苦
し
み
が
あ
る
。
本
当
に
苦
を
脱
す
る
た
め
に
は
我
執
を
脱
却 

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
仏
教
の
言 

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
西
洋
の
方
で
は
、
あ
く
ま
で
も
自
我
の
立
場
を
貫
徹
を
す
る
。 

そ
の
場
合
、
我
執
に
感
じ
て
お
る
よ
う
な
問
題
を
も
ち
ろ
ん
西
欧
の
人 

も
感
じ
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
解
決
の
方
向
は
自
我
か
ら
無
我
の
方
向 

へ
行
く
の
で
な
し
に
、
む
し
ろ
純
枠
自
我
と
い
う
、
仏
教
か
ら
言
え
ば 

全
く
新
し
い
次
元
を
西
洋
の
方
は
開
い
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
純 

粋
自
我
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
純
枠
実
践
理
性
の
フ
ァ
ク
ト
ゥ
ム
と
い
う 

こ
と
、
そ
こ
に
仏
教
の
知
ら
な
い
よ
う
な
、
い
わ
ば
第
三
の
領
域
を
開 

い
て
き
て
お
る
。
そ
う
い
う
純
粋
自
我
と
い
う
、.

我
執
的
自
我
で
な
し

—  53 —



の
一
種
の
自
我
の
領
域
を
新
た
に
開
い
て
く
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
非 

常
に
意
味
も
あ
り
、
ま
た
問
題
も
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

純
粋
自
我
と
い
う
仏
教
の
知
ら
な
い
境
位
、
次
元
、
そ
こ
で
科
学
の
問 

題
と
か
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
か
、
倫
理
の
問
題
と
か
、
歴
史
の
問 

題
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
て
、
仏
教
の
方
で
は
そ
れ
に
対 

す
る
十
分
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
西
洋
の
人
と
話
を
す 

る
時
、
必
ず
出
て
く
る
問
題
で
す
。

そ
こ
で
仏
教
は
た
だ
、
無
我
と
い
う
と
こ
ろ
を
強
調
す
る
だ
け
で
な 

し
に
、
い
か
に
し
て
純
粋
自
我
を
包
摂
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

純
粋
自
我
の
立
場
を
超
え
る
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
性
を
も
ち
ろ
ん
明
ら 

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
無
我
の
立
場
と
の
関
わ
り

。
も 

う
す
こ
し
言
い
ま
す
と
、
無
我
の
立
場
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
純
粋 

自
我
を
本
当
に
包
み
う
る
の
か
、
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

仏
教
の
人
は
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
は
ま
た
、
根
源
悪
の
問
題
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
す
。 

西
洋
は
西
洋
な
り
の
解
釈
を
や
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
仏
教
で 

言
う
悪
の
問
題
の
解
決
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
わ
り
、
仏
教
は
そ
れ
に 

対
し
て
ど
う
い
う
貢
献
を
な
し
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ 

て
く
る
。

そ
れ
で
、
と

く

に

そ
の
場
合
の
具
体
的
な
問
題
は
、
や

は

り

倫
理
の 

問
題
で
す
ね
。

い
っ
た
い

無
我
の
立
場
は
善
悪
の
価
値
判
断
を
ど
う
し 

て

で

き

る

の

か

、
と

い

う

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

も
う一

つ
は
、
歴
史
の
問
題
で
す
ね
。
無
我
の
立
場
で
は
歴
史
が
ど 

う
理
解
さ
れ
る
の
か
。
と
く
に
歴
史
の
ア
イ
ン
マ
リ
ヒ
カ
イ
ト
、

1

回 

性
、
く
り
返
し
の
き
か
な
い
ア
イ
ン
マ
リ
ヒ
カ
イ
ト
、
そ
れ
が
仏
教
で 

は
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
お
る
の
か
、
と

い

う

よ

う

な

問
題
が 

あ
り
ま
す
。

ご

く

あ

ら

ま

し

を

申

し

ま

し

た

。

そ

う

い

う

こ

と

は

当
面
、
仏
教
と 

キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
に
お
い
て
出
て
く
る
問
題
で
し
て
ね
。
我
々
と
し 

て
は
、
そ
れ
に
対
し
て
も
し
か
る
べ
き
対
応
を
す
る
必
要
が

あ
る
。

そ 

し
て
そ
の
仏
教
的
無
我
の
立
場
の
、
西
洋
的
な
純
粋
自
我
を
含
め
た
上 

で
の
展
開
とい
う

こ

と

を

す
る
必
要
があ
る

。

こ
の
こ

と
を

最
初
の
イ 

ン
ト
ロ
ダ

ク

シ

ョ

ン

と

し

て

申

し

ま

す

。 

I 

司
会
者
さ
す
が
に
パ
ン
チ
のき
い

た

提
言
を
頂

き

ま

し

た

。

我

々

は
54 

ふ
つ
う
近
代
的
自
我
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
自
我
を
ま
ず
立
て
て
お
っ
た

一 

の
で
す
け
れ
ど
も
、
西
洋
の
人
達
が
こ

う

い

う

も
の
を
超
え
て
純
粋
自 

我
と
い
う
こ
と
を

模
索
し
て

い

る

と

い

う

。

そ

う

い

う

こ

と

の
内
容
、 

具
体
的
な
意
味
が
ひ
と
つ
問
題
に
な
り
ま
す
け
ど
。
そ
し
て
倫
理
の
問 

題
、
歴
史
の
問
題
、
す
べ
て
無
我
か
ら
は
な
か
な
か
出
て

き

に

く

い

。

純
粋
自
我
と
い
う
、
自
我
を
克
服
し
な
が
ら
、
し
か
も
歴
史
と
関
与
し 

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
非
常
に
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、 

ぜ
ひ
こ
の
際
、
阿
部
先
生
に
ゆ
っ
く
り
お
聞
き
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り 

ま
す
。

ど
う
ぞ
仏
教
徒.

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
言
わ
な
い
で
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の 

人
も
仏
教
徒
の
身
に
な
っ
て
、
ひ
と
つ
議
論
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。



上
田
私
は
さ
っ
き
阿
部
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
普
通
に
言
わ
れ 

て
い
る
よ
う
な
近
代
的
自
我
を
そ
の
中
か
ら
超
え
て
純
粋
自
我
の
立
場 

に
な
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
必
ず
し
も
思
え
ま
せ
ん
。
だ
か 

ら
阿
部
さ
ん
が
特
に
純
枠
自
我
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
所
以
み
た
い 

な
も
の
、
そ
れ
を
や
っ
ぱ
り
お
聞
き
し
て
み
た
い
。

カ
ン
ト
の
ラ
イ
ネ
フ
ヱ
ル
ヌ
ン
フ
ト

(

純
枠
理
性)

と

か

、

そ
う 

い
う

時
の
ラ
イ
ン
の

使
い
方
が
そ

の

ま

ま

き

て

い

る

の

か

。

純
粋
自
我 

と

い

う

こ

と

を

こ

と

に

強
調
さ
れ
る
場
合
に
、そ
う

い

う

立
場
は
ど
こ 

に

求
め
ら
れ
てい
る

の

だ

ろ

う

。

例
え
ば
カ

ン

ト

の

立
場
は
純
粋
自
我 

な

の

か

。

阿
部
い
ま
申
し
た
よ
う
に
、
仏
教
は
我
執
的
な
自
我
か
ら
無
我
へ
と
、 

自
我
を
滅
す
る
と
い
う
方
向
へ
、
無
我
の
方
向
へ
直
接
端
的
に
行
く
わ 

け
で
す
が
、
西
洋
の
場
合
は
無
我
の
方
向
へ
行
く
の
で
な
し
に
、
自
我 

自
身
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
^

^

す
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
っ 

て
い
る
よ
う
で
、
カ
ン
ト
に
至
っ
て
い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
な
自
我
、

そ 

こ
で
ラ

イ

ネ

フ

ヱ
ル
ヌ
ン
フ
ト

、
そ
れ
は
全
く
新
し
い
次
元
の
理
性 

を
切
り
拓
い
た
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
。 

こ
と

に

そ

う

い

う

我
執
と
か
何
と
か
とい
う

も
の
を
全
く
減
し
て
、
し 

か
も
そ
れ
は
無
我
の
立
場
で
は
な
い
。
無
我
の
立
場
で
は
な
く
一

 

種
の 

自
我
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
仏
教
の
無
我
の
求
め
て
い
る
よ
う
な 

も
の
を
達
成
し
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
新
し
い
自
我
の
境
地
を
切
り
拓 

い
て
い
る
。
そ
の
最
も
は
っ
き
り
し
た
例
は
カ
ン
ト
の

『

実
践
理
性
批 

判』

、
純
枠
実
践
理
性
のフ
ァ

ク

ト

ウ
ム
と

い

う

と

こ
ろ
へ
出
て
お
る

の
で
は
な
い
か=

上
田
阿
部
さ
ん
が
純
枠
自
我
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
な
に
を
考
え
て
お 

ら

れ

る
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
典
型
は
い
ま 

言
わ
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
純
枠
実
践
理
性
批
判
の
立
場
と
い
う
よ 

う
に
言
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
一
一
目
葉
は
ラ
ィ
ン
と
い
う
|ー
ー
日
葉
で 

も
あ
る
。
た
だ
カ
ン
ト
の
場
合
の
言
葉
の
つ
か
い
方
の
ラ
ィ
ン
と
い
う 

の
は
、
い
ま
言
われ
た

よ

う

に

超
越
論
的
と
基
本
的
に
は
同
じ
意
味
で 

す
ね
。「

経
験
に
関
わ
ら
な
い

」

と
い
う
、
そ
こ
を
押
さ
え
て
、
そ
し 

て
経
験
の
構
成
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
は
あ
ま
り
問
題
じ
ゃ
な
い
け
れ 

ど
も
。
そ
の
カ
ン
ト
の
立
場
が
で
す
ね
、
こ
と
に

『

実
践
理
性
批
判』

で
提
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
カ
ン
ト
の
立
場
が
、
仏
教
が
無
我
と
い
う

I 

こ
と
で
到
達
しよ
う

と

し

た

よ

う

な

こ
と
を
、
そ
の
カ
ン
ト
の
仕
方
で
、

55 

自
我
の
立
場
で
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る

一
 

と
す
れ
ば
、
そ
こ
は
、
か
な
り
問
題
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

例
え
ば
、
実
践
理
性
批
判
と
し
た
ら
す
ぐ
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
根
源 

悪
の
問
題
が
で
て
く
る
で
し
ょ
。
根
源
悪
の
問
題
の
カ
ン
ト
の
扱
い
方 

は
、
あ
る
意
味
で
は
や
っ
ぱ
り
理
性
の
挫
折
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
解 

釈
も
、
十
分
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
の
で
す
ね
。
そ
こ
を
阿
部
さ
ん
が 

純
粋
自
我
と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
十
分
に
理
解
し 

に
く
ぃ
。

純
粋
実
践
理
性
の
立
場
と
し
て
も
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
言
い
方
が
で 

き

る

。

カ
ン
ト
の
自
由
の
立
場
と
も
。
そ
れ
が
究
極
的
な
も
の
、
そ
の 

仕
方
で
の
究
極
的
な
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
。



阿
部
そ
れ
は&

に
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
問
題
の
解 

決
を
求
め
て
い
く
方
向
が
い
わ
ば
第
三
の
領
域
で
す
ね
。
そ
れ
を
私
は 

純
粋
自
我
と
し
て
捉
え
て
き
た
と
。
む
し
ろ
第
三
の
領
域
と
い
う
こ
と
、 

こ
れ
が
私
の
言
お
う
と
し
た
こ
と
な
の
で
す
。

さ

っ

き

お

っ

し

ゃ

っ

た

よ

う

に

根
源
悪
の
問
題
。
こ
れ
はカ
ン
ト
に 

お
い
て
完
全
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス 

ト
教
で
言
え
ば
現
代
に
対
応
す
る
問
題
を
、
カ

ン

ト

は

カ

ン

卜
な
り
に 

受
け
継
い
で
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
示
唆
は
出
し
て
お
る
。
そ
れ
は
尊
重 

す
べ
き
こ

と

で

は

な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
第
三
の
領
域
で
解
決
を
求 

め
て
い
く
と
いう
こ

と

は

、

西
洋
で
は
非
常
に
厳
し
く
行
わ
れ
て
い
る
。 

仏
教
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
く
か
。
そ
の
点
に
つ
い 

て
言
う
と
、
私
は
仏
教
が
は
な
は
だ
努
力
が
乏
し
い
と
思
う
。

上
田
私
も
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
で
十
分
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
だ 

け
ど
、
何
を
学
ぶ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
と 

思
う
の
で
す
。

武
田
い
ま
の
問
題
の
と
こ
ろ
。

「

非
仏
非
魔」

の
論
文
の
中
で
、
そ 

こ
が
阿
部
先
生
の
問
題
意
識
の
大
前
提
に
な
っ
て

い

る

と
思
う
わ

け

で
 

す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
我
々
も
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
理
性
と
か
悟
性
と
か
い
う
問
題
に
な
る
の
で
す
が
。

私
、
昨
日
、
触
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
本
当
は
阿
部
先
生
に
も
っ
と 

答
え
て
頂
け
た
ら
嬉
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。
ど
う
し
て
も
私 

ど
も
念
仏
者
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
先
生
の
信
仰
の
立
場
は
先
生
の
実 

地
の
ご
体
験
か
ら
い
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
法
然
、
親
鸞
の
と
ら
れ
た
念
仏 の

信
の
問
題
と
い
う
も
の
が
、
完
全
に
瓦
解
す
る
と
い
う
か
、
崩
壊
し
、 

挫
折
し
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
悟
り
の
立
場
、
禅
の
立
埸
へ
転
換
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
い
ま
の
非
仏
非
魔
論
の
最
後
で
は
、
そ
れ
を
も
さ
ら
に
超
え
な 

け
れ
ば
な
ら
ん
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
信
仰
の
立
場
で
も
駄
目
、
悟
り
の
立
場
で
も
ま
だ
不
徹
底
だ 

と
。
両
者
を
超
え
る
よ
う
な
立
場
、
そ
う
い
う
仕
方
で
出
し
て
お
ら
れ 

る

と

思
い
ま
す
。
で
は
そ
の
立
場
と
い
う
も
の
は

I

体
ど

う

い

う

ふ
う 

な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
詳

し

く

知
り
た
い
の
で
す
。 

そ
う
い
う
立
場
か
ら
こ
ん
ど
は
、
じ
ぁ
あ
信
仰
の
立
場
、
念
仏
の
立
場 

と
い
う
も
の
が
再
び
生
き
返
っ
て
く
る
の
か
否
か
、
と

い

う

で

す

先
生
のS

R

 

ロ
は
生
き
返
っ
て
い
な
い
と
い
う
か
、
も
う
終
始
徹
底
し
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て
親
策
批
判
と
い
う
か
、
念
仏
批
判
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
。
一
 

親
*

の
立
場
を
先
生
の
ご
批
判
に
啓
発
さ
れ
な
が
ら
、
少
し
考
え
て
み 

た
い
と
思
う
の
で
す
。

親
*

の
と
っ
た
立
埸
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
阿
部
先
生
の
逆
の
よ
う 

な
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
も
一

|

十
数
年
前
で
す 

が
、
ず
い
ぶ
ん
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
自
身
の
問
題
に
な
り
ま
し 

た
。
私
は
親
鸞
、
ニ
ー
チ
ヱ
を
捉
え
直
し
て
み
た
の
で
す
ね
。
ち
ょ
う 

ど
こ
れ
は
親*

が
比
教
山
に
上
っ
て
二
十
年
間
、
い
わ
ゆ
る
聖
道
門
の 

修
行
を
や
る
わ
け
で
す
。
や
っ
て
や
っ
て
、
や
り
抜
い
て
い
っ
て
、
と 

う
と
う
解
決
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ

た

と

思
う
の

で

す

。

で
、
親
鸞
の
書
い
た
も
の
を
見
ま
す
と
、
こ
う
い
う
の
が
あ
る
の
で



す
。

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て

I 

i

千
余
年
に
な
り
た
も
う 

正
像
の
ニ
時
は
お
わ
り
に
き
如
来
の
遗
弟
悲
泣
せ
よ 

末
法
五
潮
の
有
情
の
行
証
か
な
わ
ぬ
と
き
な
れ
ば 

釈
迦
の
遺
法
こ
と
ご
と
く
龍
宮
に
い
り
た
ま
い
に
き 

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
釈
迦
が
残
し
た
教
法
が
す
べ
て
親
鸞
に
と
っ
て
は 

無
意
味
と
なっ
て
し
ま
っ
た
。

ま

っ

た

く

解
決
し
な
い
教
法
に
な
つ
て 

し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
が
親
鸞
に
と
つ
て 

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。
ず
っ
と
比
數
山
で 

や
つ
て
、
や
つ
とこ
さ

と

い
う
時
に
、
結
局
は
す
べ
て
が
崩
壌
し
て
し 

ま
っ
た
。
そ
れ
で
六
角
堂
で
の
百
日
間
が
あ
り
、
法
然
に
出
会
っ
て
、 

逆
に
絶
対
他
力
の
専
修
念
仏
の
仏
門
に
入
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
で

1 

切
が
全
く
自
由
無
礙
な

a
p
g

が開けていっての

f

に
入
っ 

た
と
言
え
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
入
り
方
な
の
で
す
が
。
し
た
が
っ
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
ま
す 

と
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
は
阿
部
先
生
と
逆
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
わ
け
で 

す
ね
。
親
鸞
の
埸
合
は
聖
道
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
挫
折
し 

て
、
絶
：
^

力
の
方
に
入
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ
で
解
決
を
み
た
。
だ
け 

ど
、
解
決
を
み
た
時
の
親
鸞
の
立
場
と
い
う
の
は
決
し
て
、
昨
日
私
が 

申
し
上
げ
た
よ
う
に
非
対
象
化
の
徹
底
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
対

_

 

の
徹
底
。

つ
ま
り
親
鸞
は
例
の
地
獄
必
定
と
い
う
こ

と

を

言
い
ま
す
ね
。 

徹
底
的
に
地
獄
に
落
ち
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
先
生
が 

非
仏
非
魔
と
い
う
こ
と
で
、
魔
と
ぃ
ぅ
こ
と
を
親
«
が
言
っ
て
い
る
と こ

ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。

そ
れ
は
何
箇
所
か
あ
る
わ
け
な
の
で
す
が
、

一
箇
所
、
こ
の
親
鷲
の 

魔
の
捉
え
方
と
い
う
の
は
、
先
生
の
論
文
か
ら
こ
れ
を
非
常
に
深
く
、

再
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ 

は

r

教

証

』

の「

信
心」

の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

源
信
のr

往
生
要
集』

を
引
用
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。

「

信
巻」

の

r

大
信
釈」

の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ず
っ 

と
三
心.

一
心
の
問
答
を
論
じ
て
く
る
直
前
に

「

往
生
要
集j

の
ニ
文 

ひ
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

『

往
生
要
集』

の
中
に
源
信
が『

華
厳
経』

を
引
用
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
な
か
に
、

「

菩
提
心
不
可
壊
の
法
薬 

を
得
れ
ば
、1

切
の
煩
®

•

諸
魔
•

怨
敵
、
壊
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る 

所
な
り」

と
。

つ
ま
り
菩
提
心(

親
鸞
に
お
い
て
はf

心
と
同
じ)

と
い
う
も
の
は
一 

切
の
煩
悩
に
も
、
ま
た
諸
魔
•

怨
敵
に
も
壊
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と 

い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。

「

化
身
土
巻」

で「

外
教
釈」

を
ず
っ
と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
最 

後
の
と
こ
ろ
で
ま
た
、
魔
の
こ
と
に
つ
い
て
出
て
く
る
の
で
す
が
。
戒 

度
と
い
う
人
、
こ
れ
は
律
師
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
著

r

^

M

i

e 

の
中
か
ら「

魔
は
す
な
わ
ち
悪
道
の
所
収
な
り

」

。
魔
が
即
ち
悪
道
、

三
悪
道
、
六
道
の
中
の
三
悪
道
で
す
が
、

「

悪
道
の
所
収
な
り

」

と
。 

そ
し
て
こ
こ
に
ま
た
源
信
の

r

往
生
要
集』

が
最
後
に
引
用
さ
れ
ま
す
。 

そ
こ
で
天
台
宗
のr

摩
河
止
観』

に
よ
っ
た
源
信
の
文
句
を
出
さ
れ
ま 

し
て
、「

魔
は
煩
似
に
よ
り
て
菩
提
を
妨
ぐ
る
な
り

」

と
。
そ
し
て
そ
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の
場
合
ま
た
魔
に
つ
い
て
三
種
類
の
魔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に 

出
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
親
鸞
が
菩
提
心
、
こ
れ
は
決
し
て

I

が
お
こ
すW

僵
心
じ
ゃ 

な
く
て
、
如
来
か
ら
お
こ
さ
れ
た
菩
提
心
な
る
が
ゆ
え
に
不
可
壊
な
の 

で
す
ね
。「

諸
魔.

怨
敵
も
壊
する

こ
と
あ
た
わ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り

」

。 

と
い
う
わ
け
で
、
ち
よ
う
ど
阿
部
先
生
と
逆
の
方
向
で
親
鸞
は
魔
と
い 

う
も
の
を
超
克
し
てる
と

思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
生
は
阿i

仏
と
我
と
の
不
可
逆
性
と
い
う
も
の
、
魔
と
い
う
も 

の
が
そ
こ
か
ら
現
わ
れ
て
き
た
、
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
、
超
克
さ
れ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
ど
も
の
仏
教
者
に
対
し
て
提
言
さ 

れ
て
い
る
。

つ
ま
り
ま
だ
、
な
ま
ぬ
る
い
と
。
ま
あ
久
松
先
生
か
ら
い 

く
と
、
還
相
回
向
も
、
弥
陀
か
ら
の
回
向
な
ど
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は 

非
仏
教
的
だ
と
い
う
形
で
親
鸞
批
判
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
の
と
こ 

ろ
は
、
親
鸞
の
場
合
は
そ
う
い
う
形
で
先
生
が
捉
え
て
こ
ら
れ
た
の
と
、 

ち
よ
う
ど
逆
の
方
向
に
行
か
れ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
ふ 

う
に
、
も
し
も
親
鸞
を
、
あ
る
い
は
念
仏
者
の
あ
り
方
を
と
ら
え
る
と
、 

先
生
か
ら
の
ご
批
判
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の 

か
、
と
思
う
の
で
す
ね
。

阿
部
い
ま
の
ご
質
問
な
か
な
か
む
ず
か
し
く
て
、
よ
く
飲
み
込
め
な 

い
点
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
親
鸞
は
た
し
か
に
魔
と
い
う
こ
と
を 

問
題
に
し
た
。
し
か
し
、

「

魔
界
外
道
も
障
礙
す
る
こ
と
な
し

」

と
、

は
っ
き

り

と

一
言
っ
て
お
る
。
そ
の
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
魔
の
問
題
を
超
え 

て
い
る
。
超
え
る
た
め
に
魔
の
問
題
に
出
会
つ
て
お
る
、
と
い
う
こ
と
。 た

だ
、
魔
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
は
魔
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う 

も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
魔
の
自
覚
と
い
う
こ
と
が
私
に
と
っ
て
は
問
題
だ 

と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
魔
を
問
題
に
し
て
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
宗 

教
的
自
覚
の
問
題
と
し
て
特
に
宗
教
的
自
覚
の
内
部
に
お
い
て
現
れ
て 

く
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
申
し
て
い
る
わ
け 

で
す
。
親
鸞
の
場
合
も
、
魔
と
い
う
問
題
を
才
プ
ジ
ヱ
ク
テ
ィ
ヴ
に
取 

扱
っ
て
い
る
の
で
な
く
て
、
や
は
り
親
鸞
自
身
の
自
内
証
に
お
け
る
問 

題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
で
そ
う
逆
の
方
向
か
ら
出
る 

と
い
う
よ
う
に
は
、
私
に
は
思
え
な
い
わ
け
で
す
。

昨
日
、
最
初
に
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
お
よ
そ
魔
の
問
題
と
か 

い
え
ば
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
宗
教
的
自
覚
の
問
題
で
す
ね
。
魔
が
問 

題
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
が
じ
つ
は
た
だ
、
信
仰
の 

名
に
お
い
て
魔
を
行
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
こ
に
魔
が
あ
る 

か
と
い
う
と
、
自
分
自
身
が
魔
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
こ 

に
な
お
宗
教
的
自
覚
を
厳
し
く
み
つ
め
て
掘
り
下
げ
て
い
け
ば
、
そ
こ 

に
仏
魔
同
体
で
あ
っ
た
と
。
仏
と
魔
と
い
う
ふ
う
に
目
の
前
に
一
一
つ
並 

ベ
て
取
り
あ
げ
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
に
同
体 

で
あ
る
も
の
を
、
こ
れ
が
自
分
だ
と
、
自
分
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
、 

信
仰
の
名
に
お
い
て
善
悪
を
超
え
た
救
い
の
道
だ
と
し
て
い
た
の
は
、 

じ
つ
は
魔
の
道
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
自
覚
で
す
ね
。
そ
こ
に
宗 

教
的
自
覚
と
し
て
の
深
ま
り
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
の
宗
教
的
自
覚
の
最
も
徹
底
し
た
深
ま
り
の
と
こ
ろ
。
そ
こ
へ
行 

か
な
け
れ
ば
我
々
は
根
源
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な



い
。
そ
う
い
う
宗
教
的
自
覚
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
も
の
か 

と
言
え
ば
、
誰
し
も
の
言
葉
で
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
相
と
い 

う
こ
と
。

一
切
の
相
か
ら
離
れ
て
い
る
、
相
が
な
い
と
い
う
相
も
離
れ 

て
い
る
と
い
う
、
絶
対
的
な
無
相
と
い
う
こ
と
ね
。
そ
こ
ま
で
こ
な
け 

れ
ば
お
ち
つ
か
な
い
。
親
鸞
の
場
合
で
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
触
れ 

て
い
な
い
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
曇
鸞
の『
浄
土
論
註』

に
二
種
の
法
身
と
い
う
、
法
身
が
あ 

り

ま

す

ね
、
ご
存
知
の
よ
う
に
。

1
1

種
の
法
身
が
あ
る
、
法
性
法
身
と 

方
便
法
身
で
あ
る
と
。
そ
の
二
種
の
法
身
は
広
略
相
入
、
二
種
に
分
か 

れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
す
ね
。
法
性 

法
身
か
ら
方
便
法
身
が
出
、
方
便
法
身
か
ら
法
性
法
身
に
い
く
と
い
う
。 

形
が
あ
り
な
が
ら
形
が
な
いと
い

う

こ

と

。

形
が
あ
り
な
が
ら

I

切
形 

に
と

ど
ま
ら
な
い
と
い
う
、そ
う

い

う

一1

種
の
法
身
の
広
略
相
入
と
い 

う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
、

I

番
の
根
源
的
リ
ア
リ
テ
ィ
で
す
ね
。 

そ
こ
に
相
が
あ
る
と
い
え
ば
あ
る
し
、
相
が
な
い
と
い
え
ば
な
い
。
親 

鸞

も

ま

た

、

そ

う

い

う

と

こ

ろ

を

、

ち

や

ん

と

見

て

お

っ

た

の

じ

や

な 

い
か
。
私
の
場
合
は
そ
の
こ
とを
非
常
に
明
確
に
宗
教
的
自
覚
の
徹
底 

と

い

う

形
で
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
多
い
ま
の
お
一
一
方
の
お
話
を
う
か
が
い
な
が
ら
一
一
つ
の
こ
と
が
言 

え
る
か
と
思
い
ま
し
た
。

阿
部
先
生
が
お
っ
し
や
る
、
い
わ
ゆ
る
根
源
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
到
達 

す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
あ
、
闇
の 

ト
ン
ネ
ル
と
言
い
ま
す
か
ね
。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
の
言
葉
か
ら
言
い
ま す

と
、
魔
に
つ
い
て
の
宗
教
的
な
自
覚
、
自
覚
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
あ 

る
い
は
仏
魔
同
体
と
い
う
で
す
ね
、
水
と
乳
が
混
濁
し
て
い
る
状
況
、
 

こ
れ
を
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

1

つ
。

も
う1

つ
は
、
そ
こ
を
、
ど
こ
か
ら
そ
こ
に
入
っ
て
い
っ
て
、
ど
っ 

ち
へ
向
け
て
い
く
か
と
い
う
、
そ
の
方
向
に
ニ
つ
あ
る
の
じ
や
な
い
か
。

つ
ま
り
親
繁
の
方
向
と
阿
部
先
生
の
場
合
と
で
す
ね
。

で
す
か
ら
私
は
根
本
的
な
の
は
、
ど
っ
ち
に
向
け
て
い
く
か
と
い
う
、 

方
向
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
魔 

の
自
覚
を
通
過
し
た
、
ま
あ
ど
っ
ち
に
向
け
て
も
い
い
の
じ
や
な
い
か
。 

向
け
た
方
向
は
一

一

つ
に
見
え
た
の
で
す
が
ー
一
つ
で
な
い
。
そ
う
い
う
気 

が
し
ま
す
。
 

I 

可
逆
か
不
可
逆
か
と
い
う
、
こ
のニ
者
択
一
の
考
え
方
そ
の
も
の
が
、
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古
い
と
思
う
の
で
す
。
ど
っ
ち
で
も
あ
り
得
る
の
で
す
。
私

は

そ

れ

を

一
 

可
逆
即
不
可
逆
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
言
葉
は 

ど
う
で
も
、
ま
あ
事
実
が
そ
う
い
う
根
！

リ
ア
リ
テ
ィ
の
構
造
を
持
っ 

て
い
る
。
そ
う
い
う
許
容
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い 

う
気
が
し
ま
し
た
。

武
田
阿
部
先
生
の
場
合
に
は
、
信
仰
は
も
う

|

度
、
そ
の
魔
の
自
覚 

を

通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
こ

う

お
っ
し
や
る
そ
の
時
の
、
魔 

を
自
覚
す
る
以
前
の
信
仰
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
と
思
う
の
で
す
。 

も
う
一
度
そ
れ
が
魔
を
行じ
て

た
と
い
う
こ
と
に

出
会
う
と
い
う
の
は
、 

結
局
は
そ
の
前
の
信
仰
は
信
心
の
体
験
で
は
な
か

っ

た

と

い

う

こ

と

に
 

気
付
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
っ
た
ら
分
か
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
自



身
が
魔
で
あ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
も
そ
れ
か
ら
無
相
へ
と
先 

生
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
先
生
の
場
合
に
は
信
仰
の
立
場
か
ら
さ
ら
に
そ 

れ
を
く
ぐ
っ
て
悟
り
の
立
場
へ
と
出
ら
れ
、
悟
り
の
立
場
か
ら
更
に
空 

と
い
う
、
そ
う
い
う
段
階
が
あ
る
、
と
み
て
い
い
と
僕
は
思
う
の
で
す 

が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
か
。

阿

部
そ

う

じ

ゃ
な
い
で
す
。

武

田

先
生
が
念
仏
の
真
宗
の
信
仰
を
持
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
が
結 

局
、
じ
つ
は
魔
を
行
じ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
気
づ
か
れ
た
場
合
に
、
そ 

れ
こ
そ
は
じ
つ
は
実
際
の
自
己
の
本
当
は
愚
禿
の
凡
夫
だ

っ
た
と
い
う 

ふ
う
に
は
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
な
く
て
、
こ
ん 

ど
は
無
相
の
方
に
入
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
い 

う
信
仰
内
容
は
や
っ
ぱ
り
ま
だ
不
十
分
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
る
。 

阿

部

そ
れ
ま
で
の
信
仰
が
本
当
の
信
仰
だ
と
思
っ
て
い
た
に
も
拘
わ 

ら
ず
、
そ
う
で
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ 

か
れ
た
時
は
必
ず
し
も
魔
の
問
題
ま
で
自
覚
に
行
く
の
じ
ゃ
な
く
て
、 

む
し
ろ
な
お
真
実
な
る
信
仰
を
求
め
る

と

い
う
方
向
へ
ま
す
ま
す
い
く 

の
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
そ
こ
へ
魔
が
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。 

私
の
場
合
に
は
魔
が
出
て
き
た
、
自
分
の
い
ま
ま
で
信
仰
の
生
活
を
し 

て
い
た
、
善
悪
を
超
え
た
道
と
い
う
の
が
、
じ
つ
は
ま
だ
信
仰
の
名
に 

お
い
て
魔
を
行
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
形
で
、
私
、
フ
ュ
ー 

ル
ジ
ッ
ヒ
に
な
っ
て
い
た
と
。と
い

う

こ
と
は
、
そ
れ
は
例
え
ば
宗
教 

的
自
覚
の
内
部
に
お
い
て
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
か
ら
出
て
き
た
問 

題
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
自
覚
に
至
る
手
前
の
と
こ
ろ
で
起
こ
る
よ
う
な 問

題
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

八

木

い
つ
気
が
つ
い
た
の
で
す
か
、
魔
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
。
先 

生
が
信
仰
し
て
お
ら
れ
る
最
中
に
そ
れ
が
魔
だ
と
気
づ
か
れ
た
の
か
。 

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
が
壊
れ
て
久
松
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
た 

時
に
は
じ
め
て
前
の
信
仰
は
じ
つ
は
魔
を
行
じ
て
い
た
の
じ
ゃ
な
い
か 

と
、
い
う
ふ
う
に
気
が
つ
い
た
の
か
、
ど
っ
ち
。

阿

部

宗
教
的
自
覚
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
深
さ
の
次
元
が
あ
る 

と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
突
然
、
悪
の
自
覚
と
い
う
こ
と
、
罪
の
自
覚 

と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
罪
の
自
覚
を
さ
ら
に
超
え
て
私
は
虚
偽
の
自
覚
、 

フ
ァ
ル
シ
ュ
ハ
ィ
ト
で
す
ね
。
た
だ
の
罪
の
自
覚
じ

ゃ

な

し

に
。
こ
れ 

は
ニ
ー
チ
ヱ
に
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
。

 

I 

ニ
ー
チ
ヱ
に
と
っ
て
は
神
は
ど
こ
ま
で
も
神
聖
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
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け
で
す
。
た
だ
の
嘘
だ
と
は
決
し
て
ニ

ー

チ
ヱ
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
一 

れ
は
根
本
的
に
ニ
ヒ
リス
ト
と

違
う
と
こ
ろ
で
す
。
だ
か
ら
ニ
ー
チ
ヱ 

の
場
合
は
神
体
験
と
い
う
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
て
、
そ
の
神
体
験
の 

と
こ
ろ
で
言
わ
れ
て
き
た
、
そ
の
神
が
虚
偽
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
す 

ね
。
そ
れ
は
信
仰
以
前
の
自
覚
で
な
し
に
、
信
仰
を
つ
き
ぬ
け
た
と
こ 

ろ
の
信
仰
の
底
に
お
い
て
需
て
き
た
良
！

i
f

 

ニ
ー
チ
ヱ
の
蠻
ロ
の
フ
ァ 

ル
シ
ュ
ハ
ィ
ト
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
そ
こ
は
罪
の
自
覚
で
な
し
に
虚 

偽
の
自
覚
。
虚
偽
の
自
覚
さ
え
も
が
じ
つ
は
も
っ
と
突
き
詰
め
て
み
れ 

ば
魔
の
自
覚
。
自
分
は
そ
の
名
に
お
い
て
魔
を
行
じ
て
い
た
の
で
は
な 

い
か
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
中
へ
立
ち
帰
っ
て
き
て
、
そ
う
い 

う
意
味
の
自
覚
の
掘
り
下
げ
と
言
い
ま
す
か
。



で
す
か
ら
、
前
の
信
仰
が
不
徹
底
だ
か
ら
魔
の
自
覚
に
な
っ
た
と
い 

う
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
虚
偽
の
自
覚
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を 

も
超
え
た
と
こ
ろ
で
自
分
自
身
に
立
ち
帰
っ
て
く
る
自
覚
。
で
す
か
ら
、 

そ
こ
で
は
信
仰
の
裏
に
魔
の
自
覚
が
あ
り
、
魔
の
自
覚
と
相
表
裏
し
て 

信
仰
が
あ
る
。

気

多

「

非
仏
非
魔」

の
ご
論
文
の
中
の
六
九

一

ぺ
ー
ジ
に「

し
か
も 

無
相
の
自
己
は
、
そ
の
無
相
の
ゆ
え
に
畜
生
の
行
を
行
ず
と
い
え
ど
も
、 

畜
生
の
報
を
得
ず
。
地
獄
の
底
に
落
ち
る
と
も
地
獄
の
報
い
を
受
け
ず
、 

お
よ
そ
生
死
界
に
流
転
し
て
生
死
に
染
着
す
る
こ
と
が
な
い
。
異
類
中 

行
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
六
道
に
輪
廻
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
慈
悲
の 

ゆ
え
に
自
ら
非
道
を
行
じ
、
魔
を
行
ず
る
の
で
あ
る

」

、「

仏
界
に
入
っ 

て
仏
惑
を
被
ら
ず
、
魔
界
に
入
っ
て
魔
惑
を
被
ら
ず
、
仏
を
行
じ
、
魔 

を
行
じ
、
仏
と
魔
を
自
ら
の
手
足
の
如
く
駆
使
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ」

と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
に
は
こ 

れ
が
ま
さ
に
魔
的
に
聞
こ
え
る
の
で
す
。

「

慈
悲
の
ゆ
え
に
自
ら
非
道
を
行
じ
、
魔
を
行
ず
る

」

。

た
し
か
に
信
仰
の
名
に
お
い
て
善
悪
を
超
え
る
、
そ
れ
も
魔
的
と
い 

え
ば
魔
的
で
す
け
れ
ど
も
。
先
生
の
ご
論
文
の
連
関
で
は
、
例
え
ば
本 

願
ぼ
こ
り
の
よ
う
な
形
、
そ
れ
な
ら
魔
の
程
度
か
ら
言
え
ば
非
常
に
軽 

い
も
の
で
、
軽
い
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
悪
を
行
ず
る
形
と
い 

う
の
は
、
可
逆
•
不
可
逆
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
不
可
逆
で
あ
る
と
い 

う

こ

と

で
す
ね
。
衆
生
は
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
阿
弥 

陀
仏
の
回
向
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
関
係
が
悪
に
対
し
て あ

る
限
界
を
設
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
自
ら
魔
を
行
ず
る
と
い
う
、
こ 

こ
で
は
そ
の
限
界
が
は
っ
き
り
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と 

が
私
に
は
魔
的
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

不
可
逆
と
い
う
、
可
逆
的
に
な
り
得
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に 

「

慈
悲
の
ゆ
え
に
自
ら
非
道
を
行
じ
、
魔
を
行
ず
る

」

と
い
う
こ
と
は 

絶
対
言
え
な
い
と
い
う
の
が
、
可
逆
的
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う

こ
と 

の
は
っ
き
り
と
し
た
と
こ
ろ
だ
と
、
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

で
、
こ
れ
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
し
ま
う
立
場
、
こ
れ
に
対
し 

て
や
は
り
非
常
に
疑
問
を
抱
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
魔
と
い
う 

ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
と
、
今
、
私
の
魔
と
い
う
の
と
、
ず
い 

ぶ
ん
違
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い 

ま
す
。

阿
部
ち
ょ
っ
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
違
う
よ
う
な 

感
じ
な
の
で
す
ね
。

ど
う
も
私
の
ど
ん
な
問
題
で
も
、
魔
の
問
題
で
も
、
目
の
前
に
置
い 

て
、
そ
し
て
そ
れ
を
考
察
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
、
そ
う 

な
り
が
ち
で
す
が
、
仏
と
魔
と
い
う
ふ
う
に
ね
、
両
方
と
も
が
対
象
化 

さ
れ
て
い
て
で
す
ね
。
そ
の
限
り
そ
れ
は
思
弁
に
た
く
し
て
い
る
の
で 

あ
っ
て
、
決
し
て
自
分
自
身
の
生
き
た
問
題
と
言
え
な
い
。
悪
の
問
題 

で
も
罪
の
問
題
で
も
、
決
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
目
の
前
に
置
い
て
、 

そ
れ
を
あ
れ
こ
れ
と
論
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な 

い
わ
け
で
す
。
ま
し
て
宗
教
的
自
覚
の
徹
底
と
い
う
こ
と
で
掘
り
下
げ 

て
い
っ
て
出
て
き
た
時
に
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
対
象
化
で
き
な
い
。
対
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象
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
当
の
自
分
自
身
が
当
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
。
そ
こ
に
自
分
を
掘
り
下
げ
て
い
べ
こ
と
に
よ
っ 

て
自
分
の
根
底
が
そ
こ
か
ら
崩
れ
て
き
て
、
足
許
に
底
な
き
深
淵
が
現 

れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
深
淵
に
身
を
お
ど
ら
せ
て
ゆ
く
以
外
に
、 

な
い
わ
け
で
す
。
仏
で
あ
ろ
う
と
魔
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ 

で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
思
弁
的
に
問
題
を
扱
っ
て
い
る
も
の
で 

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

上
田
信
仰
の
名
に
お
い
て
自
分
は
魔
を
行
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、 

と
い
う
自
覚
で
す
ね
。
し
か
し
魔
と
い
う
こ
と
を
阿
部
さ
ん
自
身
が
自 

覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
も
う
ひ
と
つ
何
か
言
え
な
い
の
か
な
、
と
思 

う
の
で
す
よ
ね
。
た
だ
信
、

^

&

足
り
な
い
と
か
、i

に
！̂

だ
と
思
っ 

て
い
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
本 

願
ぼ
こ
り
だ
と
か
、
倫
理
を
無
視
し
て
い
た
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い 

の
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
何
か
質
的
に
違
う
飛
躍
的
な
自
覚
だ
と
思
う
の 

で
す
。
だ
か
ら
そ
の
飛
躍
的
な
自
覚
を
魔
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
る
時 

の
、
そ
の
魔
の
意
味
を
ね
、
も
う
ひ
と
つ
何
か
お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
く
と
、 

僕
た
ち
が
考
え
や
す
く
な
る
と
思
う
の
で
す
。

そ

の

こ

と

と
、
徹
底
し
て
そ
れ
を
超
え
る
と
言
わ
れ
た
時
に
、
魔
の 

立
場
を
超
え
た
と
い
う
自
覚
の
決
め
手
み
た
い
な
も
の
、
こ
れ
が
や
っ 

ぱ
り
出
さ
れ
な
い
と
、
ま
だ
そ
れ
も
観
今
商
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
当 

然
、
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
。
根
源
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い 

う
こ
と
に
つ
い
て
、
対
象
化
を
徹
底
的
に
克
服
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る 

の
で
す
け
れ
ど
も
。
例
え
ば
自
覚
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
だ
か
ら
対 象

化
を
徹
底
的
に
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
み
た
い
な
こ
と
を
、 

阿
部
さ
ん
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
も
う
ひ
と
つ
お
っ
し
ゃ
っ
て
ほ
し
い
。

一i

本
は
、
阿
部
さ
ん
は
や
は
り
、
も
う
ま
ぎ
れ
も
な
い
ひ
と
つ
の 

自
分
の
経
験
、
し
か
も
非
常
に
徹
底
し
た
経
験
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
、 

そ
の
ご
自
分
の
経
験
の
自
覚
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
と
恩
う
の
で
す
。
そ 

の
時
使
わ
れ
る
言
葉
ね
、
そ
れ
が
直
ち
に
あ
る
種
の
客
観
的
な
意
味
を 

持
っ
て
き

て

、

他
者
に
対
し
て
自
分
が
何
か
言
え
る
よ
う
な
形
に
な
っ 

て
き
て
、
例
え
ば
さ
っ
き
、
信
仰
の
す
ぐ
裏
に
魔
が
、
と
い
う
よ
う
に
、 

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
阿
部
さ
ん
の
自
覚
の
中
で
は
確
か 

に
そ
う
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
ど
も
、
そ
の
こ
と
と
信
仰
と
い
う
も 

の
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
と
は
、
違
う
と
思
一 

う
の
で
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
は
っ
き
り
し
た
境
界
を
教
え
て
ほ
し
い

。
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河
波
信
仰
の
名
に
お
い
て
、
魔
を
行
ず
る
と
い
う
。
仏
教
で
信
と
い
一 

う
こ
と
が
言
わ
れ
る
場
八
口
、
徹
底
的
に
文
献
に
あ
る
の
で
す
ね
。
や
は 

り
文
献
と
の
関
係
、
た
と
え
ば
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を
押
さ
え
る
こ 

と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
が
ひ
と
つ
。

そ
れ
か
ら
例
え
ば
悟
り
と
信
と
い
う
こ
と
と
は
、
区
別
さ
れ
、
峻
別 

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
で
は
一
貫
し
て
連
な
っ
て 

い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
は

一

心
、
大
悲
心
を
も
っ
て
智
慧
に
帰
る
と
か
、 

信
の
深
ま
り
が
必
然
的
に
悟
り
に
繫
が
る
と
か
。
こ
れ
は
仏
教
の
言
葉 

で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
な
ら
：

^

の
そ
の-

^

の
f

い
う̂

w

に
帰
っ 

て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

八
木
阿
部
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
、
私
な
り
の
理
解
を
も
っ
て
申
し



ま
す
と
、
お

そ

ら

く

こ
れ
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
こ
と
な
の
じ

や
な
-
^
力 

と
思
わ
れ
る
こ
と
が
、
新
約
聖
書
に
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
に
も
あ
る
し
、 

パ
ゥ
ロ
に
も
あ
り
ま
す
。

イ
エ
ス
の
場
合
で
言
え
ば
、
ま
ず
律
法
の
行
で
す
よ
ね
。
神
か
ら
与 

え
ら
れ
た
律
法
、
こ
れ
を
守
る
の
が
神
の
民
と
し
て
の
義
務
だ
と
い
う 

の
で
、
当
時
の
人
た
ち
は
一
所
懸
命
に
そ
れ
を
守
っ
た
わ
け
で
す
。
と 

こ
ろ
が
そ
れ
を
み
て
イ
エ
ス
が
、
ど
う
も
そ
こ
は
違
う
の
だ
、
と
言
う 

の
で
す
。
倫
理
と
い
え
ば
倫
理
だ
け
ど
、
律
法
と
い
え
ば
律
法
の
行
。 

行
は
出
て
く
る
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
は
出
て
は
い
な
い
、
神

が

「

支
配」

と
言
っ
て
い
た
働
き
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
む 

し
ろ
、
さ

つ

き

言
わ
れ
た
自
我
と
関
係
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、 

直
接
に
即
自
的
に
自
我
を
立
て
よ
う
と
す
る
、
そ
っ
ち
か
ら
出
て
い
る 

の
だ
と
。

律
法
を
一
所
懸
命
に
守
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
こ
れ
は
譬
話
が
あ 

り
ま
し
て
ね
。
ル
ヵ
一
八
章
な
の
で
す
が
。
立
派
な
様
子
を
し
て
い
る 

人
が
神
殿
に
行
っ
て

「

私
は
こ
こ
に
い
る
取
税
人
み
た
い
で
な
い
こ
と 

を
感
謝
し
ま
す
。
私
は
律
法
を
全
部
守
っ
て
、
お
ま
け
に
宗
教
的
な
義 

務
を
全
部
果
た
し
た

」

と
い
う
。
そ
う
す
る
と
取
税
人
の
方
は

——
ご 

存
知
で
し
ょ
う
け
れ
ど

——

目
を
上
げ
る
こ
と
も
し
な
い
で
、

「

神
さ 

ま
、
罪
人
で
あ
る
私
を
赦
し
て
く
だ
さ
い

」

と
い
う
。
イ
エ
ス
は

「

神 

さ
ま
に
義
と
さ
れ
た
の
は
ど
つ
ち
か
と
い
う
と
取
税
人
の
方
だ

」

と
言 

う
の
で
す
。
こ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ひ
と 

つ
の
思
い
違
い
で
す
ね
。
た
し
か
に
本
人
の
つ
も
り
と
し
て
は
律
法
は 正

し
い
こ
と
、
神
の
意
志
を
行
じ
て
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
当
は
出
る 

と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
う
少
し
詳
し
い 

分
析
と
し
て
。ハ
ウ

D

のD

マ

書
七
章
が
あ
っ
て
、
こ
の

D

マ

書
七
章
の 

解
釈
、
実
は
い
ろ
ん
な
仕
方
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

一
番
正
し
い 

解
釈
だ
と
私
に
思
わ
れ
る
の
は
、
パ
ウ
ロ
が
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
い 

う
と
、
。ハ
ウD

が
十
三
才
に
な
っ
て
律
法
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
い
う 

の
で
、
そ
れ
以
来
パ
ウ
ロ
は
一
所
懸
$

法
を
研
究
し
て
、
律
法
を
守 

ろ

う

と

し

た

。

そ
の
熱
心
さ
に
お
い
て
は
同
輩
に
何
ら
ひ
け
を
と
ら
な 

い
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
信
仰
と
い
う
立
場
で
す
ね
。
パ
ウ
ロ 

は
キ

リ

ス

ト

者
を
迫
害
す
ら
し
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
振
り
返
っ 

て
信
仰
の
立
場
に
立
っ
て
み
る
と
、
ど
う
だ
っ
た
か
。
自
分
の
行
で
す
一 

ら
、
た
し
か
に
一
所
懸
命
や
っ
た
の
だ
け
ど
、
じ
つ
は
あ
れ
を
や
っ
て
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い
た
の
は
私
の
中
に
巣
く
う
罪
だ
っ
た
と
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

一
種
の
一 

魔
が
、
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
がィ
エ

ス

に
も
あ
る
し
パ
ウn

自
身
に
も
あ
っ
て
、 

そ
れ
は
信
仰
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、

と
信
仰
と
い
う
少
し
違
っ 

た
次
元
で
の
問
題
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
人
の
意
識
と
し
て
は
一
所
懸 

命
、
善
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
振
り
返
っ
て
信
仰
の
立
場
か
ら
み
た 

ら
、
あ
れ
は
私
の
中
に
巣
く
っ
て
い
た
罪
が
や
っ
て
い
た
の
だ
と
言
え 

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

お
そ
ら
く
阿
部
先
生
も
信
仰
に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ 

て
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
阿
部
先
生
か
ら 

お
は
な
し
頂
く
こ
と
で
す
。



司
会
者
い
ま
何
か
お
答
え
に
な
り
ま
す
か
。

阿
部
い
た
し
ま
せ
ん
。
承
り
ま
す
。

司
会
者
承
り
ま
し
た
と
い
う
お
答
え
で
し
た
。

常
盤
阿
部
さ
ん
の
お
考
え
に
基
本
的
に
賛
成
の
立
場
か
ら
、
阿
部
さ 

ん
の
お
使
い
に
な
る
一

一
•

三
の
仏
教
用
語
に
つ
い
て
誤
解
を
避
け
る
た 

め
に
少
し
ば
か
り
差
し
出
が
ま
し
い
発
言
を
さ

せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

(

一)

r

u

元
来
は
色•
受

•
想
•
行
•

識
の
五
つ
の
集
ま
り
、 

「

五
蘊」

か
ら
な
る
存
在
で
あ
る
我
々
人
間
が
、
こ
れ
を
我
が
物
と
し
、 

こ
こ
に
自
我
が
あ
る
と
す
る
執
着
を
起
こ
し
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
、
五 

蘊
存
在
を
魔
物
と
み
な
す
こ
と
が

「
五
蘊
魔」

あ
る
い
は「

蘊
魔」

の 

意
味
で
す
が
、
漢
訳
者
ク
マー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
な
ど
がr

蘊j

の
代
わ
り 

に「

陰」

を
用
い
た
状
況
の
な
か
で
、

『

摩
訶
止
観』

を
講
ず
る
座
主 

と
大
珠
慧
海(

馬
祖
の
法
嗣)

と
の
間
で「

魔」
と
は
何
か
が
問
題
と 

な
り
、
阿
部
さ
ん
が

「

非
仏
非
魔」

に
引
用
さ
れ
る
大
珠
慧
海
の

「

心 

を
起
こ
さ
ざ
る
は
是
れ
陰
魔

」

と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
ま
す
。

(「

陰」 

が「

藕」

に

代
用
さ
れ
るこ
と
は

阿
部
さ
ん
も注
に

指
摘
し
てお
ら
れ
ま
す

。) 

要
す
る
に「

_

%」

を

「

天
魔」

と
対
立
す
る
語
とし
た

大
珠
«
海
の 

ユ
ニ
ー
ク
な
用
法
を
阿
部
さ
ん
が
使
用
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
、
我
 々

は
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

(

一一 )
「

縁
起」

阿
部
さ
ん
の「

神
の
ヶ
ノ
ー
シ
ス

」

と
い
う
お
考 

え
を
め
ぐ
っ
て

ハ
ン
ス
•
キ
ユ
ン
グ
氏
か
ら
の
阿
部
批
判
と
阿
部
さ
ん 

か
ら
の
キ
ユン
グ

砠
判
と
の
応
酬
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
罾

*2

と 

い
う
語
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
重
要
な
仏
教
用
語
で
す
。
中
観
と
唯
識 と

の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
誤
解
の
め
だ
つ
キ
ュ
ン
グ
氏
の
仏
教
理
解 

を
て
い
ね
い
に
、
し
か
も
銳
く
批
判
さ
れ
る
阿
部
さ
ん
の
お
考
え
に
私 

は
深
いi

を
表
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、

「

縁
起.
一
の
語
で
も
っ
て 

阿
部
さ
ん
が
言
お
う
と
さ
れ
る
こ
と
が
こ
の
語
で
は
表
し
切
れ
な
い
で
、 

例
え
ば
中
国
仏
教
で
は
華
厳
宗
で
事
と
理
と
の

「

無
礙
法
界」

と
い
う 

語
を
作
り
出
し
た
こ
と
を
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
縁 

起
は「

四
諦」

の
な
か
の「

集
諦J

と

「

苦
諦」

と
に
i

し
、
ま
た 

唯
識
派
の
言
う「

虚
妄
分
別
•

依
他
起
性」

と

「

遍
計
所
執
性」

、
あ 

る
い
はr

アー

ラ
ヤ
識
の
転
変」

と
言
わ
れ
る
も
の
に
相
当
し
ま
す
。 

縁
起
の
滅(

不
滅
、
！

な
ど
の
八
不

)

、「

滅
諦」

(

と「

道
諦」

と)

が
、 

そ
れ
の
転
依
、

「

円
成
実
性」

で
あ
り
、
理
と
事
、
事
と
事
と
の
無
礙
一 

法
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

「

相
依
相
対
の
縁
起
の
ゆ
例 

え
に
空」

だ
と
い
う
縁
起i

は
畏
の
日
本
の̂

g

f

の
方
々
が
一 

世
界
に
紹
介
さ
れ
、
キ
ュ
ン
グ
氏
も
、
そ
し
て
阿
部
さ
ん
も
そ
れ
に
従
っ 

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
こ
の
解
^

に
疑
問
を
抱
い
て
お
り
ま 

す
。

(

三)
「

I

を
空
ず
る
空
性」

ち
ょ
っ
と
聞
い
た
だ
け
で
は
言
葉 

の
空
回
り
の
よ
う
で
、
実
際
、
思
弁
的
な
中
国
の

w
s
i

た
ち
が
好 

ん
だ
語
法
の
響
き
が
し
な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
阿
部
さ
ん
が
こ 

の
表
現
を
重
視
さ
れ
る
の
は
、

と
い
う
こ
と
を
何
か
静
的
な
観
念
と 

し
て
捉
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
批
判
と
、
こ
の
語
の
本
来
の 

用
法
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
た
い
と
い
う
お
考
え
と
に
よ
る
も
の
だ
と 

思
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
禅
者
、
白
隠
は
、
修
行
者
た
ち
に

i

点



検
の
た
め
に
、「

法
身
に
三
種
の
病
、
二
種
の
光
不
透
脱
が
あ
る
こ
と 

が
分
か
って
い

る

か」

と
言
っ
た
乾
峰
和
尚

(

洞
山
良
价
の
法
嗣

)

と
、 

「

そ
ん
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
ど
う
し
ま
す
か

」

と
や
り
返
し
た
若 

い
雲
門
と
の
問
答
を
も
っ
と
も
重
要
な
公
案
と
し
て
示
し
ま
し
た
。
何 

か
で
あ
る
こ
と
に
止
ま
る
こ
と
は
も
の
の
本
性
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に 

何
か
で
な
い
こ
と
に
も
止
ま
ら
な
い
在
り
方
が
本
来
だ
と
す
る
訳
で
す
。 

そ
れ
は
阿
部
さ
ん
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
真
に
そ
の
内
面
か
ら
理 

解
す
る
と
さ
れ
る
と
き
に
示
さ
れ
る
姿
勢
に
も
、
当
然
見
ら
れ
る
訳
で
、 

私
は
大
い
に
賛
成
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

横

田

鈴
木
禅
、
阿
部
禅
の
、
何
と
い
う
か
、
精
神
的
な
国
家
主
義
、 

精
神
的
な
帝
国
主
義
と
い
う
表
現
も
使
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
見
方 

が
十
年
前
か
ら
西
洋
で
は
か
な
り
あ
り
、
は
っ
き
り
言
っ
た
ら
阿
部
先 

生
パ
ッ
シ
ン
グ
と
か
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
私
、
一
回
、

こ
れ
ら 

に
対
す
る
先
生
の
反
論
と
い
う
か
、
答
え
を
お
聞
き
し
た
い
で
す
け
れ 

ど
。
も

ち

ろ

ん

西
田•

西
谷
哲
学
の
批
判
で
も
あ
り
ま
す
が
。
特
に
西 

谷
先
生
の
戦
争
中
の
こ
と
で
問
題
に
し
て
い
ま
す
。

阿
部
当
た
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。
日
本
の
戦
時
中
の
こ
と
。
ナ
シ
ョ 

ナ

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

だ

と

か

ミ

リ

夕

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

だ

と

か

、
特

に

最

近 

数
年
、
ア
メ
リ
ヵ
で
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
や
は
り
そ
の 

渦
中
に
あ
っ
て
、
当
事
者
で
な
い
と
分
か
ら
ん
と

い

う

と

こ
ろ
が
あ
る 

と
思
う
の
で
す
ね
。
あ
の
戦
時
下
の
あ
あ
い
っ
た
心
理
状
態
で
す
ね
。 

そ
れ
を
い
ま
戦
後
に
な
つ
て
か
ら
、
簡
単
に
言
え
る
よ
う
な
問
題
じ
や 

な
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
私
に
限
ら
ず
、
京
都
学
派
の
西
谷
先
生
、
あ
る
い
は 

他
の
方
、
そ
ん
な
に
ミ
リ
夕
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
と
は
私
は
思
わ
な
い
の 

で
す
。
あ
れ
は
大
東
亜
戦
争
の
問
題
と
い
う
も
の
が
あ
る
し
ね
。
い
ず 

れ
に
し
て
も
そ
う
い
う
渦
中
に
あ
っ
て
歴
史
思
想
家
が
ど
う
あ
る
べ
き 

か
と
い
う

こ

と

と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

司

会

者
は
じ
め
は
、
長
年
経
験
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
阿
部
先
生
が
何 

か
提
言
を
し
て
、
よ
り
よ
き
展
望
を
持
つ
よ
う
に
と
い
う
お
教
え
を
う 

か
が
お
う
と
思
っ
て
お
っ
た
の
で
す
が
、
み
ん
な
阿
部
先
生
に
対
し
て
、 

な
か
な
か
手
厳
し
い
批
判
を
な
さ
れ
た
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
や
っ
ぱ 

り
先
生
に
お
教
え
頂
い
て
、
先
生
か
ら
学
ぶ
と
い
う
方
が
、
あ
る
意
味 

で
必
要
な
ん
で
、
何
や
っ
と
る
か
、
間
違
っ
と
る
ぞ
と
い
う
の
は
、
私 

は
生
産
的
で
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。

阿

部

大
い
に
結
構
で
す
よ
。

司

会

者
そ
う
で
す
か
。

先
生
の
お
話
を
お
聞
き
す
る
と
、
西
欧
は
い
わ
ゆ
る
自
我
を
克
服
し 

て

純
枠
自
我
の
方
向
へ
出
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

明
確
に
し
て 

く
だ
さ
っ
た
。
仏
教
の
無
我
に
は
、
先
生
の
純
粋
自
我
と
い
う
捉
え
方 

が
も
っ
と
影
響
し
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
を

も
っ
と
教
え
て
ほ 

し

い

と

こ
ろ
で
す
。

魔
の
問
題
で
す
け
れ
ど
、
臨
済
宗
で
は
大
事
な
白
隠
禅
師
と
い
う
人 

が
い
ま
す
。
あ
の
人
は
、
は
じ
め
は
地
獄
を
お
そ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。 

一
一
四
才
の
時
に
鐘
の
音
を
聞
い
て
一
応
悟
る
の
で
す
。
そ
れ
が
四

一
一
才 

の
時
に
こ
お
ろ
ぎ
の
鳴
く
音
を
聞
い
て
ま
た
悟
る
の
で
す
ね
。
こ
の
時
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に

従
前
の
見
所
は
間
違
って
い
た
。

今
ま
で
の
見
方
は
間
違
って
い

た

私

は「

地
獄
へ
の
超
越」

な

ん

て

格
好
い
い
論
文
を出
し

た

り

し

ま

し 

と
、
は
っ
き
り
言
っ
てお
ら

れ

ま

す

。

そ

れ

か

ら

八

十

才

を

越

え

て

かた
。

ら
や
た
ら
に
南
無
地
獄
大
菩
薩
と
書
い
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
魔
こ
れ
を
も
っ
て
午
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
閉
会
に
い
た
し
ま
す
。
ご
協 

の
問
題
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
非
常
に
大
事
な
こ
と
が
あ
つ
て
、

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「

新

著
一
竹
村
牧
男
著

良

寛

『

法
華
讃』

評

釈——
『

法
華
経』

の
深
旨
を
開
く

『

法
華
経』

一
一
十
八
品
に
百
の
讃

(

漢
詩)

を
結
構
し
た
良
寛
作

『

法
華
讃』

に
は
、
良
寛
が
体
証
し
た
深
甚
の
禅
旨
が
こ
め
ら 

れ
て
お
り
、
禅
文
学
上
の
至
宝
と
も
い
ぅ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の

『

法
華
讃』

を
詳
し
く
解
説
、
真
実
の
良
寛
の
所 

在
が
こ
こ
に
明
ら
か
と
な
る
。

定

価

四

、
五
〇
〇
円
+
税

春

秋

社
TE
L

〇
三
I

三
ニ
五
五—

九

六

I 

I

新

著

竹
村
牧
男
著

『

仏
教
は
本
当
に
意
味
が
あ
る
の
か

』

釈
尊
か
ら
、
ィ
ン
ド
.

中
国
大
乗
仏
教
、さ
ら
に
は

t
r
H

真
宗
ま
で
見
渡
し
つ
つ
、
仏
教
の
核
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
尋
ね
、
単
な
る 

無
我
•

縁
起.

空
観
以
上
に
、
自
利•
利
他
の
主
体
の
成
立
に
つ
い
て
説
く
教
え
に
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
意
味
を
見
出
し
た
論
考
。 

大
乗
仏
教
の
三
宝

(

仏
.

法
.

僧)

を
究
明
す
る
異
色
の
仏
教
入
門
書
で
も
あ
る
。

定

価

ニ
、
三
〇
〇
円
+
税
大

東

出

版

社

讯
〇
三
I

三
八

I

六—

七
六
〇
七
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