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一
　
問
題
の
所
在

文
明
間
対
話
、
そ
し
て
文
明
の
基
盤
を
な
す
諸
宗
教
の
宗
教

間
対
話
の
重
要
性
が
、
現
代
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て

い
る
。
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
は
、
諸
宗
教
が
共
存
せ
ざ
る
を
え
な

い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
諸
宗
教
の
平
等
な
価
値
を
認
め
る
多

元
主
義
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
有
害
無
益
な
宗
教
間
の
争
い
を

回
避
す
る
た
め
の
仮
説
で
あ
る
。
ま
た
宗
教
間
対
話
の
根
拠
・

基
盤
と
な
り
う
る
仮
説
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
ヒ
ッ
ク
は
包
括
主
義
を
古
い
排
他
主
義
的
ド
グ
マ
を

拭
い
去
っ
て
は
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る

（
１
）け

れ
ど
も
、
ヒ
ッ
ク

の
多
元
主
義
も
、
彼
の
言
う
「
究
極
的
実
在
」
を
中
心
概
念
と

す
る
あ
る
種
の
包
括
主
義
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
て
言
う
と
、
一
つ
の
山
の
頂
上
に
登
る
に
は
、
複
数
の

道
が
存
在
す
る
。
こ
の
複
数
の
道
を
諸
宗
教
に
た
と
え
、
山
頂

を
諸
宗
教
が
目
指
す
究
極
的
な
実
在
に
た
と
え
る
こ
と
は
、
ヒ

ッ
ク
の
多
元
主
義
を
説
明
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
比
較
的
理
解

し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
山
は
一
つ
で
は
な
く
、
複
数
の
山
が
あ
り
、
そ
し

て
、
山
の
優
劣
は
単
に
高
さ
と
い
う
唯
一
の
基
準
に
よ
っ
て
測
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定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
見
晴
ら
し
、
風
景

の
美
し
さ
が
あ
り
、
そ
こ
に
独
自
の
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
宗
教
の
多
様
性
を
認

め
る
多
元
主
義
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
は
、
よ
り
ふ
さ
わ

し
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
る
。
宗
教
間
の
差
異
の
尊

重
も
こ
こ
に
胚
胎
す
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
個
人
的
に
は
こ

の
よ
う
な
多
元
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

一
方
、
多
元
主
義
の
主
張
に
は
、
現
実
の
信
仰
者
の
心
情
に

必
ず
し
も
そ
ぐ
わ
な
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
宗

教
に
対
し
て
深
い
信
仰
心
を
持
つ
熱
心
な
信
徒
が
多
元
主
義
の

立
場
を
取
る
こ
と
は
実
際
に
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
に
私
に

は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
信
徒
が
多
元
主
義
を
理

解
で
き
な
い
無
知
蒙
昧
の
徒
と
は
私
に
は
と
て
も
思
え
な
い
し
、

無
知
蒙
昧
で
あ
る
と
批
判
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し

ろ
、
彼
ら
の
よ
う
な
信
徒
こ
そ
、
地
球
倫
理
、
平
和
、
社
会
正

義
な
ど
の
実
現
に
、
惜
し
み
な
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
大
き
な

貢
献
を
な
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性

の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、

あ
る
種
の
信
仰
者
に
対
し
て
は
、
ヒ
ッ
ク
の
言
う
多
元
主
義
の

有
効
性
は
、
割
り
引
い
て
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ヒ
ッ
ク
の

批
判
す
る
包
括
主
義
者
の
間
で
あ
っ
て
も
、
人
権
の
尊
重
や
地

球
環
境
の
保
護
な
ど
の
世
俗
的
な
価
値
観
に
何
ら
か
の
共
通
性

を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
宗
教
間
対
話
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
う
。

宗
教
的
寛
容
の
基
盤
に
、
星
川
啓
慈
氏
が
「
人
間
の
真
理
認

識
能
力
の
限
界
の
自
覚
」
を
お
い
た

（
２
）こ

と
は
妥
当
で
あ
る
と
私

は
考
え
る
が
、
開
祖
の
受
け
た
神
の
啓
示
や
開
祖
の
悟
り
な
ど

の
人
間
の
能
力
を
超
越
し
た
も
の
を
全
面
的
に
受
容
す
る
と
こ

ろ
に
、
あ
る
種
の
信
仰
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
宗
教
史

の
示
す
事
実
で
あ
る
。
こ
の
乖
離
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
極
端
な
排
他
主
義
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
宗

教
間
対
話
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
の
信
仰
内
部
に
お
い

て
は
、
宗
教
の
超
越
的
な
部
分
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
信
仰

は
そ
の
個
人
の
自
由
に
任
せ
て
も
よ
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
宗

教
間
対
話
に
お
い
て
、
他
の
宗
教
の
信
仰
者
に
対
し
て
、
そ
の

よ
う
な
宗
教
の
超
越
的
な
部
分
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
信
仰

を
表
白
し
て
も
、
相
手
の
理
解
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
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あ
ろ
う
。
む
し
ろ
自
己
の
認
識
で
き
た
範
囲
や
、
体
験
で
き
た

範
囲
内
で
、
で
き
る
だ
け
相
互
理
解
の
可
能
な
言
葉
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
対
話
、
交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
対
話
の

テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
排
他
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
者
さ

え
宗
教
間
対
話
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

環
境
保
護
、
人
口
問
題
、
食
糧
問
題
な
ど
の
人
類
の
重
要
な

問
題
の
多
く
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
な
解
決
方
法
や
、
社
会

的
・
政
治
的
な
解
決
方
法
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
う
が
、

そ
れ
ら
の
解
決
策
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
家
・
民
族
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
や
人
間
の
貪
欲
は
そ
れ
ら
の
解
決
方
法
を
簡
単
に
は

受
け
入
れ
な
い
と
い
う
危
険
性
が
あ
る
。
諸
宗
教
の
信
徒
は
世

界
人
口
の
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
現
実
が
あ
り
、
諸
宗

教
が
信
徒
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
指
導
性
を
も
っ
て
い
る
以
上
、

宗
教
間
対
話
を
通
じ
て
、
諸
宗
教
は
人
類
の
諸
問
題
と
解
決
に

関
す
る
知
識
を
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
徒
に
そ
れ
を
教
育
す

る
役
割
を
担
い
、
ま
た
広
く
人
類
に
問
題
解
決
へ
の
影
響
力
を

発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

宗
教
間
対
話
は
時
代
の
潮
流
で
あ
る
が
、
我
々
は
単
に
時
流

に
乗
る
の
で
は
な
く
、
各
自
の
宗
教
的
伝
統
の
な
か
か
ら
、
宗

教
間
対
話
の
意
義
と
精
神
を
発
掘
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
時
流
に
乗
っ
た
上
滑
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
し
、
時
流
の
変
化
に
応
じ
て
、

節
操
の
な
い
変
わ
り
身
を
遂
げ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。
本

稿
で
は
、
宗
教
間
対
話
の
問
題
に
関
す
る
『
法
華
経
』
信
仰
者

の
自
己
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、『
法
華
経
』
の
信
仰
者
以
外

の
多
数
の
人
々
の
『
法
華
経
』
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
指
し
た
い

（
３
）。

二
　
『
法
華
経
』
方
便
品
に
お
け
る

「
一
乗
」
の
思
想

イ
ン
ド
の
大
乗
経
典
は
、
お
よ
そ
紀
元
前
一
世
紀
頃
か
ら
一

千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
次
々
と
制
作
さ
れ
て
い
っ
た
。
原
始

経
典
の
内
容
が
最
終
的
に
確
定
す
る
ま
で
に
は
、
釈
尊
の
死
後
、

数
百
年
の
時
の
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た

（
４
）け

れ
ど
も
、
原
始
経
典

の
範
囲
は
初
期
の
頃
か
ら
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
比
し
て
、
大
乗
経
典
は
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
、
釈

尊
の
真
意
に
基
づ
く
創
造
的
展
開
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、
新



し
い
仏
教
思
想
を
開
発
し
続
け
た
。
一
般
に
、
新
し
い
思
想
の

成
立
の
背
景
に
は
、
既
成
の
思
想
に
対
す
る
何
ら
か
の
批
判
が

含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。『
法
華
経
』
は
、『
法
華
経
』
以

前
の
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
、
自
ら
の
立
場
を
形
成
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
史
に
お
け
る

『
法
華
経
』
の
位
置
づ
け
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
直
接
関
連
す
る
『
法
華
経
』
の
思
想
が
、
方
便

品
第
二
に
明
か
さ
れ
る
「
一
乗
」
の
思
想
で
あ
る
こ
と
に
は
、

誰
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
一
乗
」
の
思
想
は
、

『
法
華
経
』
の
な
か
で
最
も
有
名
な
思
想
で
も
あ
る
。
し
ば
ら
く
、

方
便
品
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
一
乗
」
の
意
味

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

序
品
第
一
に
お
い
て
釈
尊
は
無
量
義
処
三
昧
に
入
っ
た
が
、

続
く
方
便
品
第
二
で
は
、
そ
の
三
昧
か
ら
出
た
釈
尊
が
舎
利
弗

を
相
手
に
語
り
出
す
。
そ
し
て
、
諸
仏
の
智
慧
の
偉
大
さ
を
た

た
え
、「
た
だ
仏
と
仏
と
だ
け
が
は
じ
め
て
（
仏
が
完
成
し
、
仏
の

境
涯
を
構
成
す
る
す
ぐ
れ
た
性
質
と
し
て
の
）
す
べ
て
の
法
の
真
実

の
様
相
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
５
）」

と
述
べ
る
。
そ
の
後
、

舎
利
弗
は
釈
尊
に
三
回
に
わ
た
っ
て
説
法
を
請
い
、
釈
尊
も
そ

れ
に
応
え
て
説
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
五
千
人
の
増
上
慢
の
者

た
ち
が
『
法
華
経
』
の
集
会
か
ら
退
席
し
て
し
ま
う

（
６
）。

釈
尊
は

彼
ら
の
退
席
を
制
止
す
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
残
っ
た
者
は

純
粋
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
い
っ
て
、
い
よ
い
よ
釈
尊
が
こ

の
世
に
出
現
し
た
理
由
・
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
。

釈
尊
は
、
自
分
を
含
め
て
三
世
の
諸
仏
は
、
唯
一
の
重
大
な

仕
事
を
す
る
た
め
に
、
こ
の
世
に
出
現
す
る
と
説
く
。
そ
の
唯

一
の
重
大
な
仕
事
と
は
何
か
。
そ
れ
は
衆
生
に
仏
知
見（

７
）を

開
き
、

示
し
、
悟
ら
せ
、
仏
知
見
の
道
に
入
ら
せ
る
こ
と
と
説
明
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
仏
は
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
世
に
出

現
す
る
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

成
仏
を
高
す
ぎ
る
目
標
だ
と
し
て
断
念
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、

阿
羅
漢
、
辟
支
仏
を
最
終
的
な
目
標
と
し
て
修
行
し
て
き
た
声

聞
・
縁
覚
の
二
乗
の
人
も
成
仏
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
一
大
事
因
縁
の
箇
所
は
、『
法
華
経
』
の
「
一
乗
」
の
思

想
を
直
接
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、『
法
華
経
』
の
な
か
で
、
も

っ
と
も
重
要
な
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ
で
あ
る
。
方
便
品

に
続
く
譬
喩
品
第
三
の
な
か
に
、
神
々
が
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
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つ
い
て
、「
仏
は
昔
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
お
い
て
は
じ
め
て

法
輪
を
転
じ
た
が
、
今
、
ふ
た
た
び
無
上
最
大
の
法
輪
を
転
じ

ら
れ
た
」

（
８
）

と
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ

シ
ー
の
ム
リ
ガ
ダ
ー
ヴ
ァ
（
鹿
野
苑
）
に
お
け
る
初
転
法
輪
と

『
法
華
経
』
の
「
一
乗
」
の
説
法
を
対
比
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

釈
尊
は
梵
天
の
勧
請
を
受
け
い
れ
、
か
つ
て
の
修
行
仲
間
で
あ

る
五
人
の
出
家
者
に
対
し
て
説
法
を
す
る
た
め
に
ム
リ
ガ
ダ
ー

ヴ
ァ
に
行
く
。
そ
こ
で
、
不
苦
不
楽
の
中
道
や
四
諦
八
正
道
を

説
い
た
。
こ
れ
が
第
一
の
法
輪
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
、
方
便
品
の
「
一
乗
」
を
第
二
の
最
高
の
法
輪
と
位
置
づ
け

た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
衆
生
を
平
等
に
成
仏
さ
せ
る
こ
と
が
釈
尊
の
出
現

の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
阿
羅
漢
、
縁
覚
を
最
終
的

な
目
標
と
す
る
教
え
で
あ
る
声
聞
乗
、
縁
覚
乗
を
な
ぜ
説
い
た

の
か
と
い
う
問
題
が
新
た
に
生
じ
る
。
そ
こ
で
、『
法
華
経
』
は
、

『
法
華
経
』
以
前
に
お
い
て
は
、
声
聞
、
縁
覚
、
菩
薩
と
い
う
三

種
類
の
類
型
の
修
行
者
に
対
し
て
、
三
種
類
の
教
え
（
順
に
四
諦
、

十
二
因
縁
、
六
波
羅
蜜
）
と
そ
の
修
行
が
説
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
る
理
想
に
も
三
種
類
（
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
・
仏
）
が
あ

る
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
方
便
の
教
え
で
あ
っ
た
と
い
う
秘

密
を
打
ち
明
け
る
。
つ
ま
り
、
声
聞
や
縁
覚
は
志
が
劣
っ
て
お

り
、
初
め
か
ら
成
仏
で
き
る
と
い
う
教
え
（
仏
乗
）
を
説
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
声
聞
や
縁
覚
の
宗
教
的
能
力
に
合
わ

せ
て
、
声
聞
乗
、
縁
覚
乗
と
い
う
低
い
教
え
に
よ
っ
て
彼
ら
を

成
熟
さ
せ
、
教
育
し
た
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
、
声
聞
や
縁
覚
に
と
っ
て

は
秘
密
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
教
え
を

真
実
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
仏
に
与

え
ら
れ
た
教
え
は
す
べ
て
真
実
と
弟
子
た
ち
に
見
な
さ
れ
、
真

実
と
方
便
の
対
比
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。
次
に
、『
法
華
経
』

に
お
い
て
は
じ
め
て
、
三
乗
が
存
在
す
る
と
説
く
こ
と
は
方
便

で
あ
っ
た
こ
と
を
打
ち
明
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
声

聞
乗
、
縁
覚
乗
は
一
時
的
暫
定
的
な
仮
の
教
え
で
あ
り
、
声
聞
、

縁
覚
も
永
久
に
変
化
し
な
い
固
定
的
な
あ
り
方
で
は
な
く
、
十

分
に
成
熟
、
教
育
さ
れ
た
時
に
は
、
彼
ら
も
最
終
的
に
は
菩
薩

と
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

す
べ
て
の
人
が
同
じ
く
成
仏
す
る
こ
と
の
で
き
る
教
え
な
の
で
、

こ
れ
を
仏
乗
と
呼
び
、『
法
華
経
』
自
身
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
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真
実
に
は
仏
乗
し
か
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
れ
を
一
乗
と
呼
び
、

仏
乗
と
一
乗
を
結
合
し
て
、
一
仏
乗
と
い
う
呼
び
方
も
な
さ
れ

る
。
こ
れ
が
三
乗
方
便
・
一
乗
真
実
の
思
想
で
あ
る
。
中
国
仏

教
の
術
語
で
は
「
開
三
顕
一
」
と
い
う
。

以
上
が
、『
法
華
経
』
の
立
場
か
ら
過
去
の
仏
教
史
を
整
理
し
、

価
値
評
価
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
『
法
華
経
』
自
ら
の
立
場

を
一
乗
に
よ
っ
て
闡
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
　
「
一
乗
」
の
解
釈
と
排
他
主
義
・

包
括
主
義
・
多
元
主
義

以
上
が
、
方
便
品
に
お
け
る
「
一
乗
」
の
思
想
の
説
明
で
あ

る
。
上
の
説
明
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
一
乗
は
三
乗
（
声
聞
乗
・

縁
覚
乗
・
菩
薩
乗
）
と
相
対
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の

一
乗
と
三
乗
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
三

乗
の
な
か
の
菩
薩
乗
と
仏
乗
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

『
法
華
経
』
の
趣
旨
か
ら
見
る
と
、
菩
薩
乗
は
『
法
華
経
』
以
前

に
説
か
れ
た
大
乗
経
典
を
指
し
、
仏
乗
は
『
法
華
経
』
そ
の
も

の
を
指
す
。
歴
史
的
に
は
、
こ
の
両
者
を
同
一
平
等
視
す
る
解

釈
と
、
仏
乗
の
菩
薩
乗
に
対
す
る
優
位
を
認
め
る
解
釈
が
現
れ

た（
９
）。

私
見
に
よ
れ
ば
、
三
乗
の
な
か
の
菩
薩
乗
（
大
乗
）
は
声
聞

乗
・
縁
覚
乗
の
二
乗
（
小
乗
）
と
相
対
的
な
関
係
に
立
つ
菩
薩
乗

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仏
乗
は
二
乗
と
菩
薩
乗
の
対
立
を
越
え

た
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
菩
薩
乗
と
仏
乗

を
単
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
法
華
経
』
の
立
場
か

ら
は
、
声
聞
・
縁
覚
は
自
ら
が
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
三
乗
の
な
か
の
菩
薩
も
、
声
聞
・
縁
覚

と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
声
聞
・
縁
覚
も
菩
薩
の
道
を
歩
み

行
く
存
在
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
乗
の
な
か
の
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩

は
、
い
ず
れ
も
真
の
菩
薩
へ
と
自
己
転
換
を
要
請
さ
れ
る
べ
き

存
在
で
あ
る
。

さ
て
、
諸
宗
教
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
問

題
を
め
ぐ
っ
て
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
排

他
主
義
・
包
括
主
義
・
多
元
主
義
は
、
多
様
な
諸
宗
教
の
関
係

を
掬
い
取
る
に
は
大
ざ
っ
ぱ
す
ぎ
る
枠
組
み
で
あ
る
と
い
う
欠

点
は
あ
る

（
10
）が

、
あ
る
程
度
の
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
便
宜
的
に
こ
の
枠
組
み
を
用
い
て
、

一
乗
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
の
可
能
性
を
示
し
て
み
よ
う
。
以
下
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に
示
す
解
釈
は
、
第
一
・
第
二
は
過
去
の
仏
教
史
に
実
際
に
あ

っ
た
解
釈
で
あ
り
、
第
三
の
解
釈
は
、
仮
に
多
元
主
義
に
引
き

つ
け
た
解
釈
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
生
じ
た
こ
と
の
な
い
解
釈

で
あ
る
。

（
１
）
第
一
の
解
釈
は
、
三
乗
は
一
乗
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の

で
、
一
乗
の
た
め
の
準
備
的
教
え
で
あ
り
、
一
乗
が
明
瞭
に
説

か
れ
た
段
階
で
は
、
三
乗
は
必
要
の
な
い
方
便
の
教
え
と
し
て

捨
て
ら
れ
る
と
捉
え
る
。
こ
の
場
合
は
、『
法
華
経
』
の
一
乗
の

み
が
超
越
的
高
み
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
他
の
す
べ
て
の
教
え

は
無
用
な
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
排
他
主
義

の
立
場
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
は
、『
法
華
経
』
方
便
品
に
は
、「
今
、
私
は
喜
ん

で
畏
怖
心
な
く
、
菩
薩
た
ち
の
な
か
で
、
正
直
に
方
便
を
捨
て

て
、
た
だ
最
高
の
悟
り
を
説
く
だ
け
で
あ
る

（
11
）

」
と
あ
り
、
方
便

を
捨
て
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
譬
喩
品
に
は
、

『
法
華
経
』
を
ど
の
よ
う
な
相
手
に
説
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
を

め
ぐ
っ
て
、『
法
華
経
』
以
外
の
他
の
経
典
や
、
仏
教
以
外
の
典

籍
に
親
し
む
者
に
対
す
る
排
他
的
な
態
度
も
見
ら
れ
る

（
12
）

。

（
２
）
第
二
の
解
釈
は
、
三
乗
が
即
自
的
な
真
実
性
を
主
張
す
る

限
り
で
は
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
が
、
一
乗
が
明
瞭
に
説
か
れ

た
段
階
で
、
自
己
の
方
便
性
を
自
覚
す
れ
ば
、
三
乗
は
そ
の
ま

ま
一
乗
へ
の
過
程
と
し
て
、
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
、
最
終
的

に
一
乗
に
包
摂
さ
れ
る
と
捉
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
仏
乗

の
思
想
は
、『
法
華
経
』
以
前
に
説
か
れ
た
釈
尊
の
あ
ら
ゆ
る
教

え
を
方
便
で
あ
る
と
切
り
捨
て
る
（
上
記
の
第
一
の
解
釈
に
相
当
す

る
）
だ
け
で
な
く
、
方
便
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
は
、

か
え
っ
て
す
べ
て
の
教
え
が
活
か
さ
れ
る
、
つ
ま
り
蘇
生
す
る

こ
と
を
説
く
（
こ
れ
が
第
二
の
解
釈
に
相
当
す
る
）。「
方
便
」
と
い

う
概
念
に
は
、『
法
華
経
』
以
外
の
他
の
教
え
を
厳
し
く
否
定
す

る
面
と
、
再
び
蘇
生
さ
せ
る
面
の
二
面
が
備
わ
っ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
第
二
の
解
釈
は
、
一
乗
が
他
の
教
え
を
包
摂
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
包
括
主
義
の
立
場
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る

（
13
）

。
私
は
、
前
稿

（
14
）に

お
い
て
、
解
釈
の
相
違
に
よ
っ
て
は
、『
法
華

経
』
は
排
他
主
義
、
包
括
主
義
、
多
元
主
義
の
い
ず
れ
の
立
場

を
も
取
り
う
る
が
、『
法
華
経
』
の
基
本
的
立
場
は
包
括
主
義
で

あ
る
と
捉
え
、
包
括
主
義
と
親
近
性
の
あ
る
『
法
華
経
』
の
教
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え
を
具
体
的
に
い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
。
今
、
説
明
を
繰
り
返

さ
な
い
が
、「
小
善
成
仏

（
15
）

」
の
教
え
、
声
聞
の
富
楼
那
の
本
地
が

菩
薩
と
さ
れ
る
こ
と
、『
法
華
経
』
は
す
べ
て
の
衆
生
を
菩
薩
と

認
定
し
て
説
法
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
常
不
軽
菩
薩
は
す
べ
て

の
衆
生
を
未
来
の
仏
と
し
て
尊
敬
す
る
こ
と

（
16
）

、
見
宝
塔
品
の
物

語
に
基
づ
い
て
諸
仏
の
釈
尊
へ
の
空
間
的
統
合
が
説
か
れ
る
こ

と
、
如
来
寿
量
品
の
物
語
に
基
づ
い
て
諸
仏
の
釈
尊
へ
の
時
間

的
統
合
が
説
か
れ
る
こ
と

（
17
）な

ど
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

（
３
）
一
乗
を
仏
教
の
枠
を
超
え
た
普
遍
的
な
真
理
と
解
釈
す
る

場
合
は
、
多
元
主
義
の
立
場
に
近
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
場
合
、
一
乗
と
多
元
主
義
の
関
係
を
主
題
と
す
る
の
で
、
一

乗
と
三
乗
の
対
立
は
す
で
に
問
題
で
は
な
く
、
一
乗
と
他
の
諸

宗
教
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
確
か
に
一
乗
は
、
国
、
民
族
、

性
、
文
化
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
越
え
た
普
遍
的
な
も
の
を

目
指
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

す
べ
て
の
衆
生
の
成
仏
を
目
指
す
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
成
仏

と
い
う
仏
教
特
有
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

仏
教
の
立
場
か
ら
の
一
種
の
包
括
主
義
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。で

は
、
仏
教
の
目
標
で
あ
る
「
仏
」
を
、
よ
り
普
遍
性
の
あ

る
人
間
的
価
値
の
所
有
者
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
考
え
は
多
元
主
義
に
近
づ
く
か
も
し
れ

な
い

（
18
）

。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
宗
教
的
伝
統
に
お
け
る
「
救
済
」
の
多
様
な
表
現
を

「
自
我
中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
の
人
間
的
生
の
現
実
的
な
変
革

（
19
）

」

と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
元
主
義
を
擁
護
し
よ
う
と

し
た
立
場
に
接
近
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
最
初
に
述
べ

た
諸
宗
教
の
独
自
の
価
値
を
承
認
す
る
と
い
う
基
本
的
立
場
か

ら
す
れ
ば
、「
救
済
」
に
関
し
て
無
理
に
統
一
し
た
表
現
を
与
え

る
必
要
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
、『
法
華
経
』
の
基
本
的
立
場
は
、
多
少
の
解
釈
の
幅
は

あ
る
も
の
の
、
包
括
主
義
に
近
い
と
考
え
る
。
と
く
に
、
イ
ン

ド
の
仏
教
史
に
お
い
て
、『
法
華
経
』
は
過
去
の
仏
教
の
一
定
の

役
割
を
認
め
な
が
ら
も
、
新
し
い
「
一
乗
」
の
思
想
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
の
衆
生
の
成
仏
を
目
指
す
新
し
い
仏
教
を
樹
立
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
法
華
経
』
の
立
場
か
ら
、
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宗
教
間
対
話
に
参
加
す
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨

め
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
法
華
経
』
は
我
々
に
何
ら
か
の
指

針
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
『
法
華
経
』
と
宗
教
間
対
話
に
つ
い
て
―

四
安
楽
行
と
「
如
来
の
衣
座
室
」

『
法
華
経
』
の
よ
う
な
仏
教
経
典
は
、
仏
と
弟
子
の
対
話
に

よ
っ
て
、
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
仏
と
弟
子
で
あ
る
か
ら
、

仏
教
の
悟
り
や
修
行
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
対
等
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
つ
ま
り
、
仏
と
弟
子
と
の
対
話
は
、
対
話
の
第
一
の

基
本
と
も
い
う
べ
き
、
完
全
に
対
等
な
立
場
に
立
つ
個
人
と
個

人
の
対
話
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
間
対
話
に
関

す
る
指
針
を
、
直
接
『
法
華
経
』
に
求
め
る
こ
と
は
な
か
な
か

難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、『
法
華
経
』
か
ら
広
い
意
味

で
の
対
話
の
精
神
を
学
び
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
う
。

本
稿
で
は
、『
法
華
経
』
安
楽
行
品
に
説
か
れ
る
四
安
楽
行
と
法

師
品
に
説
か
れ
る
「
如
来
の
衣
座
室
」
を
取
り
上
げ
て
、
少
し

く
こ
の
問
題
を
考
え
た
い
。

四
安
楽
行
は
、
釈
尊
滅
後
の
悪
世
に
お
け
る
『
法
華
経
』
弘

通
の
注
意
事
項
を
説
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
宗
教
間
対

話
を
遂
行
す
る
う
え
で
、
参
考
に
な
る
点
が
あ
る
と
思
う

（
20
）

。

四
安
楽
行
の
名
称
は
、『
法
華
経
』
そ
の
も
の
に
は
出
て
お
ら

ず
、『
法
華
経
』
の
注
釈
家
に
よ
っ
て
名
称
は
相
違
す
る
。
智

�
・
灌
頂
の
『
法
華
文
句
』
に
よ
れ
ば
、
身
・
口
・
意
・
誓
願

の
四
つ
の
安
楽
行
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
21
）

。

『
法
華
経
』
安
楽
行
品
の
冒
頭
に
お
い
て
、
文
殊
菩
薩
は
釈

尊
に
、「
菩
薩
摩
訶
薩
は
（
仏
が
涅
槃
に
入
っ
た
）
後
の
悪
世
で
、

ど
の
よ
う
に
こ
の
経
を
説
く
こ
と
が
で
き
る
の
か

（
22
）

」
と
質
問
す

る
。
釈
尊
は
、「
も
し
菩
薩
摩
訶
薩
が
後
の
悪
世
で
、
こ
の
経
を

説
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
四
つ
の
方
法
に
身
を
落
ち
着
け

る
べ
き
で
あ
る

（
23
）

」
と
答
え
、
順
次
そ
の
内
容
を
説
明
す
る
。
こ

の
四
法
が
四
安
楽
行
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
は
身
の
安
楽
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
行
処
と
親
近
処
と
が

あ
る
。
行
処
と
は
菩
薩
に
相
応
し
い
行
動
範
囲
の
こ
と
で
、
親

近
処
は
交
際
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。
行
処
に
つ
い
て
は
、「
忍
辱

の
境
地
に
と
ど
ま
り
、
優
し
く
穏
や
か
で
善
く
調
え
ら
れ
て
従

順
で
あ
り
、
慌
た
だ
し
く
な
く
、
心
の
中
で
驚
か
ず
、
ま
た
法

を
実
体
視
し
て
捉
え
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
法
の
あ
り
の
ま
ま
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の
様
相
を
観
察
し
て
、
実
体
視
し
て
捉
え
る
こ
と
も
な
く
分
析

も
し
な
い

（
24
）

」
こ
と
と
説
明
さ
れ
る
。
次
に
、
親
近
処
に
つ
い
て

は
二
つ
に
分
類
さ
れ
、
第
一
の
親
近
処
は
具
体
的
な
交
際
範
囲

を
限
定
す
る
こ
と

（
25
）と

、
や
む
を
え
ず
交
際
す
る
場
合
の
行
動
の

注
意
が
示
さ
れ
る
。
第
二
の
親
近
処
は
存
在
の
空
を
徹
底
的
に

認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
二
は
口
の
安
楽
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
言
葉
に
関
す
る

注
意
を
指
す
。『
法
華
経
』
に
は
、「
進
ん
で
人
の
過
失
や
（『
法

華
経
』
以
外
の
）
経
典
の
過
失
を
説
い
て
は
な
ら
な
い
し
、
他
の

法
師
を
軽
蔑
し
て
も
な
ら
な
い
。
他
の
人
の
好
き
嫌
い
や
長

所
・
短
所
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
は
な
ら
な
い
。
声
聞
の
人
に
対
し

て
、
名
指
し
で
悪
い
と
こ
ろ
を
説
い
た
り
、
ま
た
名
指
し
で
善

い
と
こ
ろ
を
褒
め
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
恨
ん
だ
り
嫌
っ
た
り

す
る
心
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
巧
み
に
こ
の
よ
う
な
安
楽
な

心
を
修
め
て
い
る
の
で
、（
そ
の
よ
う
な
）
あ
ら
ゆ
る
聴
衆
に
対
し

て
、
そ
の
心
に
逆
ら
っ
て
は
な
ら
な
い
。
批
判
的
な
質
問
を
さ

れ
て
も
、
小
乗
の
法
に
よ
っ
て
答
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
大

乗
だ
け
に
よ
っ
て
彼
ら
の
た
め
に
解
説
し
、
完
全
な
仏
の
智
慧

を
得
さ
せ
な
さ
い

（
26
）

」
と
説
か
れ
て
い
る
。

第
三
は
意
の
安
楽
行
で
あ
る
。
心
の
あ
り
方
に
関
す
る
注
意

で
あ
る
。『
法
華
経
』
に
は
、「
嫉
妬
や
へ
つ
ら
い
・
欺
き
の
心

を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
仏
道
を
求
め
る
も
の
を
軽
蔑
し

て
、
そ
の
長
所
・
短
所
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
声
聞
・
縁

覚
・
菩
薩
を
求
め
る
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
に
対

し
て
、
こ
れ
を
悩
ま
し
、
疑
い
後
悔
さ
せ
、『
あ
な
た
た
ち
は
道

か
ら
は
る
か
に
遠
く
、
最
終
的
に
完
全
な
仏
の
智
慧
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
あ
な
た
た
ち
は
勝
手
気

ま
ま
で
あ
り
、
道
に
つ
い
て
怠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
』
と
言

っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
多
く
の
法
に
つ
い
て
戯
れ
の
議
論
を

し
て
、
論
争
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
衆
生
に
対
し
て
大

悲
の
心
を
生
じ
、
如
来
た
ち
を
慈
父
と
思
い
、
菩
薩
た
ち
を
偉

大
な
師
と
思
う
べ
き
で
あ
る
。
十
方
の
偉
大
な
菩
薩
た
ち
を
常

に
心
底
か
ら
尊
敬
し
礼
拝
す
べ
き
で
あ
る
。
す
べ
て
の
衆
生
に

た
い
し
て
平
等
に
法
を
説
き
な
さ
い
。
法
に
従
う
か
ら
、（
法
に

つ
い
て
）
多
く
も
少
な
く
も
説
か
ず
、
乃
至
、
法
に
愛
着
す
る
も

の
に
対
し
て
も
多
く
説
か
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い

（
27
）

」
と
説
か
れ

て
い
る
。

第
四
は
誓
願
の
安
楽
行
で
あ
る
。『
法
華
経
』
を
受
持
す
る
も
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の
は
、「
在
家
・
出
家
の
人
々
に
た
い
し
て
は
偉
大
な
慈
し
み
の

心
を
生
じ
、
菩
薩
で
な
い
人
々
に
た
い
し
て
は
偉
大
な
同
情
の

心
を
生
じ
て
、
次
の
よ
う
に
思
う
べ
き
で
あ
る
。『
こ
の
よ
う
な

人
々
は
如
来
の
巧
み
な
手
段
に
よ
る
、
相
手
の
都
合
に
合
わ
せ

た
説
法
を
ま
っ
た
く
失
い
、
聞
か
ず
、
知
ら
ず
、
悟
ら
ず
、
質

問
せ
ず
、
信
ぜ
ず
、
理
解
し
な
い
。
そ
の
人
々
は
『
法
華
経
』

に
つ
い
て
質
問
せ
ず
、
信
ぜ
ず
、
理
解
し
な
い
け
れ
ど
も
、
私

は
最
高
の
正
し
い
悟
り
を
得
る
と
き
、
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
、

神
通
の
力
と
智
慧
の
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
人
々
を
導
い
て

『
法
華
経
』
に
身
を
落
ち
着
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
よ

う
』

（
28
）

」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
偉
大
な
慈
悲
の
心
を
生
じ
、『
法
華

経
』
に
よ
る
衆
生
の
救
済
を
誓
願
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。『

法
華
経
』
の
立
場
か
ら
宗
教
間
対
話
に
参
加
す
る
と
し
た

ら
、『
法
華
経
』
の
四
安
楽
行
か
ら
、
宗
教
間
対
話
を
進
め
る
心

的
態
度
と
し
て
、
次
の
三
点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
第
一
に
、
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
存
在
認
識

と
し
て
の
空
の
認
識
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自

己
の
宗
教
と
他
の
宗
教
を
ま
っ
た
く
変
化
し
な
い
固
定
し
た
も

の
と
見
な
す
こ
と
な
く
、
変
化
・
流
動
す
る
も
の
と
見
な
す
こ

と
で
あ
る
。
我
々
は
対
話
を
通
し
て
生
じ
う
る
自
己
の
変
化
に

開
か
れ
た
態
度
を
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他

者
に
対
す
る
優
し
く
穏
や
か
で
あ
る
と
い
っ
た
心
的
態
度
も
、

仏
教
に
お
い
て
は
空
の
認
識
に
基
づ
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
宗
教
間
対
話
に
お
い
て
は
、
他
の
宗
教
に
敬
意
を

表
し
、
む
や
み
に
他
者
を
批
判
し
た
り
、
教
義
の
論
争
を
好
ん

だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
と
も
に
同
じ
対

話
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
こ
と
自
体
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
宗
教
間
対
話
は
、
諸
宗
教
の
協
力
に
よ
っ
て
、
地

球
的
問
題
群
の
解
決
に
一
歩
で
も
近
づ
く
た
め
に
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
対
話
の
根
底
に
は
、
全
人
類
に
平
和
、
幸
福
を
も
た

ら
さ
ん
と
す
る
誓
願
、
慈
悲
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
安
楽
行
品
の
注
意
事
項
は
、『
法

華
経
』
法
師
品
に
説
か
れ
る
「
如
来
の
衣
座
室
」
と
も
共
通
し

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く

（
29
）

。
法
師
品
に
は
、
如
来
が
涅
槃
に
入
っ

た
後
に
、
四
衆
（
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
、
つ
ま
り
出
家

の
男
女
、
在
家
信
者
の
男
女
）
の
た
め
に
『
法
華
経
』
を
説
こ
う
と

す
る
場
合
、
そ
の
説
き
方
に
つ
い
て
、
如
来
の
室
に
入
り
、
如
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来
の
衣
を
着
、
如
来
の
座
に
坐
し
て
『
法
華
経
』
を
説
く
べ
き

で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
如
来
の
室
と
は
す
べ
て
の
衆
生
に
対
す

る
大
慈
悲
心
（
無
限
に
慈
し
み
同
情
す
る
心
）
で
あ
り
、
如
来
の
衣

と
は
柔
和
忍
辱
心
（
優
し
く
穏
や
か
で
堪
え
忍
ぶ
心
）
で
あ
り
、
如

来
の
座
と
は
一
切
法
空
（
す
べ
て
の
存
在
が
空
で
あ
る
こ
と
）
で
あ

る
と
説
明
さ
れ
る

（
30
）

。

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
空
の
認
識
は
正
し
い
智
慧
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
智
慧
と
慈
悲
は
、
仏
の
備
え
る
二
大
特

徴
で
あ
る
か
ら
、
成
仏
を
目
指
す
菩
薩
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら

智
慧
と
慈
悲
を
求
め
る
存
在
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

現
実
の
社
会
に
お
け
る
菩
薩
の
活
動
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難

が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
忍
辱
心
が
重
視
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
忍
辱
心
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
智
慧
と
慈
悲

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
菩
薩
の
六
波
羅
蜜
（
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精

進
・
禅
定
・
智
慧
の
六
種
の
修
行
の
完
成
）
の
修
行
の
な
か
に
忍
辱

波
羅
蜜
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

五
　
結
び

本
稿
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
私
は
個
人
的
に
は
諸
宗
教

の
独
自
の
価
値
を
承
認
す
る
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立
っ
て
い

る
が
、
宗
教
間
対
話
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
包
括
主
義
者
や

排
他
主
義
者
で
あ
っ
て
も
、
相
手
の
宗
教
に
対
す
る
誤
解
を
取

り
除
き
、
相
互
理
解
を
促
進
す
る
役
割
を
持
つ
宗
教
間
対
話
か

ら
排
除
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
対

話
を
通
じ
て
、
地
球
的
問
題
群
の
解
決
に
協
力
し
あ
う
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
と
き
に
は
自
他
の
宗
教
の
潜
在
的
可
能
性
を
拡

充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
の
宗
教
の
深
化
が
も
た
ら
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
よ
う
な
自
己
の
宗

教
に
生
ず
る
あ
る
種
の
変
容
に
臆
病
に
な
る
必
要
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
よ
う
な
変
容
が
よ
り
豊
か
な
宗
教
的
生
に
道
を
開
く

も
の
だ
と
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

地
球
的
問
題
群
の
解
決
と
い
う
現
代
社
会
に
喫
緊
の
課
題
の

解
決
の
た
め
に
、
諸
宗
教
の
宗
教
間
対
話
を
活
性
化
さ
せ
る
こ

と
は
、『
法
華
経
』
の
立
場
か
ら
は
、
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す

る
菩
薩
の
誓
願
と
慈
悲
に
深
く
関
係
し
て
お
り
、
実
際
の
交
流

に
あ
た
っ
て
は
、
空
の
認
識
や
忍
辱
の
精
神
が
何
ら
か
の
貢
献

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
宗
教
間
対
話
に
対
す

る
「
忍
辱
」
の
貢
献
と
い
う
と
、
や
や
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
か
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も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
長
い
歴
史
に
あ
っ
て
、
互
い
に

無
関
係
で
あ
っ
た
か
、
逆
に
深
い
対
立
を
経
験
し
て
き
た
諸
宗

教
が
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
対
話
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ね
ば
り
強
く
相
互
の
誤
解
を
解
き
、
理
解
を
進
め
て
い
く
忍
耐

心
が
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
多
国
間
の
国
際
会
議
の
多
く
の
実

例
は
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
さ
ら
に
、

こ
の
忍
耐
心
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
智
慧
と
慈
悲
に
裏
打
ち
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
真
実
の
も
の
と
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

さ
れ
る
。

最
後
に
、『
法
華
経
』
の
発
す
る
、「
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
差

異
、
多
様
性
を
尊
重
し
讃
歎
す
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、

薬
草
喩
品
の
「
三
草
二
木
の
譬
喩

（
31
）

」
に
求
め
た
い
。
譬
喩
の
内

容
は
簡
潔
な
も
の
で
あ
り
、
空
一
面
に
垂
れ
込
め
た
雲
か
ら
、

雨
が
大
地
を
平
等
に
潤
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
（
三
草
二
木
）

は
そ
の
種
類
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
生
長
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
三
草
二
木
と
は
、
小
・
中
・
上
の
薬
草
と
、
小
・

大
の
樹
木
を
指
す
が
、
小
の
薬
草
は
人
・
天
の
存
在
を
た
と
え
、

中
の
薬
草
は
声
聞
・
縁
覚
を
た
と
え
、
上
の
薬
草
と
小
樹
と
大

樹
は
そ
れ
ぞ
れ
三
段
階
の
菩
薩
を
た
と
え
て
い
る
と
さ
れ
る

（
32
）

。

こ
の
譬
喩
の
趣
旨
は
、
①
仏
の
説
法
は
誰
に
対
し
て
も
平
等

で
あ
る
こ
と
、
②
衆
生
に
は
多
様
性
が
あ
る
こ
と
、
③
仏
は
一

切
智
を
す
ぐ
に
は
説
か
な
い
こ
と
、
④
仏
は
『
法
華
経
』
に
お

い
て
、
最
終
的
に
衆
生
を
一
切
智
に
到
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

譬
喩
の
中
心
意
図
は
、
多
く
の
方
便
の
教
え
を
経
由
し
て
は
じ

め
て
『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
一
切
智
を
す
ぐ

に
は
説
か
な
い
こ
と
の
理
由
の
説
明
に
あ
る
。
け
っ
し
て
、
声

聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
本
性
上
の
絶
対
的
な
差
別
を
肯
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
法
華
経
』
に
お
い
て
は
、
最
終

的
に
は
す
べ
て
の
衆
生
を
一
切
智
に
到
ら
せ
る
こ
と
が
目
指
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
譬
喩
の
原
義
を
正
確
に

踏
ま
え
た
う
え
で
は
、
こ
の
譬
喩
の
圧
倒
的
な
視
覚
的
イ
メ
ー

ジ
、
つ
ま
り
多
様
な
植
物
が
平
等
に
雨
に
打
た
れ
、
水
分
を
十

分
に
供
給
さ
れ
て
、
大
地
の
上
で
生
き
生
き
と
生
長
す
る
姿
は
、

多
様
性
や
差
異
を
相
互
に
尊
重
し
な
が
ら
こ
の
地
球
に
共
生
す

る
人
類
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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注（
１
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
多
元
主
義
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
〇

年
）
六
九
頁
を
参
照
。

（
２
）
田
丸
徳
善
・
星
川
啓
慈
・
山
梨
有
希
子
『
神
々
の
和
解
―
二
一

世
紀
の
宗
教
間
対
話
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
六
頁
を

参
照
。

（
３
）
本
稿
に
関
連
し
た
拙
論
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
菅
野
博
史

「『
法
華
経
』
の
包
括
主
義
と
宗
教
的
寛
容
」（『
東
洋
学
術
研
究
』

第
四
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
）。
英
語
訳
は
次
を

参
照
。“In

clu
siv

ism
an

d
R
elig

iou
s

T
oleran

ce
in

th
e

L
otus

Sūtra, ”
in:

T
he

Journal
of

O
riental

Studies
15,

2005,pp.43-57.

（
４
）
パ
ー
リ
語
の
聖
典
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
文

字
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

（
５
）
方
便
品
「
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
」（T

n
o.

262,

9.5c10-11

）
を
参
照
。
本
文
に
示
し
た
、
こ
の
有
名
な
経
文
に

関
す
る
私
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「『
法
華
経
』
方
便
品

の
諸
法
実
相
の
原
義
」（『
一
念
三
千
と
は
何
か
』
四
六
―
六
〇

頁
、
第
三
文
明
社
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
６
）
こ
の
五
千
人
の
増
上
慢
の
退
席
は
、『
法
華
経
』
を
受
容
す
る

た
め
に
は
、
増
上
慢
（
ま
だ
悟
っ
て
い
な
い
の
に
悟
っ
た
と
思

い
こ
む
高
ぶ
っ
た
心
）
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
拙
論
「
『
法
華
経
』
の
現
代
的
意
義
」

（『
法
華
経
思
想
史
か
ら
学
ぶ
仏
教
』
二
七
―
四
七
頁
、
大
蔵
出

版
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
英
語
訳
は
次
を
参
照
。“T

h
e

M
od

ern
S
ig

n
ifican

ce
of

th
e

L
otu

s
S
ūtra, ”

in
:
T
h
e

Journal
of

O
riental

Studies
14,2004,pp.95-111.

（
７
）
梵
本
で
は
、tath

åg
ata-jn ~

ån
a-d

arß an
a

（
如
来
の
知
見
）
と

あ
る
。
仏
の
智
慧
と
理
解
し
て
よ
い
。

（
８
）「
仏
昔
於
波
羅

初
転
法
輪
、
今
乃
復
転
無
上
最
大
法
輪
」（T

no.262,9.12a15-17

）
を
参
照
。

（
９
）
中
国
の
法
華
経
注
釈
家
の
な
か
に
二
つ
の
立
場
が
現
れ
た
。
つ

ま
り
、
譬
喩
品
の
三
車
火
宅
の
解
釈
に
お
い
て
、
父
親
が
火
宅

の
な
か
に
い
る
子
供
た
ち
に
約
束
し
た
三
車
（
羊
車
・
鹿
車
・

牛
車
）
の
な
か
の
牛
車
と
、
父
親
が
最
後
に
子
供
た
ち
に
与
え

る
大
白
牛
車
と
が
同
じ
か
ど
う
か
、
中
国
に
お
い
て
解
釈
が
分

か
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
で
あ
れ
ば
、
車
は
全
部
で
三
車
と
な

り
、
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
四
車
と
な
る
。
前
者
の
解
釈
が
三
車

家
と
呼
ば
れ
、
後
者
の
解
釈
が
四
車
家
と
呼
ば
れ
る
。
三
車
家

の
代
表
が
法
相
宗
の
基
（
六
三
二
―
六
八
二
）
で
あ
り
、
四
車

家
の
代
表
が
法
雲
（
四
六
七
―
五
二
九
）
や
智
�
（
五
三
八
―

五
九
八
）
で
あ
る
。
吉
蔵
（
五
四
九
―
六
二
三
）
は
従
来
、
三

車
家
の
代
表
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

三
車
家
と
四
車
家
の
い
ず
れ
か
一
方
に
執
著
す
る
こ
と
の
な
い

自
由
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
衆
生
の
悟
り
こ
そ
重

要
で
あ
っ
て
、
学
説
自
体
は
衆
生
の
悟
り
と
の
関
係
を
踏
ま
え

て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
10
）
西
谷
幸
介
『
宗
教
間
対
話
と
原
理
主
義
の
克
服
―
宗
教
倫
理
的

討
論
の
た
め
に
』（
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
と
く
に
第

二
章
「
排
他
主
義
・
包
括
主
義
・
多
元
主
義
と
い
う
類
型
論
の
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曖
昧
性
」
を
参
照
。
西
谷
氏
は
、
宗
教
の
類
型
論
と
し
て
、
ヒ

ッ
ク
よ
り
も
リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
の
「
認
知
―
命
題
型
」「
体
験
―

表
出
型
」「
文
化
―
言
語
型
」
の
有
効
性
を
主
張
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
リ
ン
ド
ベ
ッ
ク
『
教
理
の
本
質
』（
田
丸
徳
善
監

修
、
星
川
啓
慈
・
山
梨
有
希
子
訳
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
二
〇
〇
三

年
）
を
参
照
。
ま
た
、
星
川
啓
慈
「
宗
教
間
対
話
に
お
け
る

〈
教
理
〉
の
問
題
」（
星
川
啓
慈
・
山
梨
有
希
子
編
『
グ
ロ
ー
バ

ル
時
代
の
宗
教
間
対
話
』
一
―
四
八
頁
、
大
正
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
11
）「
今
我
喜
無
畏
　
於
諸
菩
薩
中
　
正
直
捨
方
便
　
但
説
無
上
道
」

（T
n
o.

262,
9.10a18-19

）
を
参
照
。
た
だ
し
、
梵
本
に
お
い

て
は
、「
方
便
を
捨
て
る
」
こ
と
が
明
確
に
は
表
現
さ
れ
て
い

な
い
。

（
12
）「
あ
る
人
が
心
の
底
か
ら
仏
の
舎
利
を
求
め
る
よ
う
に
、
経
典

（『
法
華
経
』）
を
求
め
、
獲
得
し
て
推
し
戴
き
、
も
は
や
他
の

経
典
を
求
め
ず
、
ま
た
外
道
の
典
籍
を
心
に
思
っ
た
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
の
た
め
に
こ
そ
（『
法
華
経
』
を
）

説
く
こ
と
が
で
き
る
（
如
人
至
心
　
求
仏
舎
利
　
如
是
求
経

得
已
頂
受
　
其
人
不
復
　
志
求
余
経
　
亦
未
曾
念
　
外
道
典
籍

如
是
之
人
　
乃
可
為
説
）」（T

n
o.

262,
9.16b

1-4

）
を
参
照
。

ま
た
、
安
楽
行
品
に
は
、
外
道
や
梵
志
な
ど
の
仏
教
以
外
の
宗

教
者
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
て
い
る
。「
非
仏
教
徒
、

バ
ラ
モ
ン
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
な
ど
、
世
俗
の
文
学
や
詩
歌
な
ど

の
非
仏
教
的
な
書
物
を
作
る
者
、
順
世
外
道
、
順
世
外
道
に
反

論
す
る
者
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
（
不
親
近
諸
外
道
梵
志
尼

�
子
等
、
及
造
世
俗
文
筆
讃
詠
外
書
、
及
路
伽
耶
陀
逆
路
伽
耶

陀
者
）」（T

no.262,9.37a19-21

）
を
参
照
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

日
蓮
の
立
場
は
、
基
本
的
に
第
一
の
解
釈
が
強
く
、
部
分
的
に

は
第
二
の
解
釈
を
含
む
も
の
だ
と
考
え
る
。
日
蓮
の
排
他
主
義

の
理
論
的
な
立
場
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
如
来
の
使
い
、
日
蓮
」

（『
法
華
経
思
想
史
か
ら
学
ぶ
仏
教
』
一
九
〇
―
二
〇
六
頁
、
前

掲
同
書
）
を
参
照
。

（
13
）
中
国
の
天
台
宗
の
智
�
の
立
場
は
、
第
二
の
解
釈
が
強
い
が
、

第
一
の
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
「
正
直
捨

方
便
　
但
説
無
上
道
」
も
、
智
�
が
『
法
華
玄
義
』
に
お
い
て
、

蓮
華
の
華
落
蓮
成
（
花
が
落
ち
て
実
が
成
る
こ
と
）
の
姿
が
廃

権
立
実
（
権
を
廃
し
て
実
を
立
て
る
こ
と
）
を
た
と
え
る
こ
と

の
経
証
と
し
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
（T

n
o.

1716,

33.681b
3-5

）。
智
�
の
法
華
経
観
に
つ
い
て
は
、
智
�
は
法
華

経
至
上
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
円
教
至
上
主
義
で
あ
る
こ
と
を

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。「
智
�
と
吉
蔵
の
法
華
経
観
の
比
較
―

智
�
は
果
た
し
て
法
華
経
至
上
主
義
者
か
？
」（『
平
井
俊
榮
博

士
古
稀
記
念
論
集
・
三
論
教
学
と
仏
教
諸
思
想
』
一
五
五
―
一

七
〇
頁
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。
英
語
訳
は
次
を

参
照
。

“A
C
om

parison
of

Z
hiyi ’s

and
Jizang ’s

V
iew

s

of
th

e
L
otus

Sutra:
D
id

Z
h
iy
i,

after
all,

A
d
v
ocate

a

‘L
otu

s
A
b
solu
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’?, ”

in
:
A
n
n
u
al

R
ep

ort
of

T
h
e

In
tern

ation
al

R
esearch

In
stitu

te
for

A
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an

ced

B
u
d
d
h
olog

y
at

S
ok

a
U
n
iv
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for
th

e
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cad

em
ic

Y
ear

1999 ,2000,pp.125-147.
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天
台
宗
の
法
華
経
至
上
主
義
の
形
成
に
は
、
湛
然
（
七
一
一

―
七
八
二
）
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
智
�

と
湛
然
の
間
に
は
、
華
厳
経
至
上
主
義
の
立
場
に
立
つ
華
厳
宗

の
成
立
、
三
乗
真
実
・
一
乗
方
便
を
唱
え
る
法
相
宗
の
成
立
、

教
外
別
伝
を
唱
え
る
禅
宗
の
成
立
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ

ら
の
諸
宗
派
と
の
対
抗
上
、
湛
然
は
法
華
経
至
上
主
義
を
強
調

す
る
に
至
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
日
蓮
は
湛
然
の
直
接
的
な
影

響
を
受
け
た
と
見
な
さ
れ
る
。

（
14
）
注
３
の
拙
稿
を
参
照
。

（
15
）『
法
華
文
句
』
巻
第
六
上
、「
今
経
明
小
善
成
仏
。
此
取
縁
因
為

仏
種
。
若
不
信
小
善
成
仏
、
即
断
世
間
仏
種
也
」（T

no.1718,

34.79a24-25

）
を
参
照
。

（
16
）『
法
華
経
』
の
一
乗
思
想
（
誰
も
が
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
思
想
）
を
具
体
的
に
実
践
的
に
表
現
し
た
も
の
が
常
不

軽
菩
薩
の
礼
拝
行
で
あ
る
。
拙
論
「『
法
華
経
』
の
実
践
思
想

―
常
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
行
」（（『
法
華
経
思
想
史
か
ら
学
ぶ
仏

教
』
四
八
―
六
四
頁
、
前
掲
同
書
）
を
参
照
。
英
語
訳
は
次
を

参
照
。“T
h
e

P
ractice

of
B
od

h
isattv

a
N
ev

er

D
isparaging

in
the

L
otus

Sūtra
and

its
R
eception

in

C
hina

and
Japan, ”

in: T
he

Journal
of

O
riental

Studies

12,2002,pp.104-122.

（
17
）
拙
稿
「『
法
華
経
』
の
包
括
主
義
と
宗
教
的
寛
容
」（
注
３
参
照
）

一
一
八
―
一
二
〇
頁
を
参
照
。
英
語
訳
に
つ
い
て
は
、
五
〇
―

五
一
頁
を
参
照
。

（
18
）「
一
乗
」
を
多
元
主
義
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
は
、
過
去

の
仏
教
の
歴
史
に
は
現
れ
て
い
な
い
。
今
日
の
よ
う
な
諸
宗
教

が
共
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
は
、
人
類
に
と

っ
て
は
じ
め
て
の
経
験
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
国
で
は
、
唐
末

以
降
、
儒
教
、
仏
教
、
道
教
の
三
教
一
致
を
主
張
す
る
思
想
が

強
く
な
り
、
日
本
に
お
い
て
も
江
戸
時
代
に
は
、
神
道
、
儒
教
、

仏
教
の
三
教
一
致
を
主
張
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
と
い
う
歴

史
的
事
実
は
あ
っ
た
。

（
19
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
『
宗
教
多
元
主
義
』（
前
掲
）
六
六
頁
を
参

照
。

（
20
）
日
蓮
は
、
安
楽
行
品
と
勧
持
品
の
修
行
を
二
者
択
一
の
も
の
と

捉
え
、
日
蓮
の
活
動
し
た
日
本
・
鎌
倉
時
代
（
末
法
時
代
）
と

い
う
時
代
と
地
域
に
関
す
る
特
殊
な
限
定
の
も
と
で
勧
持
品
を

選
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
・
世
界
と
い
う
新
た
な
条
件

の
も
と
で
は
、
安
楽
行
品
の
所
説
を
見
直
す
価
値
が
あ
る
と
、

筆
者
は
考
え
る
。

（
21
）『
法
華
文
句
』
巻
第
八
下
、「
天
台
師
は
言
っ
て
い
る
。『
止
観

の
慈
悲
は
、（
身
・
口
・
意
の
）
三
種
の
業
と
誓
願
を
導
く
』

と
。
…
…
こ
れ
を
身
体
的
行
為
の
安
楽
行
と
名
づ
け
る
。
そ
の

他
の
口
・
意
・
誓
願
も
同
様
で
あ
る
。（
天
台
師
云
、
止
観
慈

悲
導
三
業
及
誓
願
。
…
…
是
名
身
業
安
楽
行
。
余
口
意
誓
願
亦

如
是
。）」（T

no.
1718,

34.119a19-27

）
を
参
照
。
他
の
注
釈

家
や
と
く
に
慧
思
の
四
安
楽
行
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
慧
思

『
法
華
経
安
楽
行
義
』
の
研
究
（
２
）」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀

要
』
二
〇
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
）
を
参
照
。

（
22
）「
菩
薩
摩
訶
薩
於
後
悪
世
、
云
何
能
説
是
経
」（T

n
o.

262,
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9.37a10

）
を
参
照
。

（
23
）「
若
菩
薩
摩
訶
薩
於
後
悪
世
欲
説
是
経
、
当
安
住
四
法
」（T

no.

262,9.37a11-12

）
を
参
照
。

（
24
）「
若
菩
薩
摩
訶
薩
住
忍
辱
地
、
柔
和
善
順
、
而
不
卒
暴
、
心
亦

不
驚
、
又
復
於
法
無
所
行
、
而
観
諸
法
如
実
相
、
亦
不
行
不
分

別
、
是
名
菩
薩
摩
訶
薩
行
処
」（T

n
o.

262,
9.37a14-17

）
を

参
照
。

（
25
）
こ
の
交
際
範
囲
の
制
限
に
は
、
声
聞
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
者

に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
な
ど
の
排
他
的
態
度
も
見
ら
れ
る

（T
no.

262,
9.37a25-26

を
参
照
）。
ま
た
、
近
づ
い
て
は
な
ら

な
い
職
業
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
種
の
職
業
に
対
す

る
差
別
思
想
が
見
ら
れ
、
一
切
衆
生
の
成
仏
を
目
指
し
た
は
ず

の
『
法
華
経
』
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
が
、
時

代
思
潮
の
制
約
か
ら
完
全
に
は
自
由
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を

認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
点
は
、
他
の
古
い
宗
教
聖

典
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
26
）「
若
口
宣
説
若
読
経
時
、
不
楽
説
人
及
経
典
過
、
亦
不
軽
慢
諸

余
法
師
。
不
説
他
人
好
悪
長
短
。
於
声
聞
人
亦
不
称
名
説
其
過

悪
、
亦
不
称
名
讃
歎
其
美
。
又
亦
不
生
怨
嫌
之
心
。
善
修
如
是

安
楽
心
、
故
諸
有
聴
者
、
不
逆
其
意
。
有
所
難
問
、
不
以
小
乗

法
答
、
但
以
大
乗
而
為
解
説
、
令
得
一
切
種
智
」（T

n
o.

262,

9.38a1-7

）
を
参
照
。

（
27
）「
無
懐
嫉
妬
諂
誑
之
心
。
亦
勿
軽
罵
学
仏
道
者
、
求
其
長
短
。

若
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
、
求
声
聞
者
、
求
辟
支
仏
者
、

求
菩
薩
道
者
、
無
得
悩
之
、
令
其
疑
悔
、
語
其
人
言
、
汝
等
去

道
甚
遠
、
終
不
能
得
一
切
種
智
。
所
以
者
何
、
汝
是
放
逸
之
人
、

於
道
懈
怠
故
。
又
亦
不
応
戯
論
諸
法
、
有
所
諍
競
。
当
於
一
切

衆
生
起
大
悲
想
、
於
諸
如
来
起
慈
父
想
、
於
諸
菩
薩
起
大
師
想
。

於
十
方
諸
大
菩
薩
、
常
応
深
心
恭
敬
礼
拝
。
於
一
切
衆
生
平
等

説
法
。
以
順
法
故
、
不
多
不
少
。
乃
至
、
深
愛
法
者
、
亦
不
爲

多
説
」（T

no.262,9.38b3-14

）
を
参
照
。

（
28
）「
於
在
家
出
家
人
中
生
大
慈
心
、
於
非
菩
薩
人
中
生
大
悲
心
、

応
作
是
念
、
如
是
之
人
、
則
為
大
失
。
如
来
方
便
随
宜
説
法
、

不
聞
不
知
不
覚
、
不
問
不
信
不
解
。
其
人
雖
不
問
不
信
不
解
是

経
、
我
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
時
、
随
在
何
地
、
以
神
通
力

智
慧
力
引
之
、
令
得
住
是
法
中
」（T

no.
262,

9.38c5-11

）
を

参
照
。

（
29
）
私
が
本
論
で
取
り
上
げ
た
四
安
楽
行
、「
如
来
の
衣
座
室
」
は

い
ず
れ
も
本
来
、『
法
華
経
』
弘
通
の
た
め
の
心
構
え
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
間
対
話
の
心
構
え
に
何
ら
か
の
示
唆

を
与
え
る
も
の
と
し
て
参
照
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
間
対
話
は
、

も
ち
ろ
ん
布
教
の
場
で
は
な
い
。
地
球
的
問
題
群
の
解
決
に
向

け
て
、
諸
宗
教
が
協
力
す
る
場
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
れ
だ
け

問
題
の
解
決
に
智
慧
を
出
せ
る
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
げ
る
か

と
い
う
、
良
い
意
味
で
の
競
争
、
諸
宗
教
の
切
磋
琢
磨
も
必
要

で
あ
ろ
う
。
相
手
か
ら
何
か
を
学
び
、
自
己
の
宗
教
を
深
化
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
真
剣
さ
が
必
要
と
な
る
と
思
う
。

（
30
）「
若
有
善
男
子
善
女
人
、
如
来
滅
後
、
欲
為
四
衆
説
是
法
華
経

者
、
云
何
応
説
。
是
善
男
子
善
女
人
入
如
来
室
、
著
如
来
衣
、

坐
如
来
座
。
爾
乃
応
為
四
衆
広
説
斯
経
。
如
来
室
者
、
一
切
衆
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生
中
大
慈
悲
心
是
。
如
来
衣
者
、
柔
和
忍
辱
心
是
。
如
来
座
者
、

一
切
法
空
是
」（T

no.262,9.31c21-27

）
を
参
照
。

（
31
）「
三
草
二
木
」
の
譬
喩
は
、『
法
華
経
』
の
代
表
的
な
七
つ
の
譬

喩
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
譬
喩
だ
け
が
イ
ン
ド
の
大
雨
と
い

う
自
然
現
象
に
基
づ
い
た
譬
喩
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
工
的
に

『
法
華
経
』
の
教
え
に
適
合
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
他
の
六
つ

の
譬
喩
と
相
違
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
と
、
譬
喩
の

内
容
に
『
法
華
経
』
の
思
想
と
合
致
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
も

の
も
含
ま
れ
る
の
で
、
解
釈
に
は
注
意
を
要
す
る
。

（
32
）T

no.262,9.19a25-20b19

を
参
照
。

（
か
ん
の
　
ひ
ろ
し
／
創
価
大
学
教
授
）
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