
53

「東洋学術研究」第49巻第２号

フリッチョフ・シュオンにおけるイスラームと仏教

フ
リ
ッ
チ
ョ
フ
・
シ
ュ
オ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教

中
村
葊
治
郎

は
じ
め
に

　

日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
会
い
が
始
ま
っ
て
す
で
に
久
し

く
、
今
や
キ
リ
ス
ト
教
抜
き
で
は
日
本
の
文
化
は
語
れ
な
い
ま

で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
仏
教
と
キ
リ
ス

ト
教
の
間
の
対
話
・
相
互
理
解
の
試
み
は
、
具
体
例
を
挙
げ
る

ま
で
も
な
く
か
な
り
広
範
か
つ
深
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

他
方
、
日
本
人
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
関
係
が
始
ま
る
の
は
明
治

も
半
ば
以
降
で
あ
る
。
開
国
に
よ
っ
て
海
外
の
ム
ス
リ
ム
︵
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
︶
と
の
接
触
が
始
ま
り
、
特
に
昭
和
期
に
入
る
と
、

日
本
の
対
外
政
策
の
一
環
と
し
て
中
国
大
陸
や
中
央
ア
ジ
ア
に

居
住
す
る
ム
ス
リ
ム
諸
民
族
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
彼
ら
と
の

関
係
強
化
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
日
本
人
の
ム
ス
リ
ム
が
生
ま
れ
、
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
お
よ

び
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
の
学
問
的
研
究
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
くあ
。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
は
敗
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム

研
究
が
再
開
さ
れ
、
軌
道
に
乗
る
の
は
戦
後
10
年
た
っ
て
か
ら

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
研
究
の
中
心
は
歴
史
で
あ
り
、
宗
教
と

し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
関
心
は
依
然
と
し
て
低
く
、
こ
の
よ

う
な
状
況
は
今
日
に
お
い
て
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
仏
教
徒
も
含
め
、
日
本
の
宗
教
者
の
中
で
イ
ス
ラ
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ー
ム
に
関
心
を
も
つ
人
は
あ
ま
り
い
な
い
。
仏
教
と
イ
ス
ラ
ー

ム
の
比
較
研
究
・
相
互
理
解
に
至
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
特
に
注
目
に
値
す
る
の
が
井
筒
俊
彦
で
あ
る
。

　

井
筒
は
改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
比
較
哲
学
者
で
あ

り
、
世
界
的
に
著
名
な
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
哲
学
の
研
究
者
で
あ

る
。
彼
に
は
、
老
荘
の
思
想
と
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
哲
学
者
イ
ブ

ン
＝
ア
ラ
ビ
ー
の
そ
れ
と
の
比
較
研
究
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
一

書
は
あ
る
がい
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
を
正
面
か
ら
比
較
し
て
論

じ
た
著
作
は
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、
和
文
・
英

文
を
含
め
幾
つ
か
の
著
書
・
論
文
が
あ
り
、
東
洋
哲
学
の
事
例

研
究
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
通
時
的
基
本
構
造
を
探
求
す
る
過
程

で
、
仏
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
諸
所
で
言
及
し
て
い
るう
。

今
一
つ
、
最
近
の
仏
教
者
と
ム
ス
リ
ム
と
の
対
話
の
例
と
し
て

は
、
池
田
大
作
創
価
学
会
名
誉
会
長
と
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ
フ
マ
ン
・

ワ
ヒ
ド
元
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
統
領
と
の
対
談
が
あ
るえ
。

　

本
稿
で
は
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂︵Philosophia Perennis

︶を
唱
導
し
、

イ
ス
ラ
ー
ム
・
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団︵
タ
リ
ー
カ
︶の
シ
ャ
イ
フ︵
導
師
︶

と
し
て
弟
子
の
指
導
に
、
ま
た
諸
宗
教
に
つ
い
て
の
独
自
の
比

較
研
究
や
著
述
で
活
動
し
た
フ
リ
ッ
チ
ョ
フ
・
シ
ュ
オ
ン
︵
ム
ス

リ
ム
名
、
イ
ー
サ
ー
・
ヌ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
マ
ド
︶を
取
り
上
げ
、

彼
が
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
・
伝
統
主
義
者
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム

と
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
紹
介
し
、
そ
の
意

義
を
考
え
て
み
た
い
。

　

シ
ュ
オ
ン
は
、
１
９
０
７
年
に
ド
イ
ツ
系
ス
イ
ス
人
で
カ
ト

リ
ッ
ク
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
20
年
、
父
の
死
去
に
伴
い
、

母
の
郷
里
の
ア
ル
ザ
ス︵
当
時
仏
領
︶
に
移
る
。
家
計
を
支
え
る
た

め
に
早
く
か
ら
働
き
始
め
る
。
23
年
、
ル
ネ
・
ゲ
ノ
ンお
が
西
洋

近
代
を
痛
烈
に
批
判
し
た
﹃
東
洋
と
西
洋
﹄
を
読
ん
で
感
動
し
、

次
々
と
彼
の
著
書
を
読
み
始
め
、
彼
と
文
通
す
る
よ
う
に
な
る
。

ゲ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
究
極
の
真
理
︵﹁
永
遠
の
哲
学
﹂︶
は
も
は
や
近

代
西
洋
に
は
な
く
、
東
洋
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
真
理
を
求

め
る
者
は
、
自
ら
東
洋
の
伝
統
の
中
で
直
接
導
師
か
ら
学
ぶ
ほ

か
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
オ
ン
も
同
様
に
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の

伝
統
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

　

32
年
12
月
初
め
、
彼
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ム
ス
タ
ガ
ー
ネ
ム

に
本
部
を
置
く
ア
ラ
ウ
ィ
ー
・
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
に
入
門
を
許

さ
れ
、
シ
ャ
イ
フ
・
ア
フ
マ
ド
の
指
導
を
受
け
る
。
し
か
し
、

数
ヵ
月
の
滞
在
で
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
再
度
本
部
を
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訪
問
し
て
ム
カ
ッ
ダ
ム︵
代
理
︶と
し
て
の
認
証
を
得
る
。
そ
の
後

ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
と
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ミ
ア
ン

に
シ
ュ
オ
ン
を
霊
的
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ

る
が
、
シ
ュ
オ
ン
が
直
接
指
導
し
た
の
は
ア
ミ
ア
ン
の
グ
ル
ー

プ
で
あ
っ
た
。
彼
は
弟
子
の
指
導
の
ほ
か
、
様
々
な
宗
教
に
関

心
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
本
質
的
一
体
性
を
明
ら
か
に
す
る
著
書

や
論
文
を
数
多
く
公
刊
し
、
晩
年
に
は
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の

宗
教
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
間
、
彼
を
訪
ね
る
外
国

人
も
多
く
、
日
本
か
ら
は
緒
方
宗
伯
、
久
松
真
一
、
坂
東
性
純

な
ど
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︵Schuon, 79
︶。
92
年
に
引
退
し
、

６
年
後
の
98
年
に
90
歳
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。

１　

シ
ュ
オ
ン
の「
永
遠
の
哲
学
」

　

シ
ュ
オ
ン
お
よ
び
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
﹁
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
﹂

︵Perennialist

︶、
な
い
し
は﹁
伝
統
主
義
者
﹂︵Traditionalist

︶と
呼
ば

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
と
は
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂

︵Philosophia Perennis

︶
の
信
奉
者
・
唱
道
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る

︵﹁
永
遠
の
知
恵
﹂Sophia Perennis

、
ま
た
は
﹁
永
遠
の
宗
教
﹂R

eligio 

Perennis

と
も
呼
ば
れ
る
︶。﹁
永
遠
の
哲
学
﹂
と
い
え
ば
、
わ
が
国

で
は
通
常
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
レ
ー
が
思
い
出
さ
れ
る
がか
、
シ

ュ
オ
ン
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

両
者
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
シ
ュ
オ

ン
が
﹁
伝
統
主
義
者
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂

を
伝
え
る
も
の
と
し
て
古
い
過
去
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
︵
啓
示

さ
れ
た
︶聖
な
る
伝
統
を
重
要
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

今
一
つ
注
意
す
べ
き
点
は
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂と
い
う
時
の﹁
哲

学
﹂に
つ
い
て
で
あ
る
。
通
常
、﹁
哲
学
﹂と
い
え
ば
、
人
間
や
世

界
に
つ
い
て
の
理
性
や
論
理
に
よ
る
体
系
的
思
考
の
営
み
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
﹁
哲
学
﹂
は
む
し
ろ
理
性
を
超
え
た
世

界
に
つ
い
て
の
人
間
の
思
惟
を
意
味
す
る
も
の
で
、
シ
ュ
オ
ン

が
通
常﹁
形
而
上
学
﹂︵m

etaphysics

︶の
語
で
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
語
も
、
存
在
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
形
而
上
学
﹂
と
は
異
な
り
、
存
在
を
超
え
た
世

界
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
世
に
あ
る
宗
教
は
様
々
で
あ

る
が
、
そ
の
究
極
の
本
質
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
。
彼
は
こ

れ
を
﹁
超
越
的
一
体
性
﹂︵transcendent unity

︶
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、

宗
教
の
本
質︵essence
︶は
一
つ
で
あ
り
普
遍
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
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を
表
現
す
る
、
あ
る
い
は
啓
示
す
る﹁
形
式
﹂︵form

︶は
多
様
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
担
い
手
で
あ
る
人
間
の
、
言
語
を
初
め
と
す
る

文
化
や
環
境
そ
の
他
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
宗
教

の
本
質
に
関
わ
る
部
分
を
シ
ュ
オ
ン
は﹁
秘
教
﹂︵esoterism

︶と
呼

び
、
形
式
に
関
わ
る
部
分
を﹁
顕
教
﹂︵exoterism

︶と
呼
ん
で
い
る

︵Life, 85 -90

︶。

　

宗
教
の
本
質
と
形
式
、
秘
教
と
顕
教
の
関
係
に
つ
い
て
み
る

と
、
両
者
は
共
に
宗
教
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
中
心
は
あ
く
ま
で
も
秘
教
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
両
要
素
は
宗
教
に
不
可
欠
で
あ
る
と
は
い
え
、
両
者
の
具

体
的
な
現
象
形
態
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
は
諸
宗
教
相
互
の

間
で
そ
う
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
一
の
伝
統
で
も
歴
史
的

に
み
て
多
様
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
モ
ー
セ
の
ユ

ダ
ヤ
教
で
は
、
律
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
顕
教
的
性
格
が
強
い

の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
逆
に
秘
教
的
性
格
が
き
わ
め
て

強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
両
者
を
綜
合
す
る
中

間
の
形
態
だ
と
す
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
も
成
立
か
ら
時
を
経

て
、
教
義
の
確
立
・
体
系
化
に
伴
っ
て
顕
教
化
が
進
む
。

　

さ
て
、
宗
教
の
本
質
と
は
、
言
語
や
理
性
・
論
理
を
超
え
た
、

主
客
未
分
の
無
分
節
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
と

し
か
い
い
よ
う
が
な
い
が
、
む
ろ
ん
何
も
無
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
有
と
無
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
秘
め
た
無
限
な
る
も
の
、

し
か
し
亀
裂
は
一
切
な
く
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
思
惟
を
超
え

た
充
全
体︵plenitude

︶だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
本
質
は
宗
教
に
よ
っ
て
様
々
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
イ
ン
ド
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
︵B

rahm
an

︶、
仏
教
の
涅
槃

︵N
irvā na

︶や
空︵Shū nyatā

︶な
ど
で
あ
る
。
一
神
教
に
お
い
て
は
、

顕
教
に
属
す
る
人
格
神
の
奥︵
上
︶に
あ
り
、
そ
れ
と
一
応
切
り
離

さ
れ
た
形
の
、
非
人
格
的
で
一
切
の
属
性
を
離
れ
た
絶
対
超
越

的
な
る︵
神
の
︶本
質
、
神
性︵G

odhead 

あ
る
い
はD

ivinity

。
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
い
うG

ottheit

︶︵U
nderstanding, 16

︶
の
こ
と
で
あ
る
。
顕

教
と
し
て
通
常
に
理
解
さ
れ
る
神
は
、
そ
の
本
質
と
属
性
・
名

前
は
不
可
分
の
一
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂

︵
秘
教
︶に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
格
神
は
究
極
的
超
越
的
絶

対
者
と
し
て
分
離
さ
れ
た
本
質
の
最
初
の
顕
現
体
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
、
伝
統
が
変
わ
れ
ば
、
顕
現
の
仕
方
も
異
な
る
。

例
え
ば
、
仏
教
で
は
、
無
余
涅
槃
︵Parinirvā na

︶
か
ら
有
余
涅
槃
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︵N
irvā na

︶へ
の
顕
現
の
よ
う
に
。
こ
う
し
て
神
自
体
が
顕
現
体
と

し
て
相
対
化
さ
れ
る
。

　

シ
ュ
オ
ン
は
こ
の
本
質
を
様
々
な
用
語
で
表
現
し
て
い
る
。

例
え
ば
、﹁
絶
対
的
な
る
も
の
﹂﹁
絶
対
者
﹂︵the A

bsolute

︶、﹁
存

在
を
超
え
た
も
の
﹂﹁
超
存
在
﹂︵B

eyond-B
eing

︶、﹁︵
究
極
的
︶実
在
﹂

︵R
eality

︶、﹁︵
究
極
的
︶
原
理
﹂︵Principle

︶、﹁︵
究
極
的
︶
実
体
﹂

︵Substance

︶、﹁︵
究
極
的
︶
真
理
﹂︵Truth

︶
な
ど
で
あ
る
。
正
に
井

筒
俊
彦
の
い
う
﹁
実
在
の
ゼ
ロ
・
ポ
イ
ン
ト
﹂、
鈴
木
大
拙
の
い

う
﹁
無
分
別
﹂
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
応
、﹁
究
極
的
実
在
﹂
な
い

し
は
﹁
絶
対
者
﹂
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
用

語
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
符
号
に
過
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
宗

教
の
﹁
本
質
﹂
は
言
語
に
よ
る
表
現
・
理
解
を
超
え
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
シ
ュ
オ
ン
は
敢
え
て
言
説
を
超
え
た
究
極
的
実
在

を
人
間
の
主
観
か
ら
見
た
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
描
き
出

す︵Survey, 28 -32

︶。
ま
ず
、
こ
の
究
極
的
実
在
に
は
三
つ
の
様
態

︵m
odes

︶と
三
つ
の
特
性︵dim

ensions

︶、
三
つ
の
序
列︵degrees

︶が

あ
る
と
す
る
。
三
つ
の
﹁
様
態
﹂
と
は
、
知
恵
︵W

isdom

︶・
力

︵Pow
er

︶・
善
性︵G

oodness

︶で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
別
々
に
並
列
し

て
あ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
浸
透
し
一
体
と
な
っ
て
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
各
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
絶
対

的
﹂︵A

bsolute

︶
で
あ
り
、﹁
無
限
﹂︵Infinite

︶
で
あ
り
、﹁
完
全
﹂

︵Perfect

︶で
あ
る
と
い
う﹁
特
性
﹂を
も
っ
て
い
る
。
シ
ュ
オ
ン
に

よ
れ
ば
、
こ
の
知
恵
・
力
・
善
性
は
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
属
性
と
さ
れ
る
存
在
︵sat

︶・
知
︵cit

︶・
歓
喜

︵ā nanda

︶に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の﹁
超
存
在
﹂︵B

eyond-B
eing

︶は
幾
つ
か
の﹁
序
列
﹂、

段
階
を
経
て
顕
現
す
る︵W

ritings, 315 -20 ; Perennial, 57

︶。
ま
ず
、

﹁
超
存
在
﹂は﹁
存
在
﹂︵B

eing

︶と
し
て
顕
現
し
、
そ
れ
か
ら﹁
現
実

存
在
﹂︵Existence

︶
と
し
て
顕
現
す
る
。
そ
し
て
﹁
現
実
存
在
﹂
は

﹁
存
在
﹂に
従
属
し
、﹁
存
在
﹂は﹁
超
存
在
﹂に
従
属
す
る
。﹁
存
在
﹂

の
レ
ベ
ル
で
は
、
い
わ
ば
無
名
の
、
有
無
を
超
え
た
﹁
超
存
在
﹂

が
具
体
的
な
存
在
と
し
て
、
一
神
教
の
伝
統
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

ま
で
無
色
無
名
で
非
人
格
的
で
超
越
的
な
本
質
が
名
前
や
属
性

を
も
っ
た
人
格
神
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
は
い
わ
ば
﹁
超
存
在
﹂
の
内
部
だ
け
の
展
開
・
分
節
化
で

あ
っ
て
、
外
界
に
は
何
の
変
化
も
な
い
。
世
界
は
ま
だ
な
い
。

次
の
﹁
現
実
存
在
﹂
の
レ
ベ
ル
で
初
め
て
外
界
へ
の
顕
現
が
な
さ
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れ
る
。
一
神
教
で
は
、
そ
れ
は
神
の
創
造
行
為
の
結
果
、
つ
ま

り
神
名
の
投
影
と
し
て
表
象
さ
れ
、
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で

は
、
世
界
は
﹁
愚
者
﹂
の
見
る
﹁
絶
対
者
﹂、
つ
ま
り
人
間
の
無
明

に
よ
る
マ
ー
ヤ
ー
︵
幻
影
︶と
み
な
さ
れ
る︵Tracks, 137

︶。

　

シ
ュ
オ
ン
は
こ
の
﹁
現
実
存
在
﹂
を
さ
ら
に
三
つ
の
レ
ベ
ル
に

細
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
が﹁
知
性
﹂︵Intellect

︶、﹁
霊
﹂

︵Spirit

︶の
レ
ベ
ル
、
第
二
が﹁
魂
﹂︵Soul

︶の
レ
ベ
ル
、
第
三
が﹁
肉

体
﹂︵B

ody

︶の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
こ
の
第
一
は
、﹁
普
遍
的
、
超
形

式
的
顕
現
﹂︵U

niversal, supra-form
al M

anifestation

︶
と
し
て
天
使

的
領
域
を
表
わ
す
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
と
第
三
が
共
に

個
別
の
形
式
的
顕
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
図
は
正
に
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
流
出
論
に
対
応

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
人
間
は
、
そ
れ
自
体
小
宇
宙
と

し
て
神
の
顕
現
体
な
の
で
あ
る
。
一
神
教
の
伝
統
で
は
、
神
は

擬
人
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
が︵anthropom

orphism

︶、
同
様
に
人

間
は
擬
神
化
さ
れ
て
表
象
さ
れ
る
︵theom

orphism

︶。
す
な
わ
ち
、

神
は
﹁
そ
の
姿
に
似
せ
て
﹂
ア
ダ
ム
を
創
り
、
そ
れ
に
息
を
吹
き

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
人
間
に
は
超
理
性
的
な
知
性

︵intellect

︶
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
神
︵
究
極
的
実
在
︶
と
一
体
と

な
り
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

知
者
が
預
言
者
、
聖
者
、
賢
者
と
呼
ば
れ
る
人
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
究
極
的
実
在
、
そ
れ
と
人
間
と
の
超
自
然
的
関

係︵
霊
的
世
界
︶
の
こ
と
を
、
言
語
や
象
徴
に
よ
っ
て
伝
え
る
聖
な

る
伝
承
や
啓
示
が
﹁
伝
統
﹂︵Tradition

︶
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
、

究
極
的
実
在
の
顕
現︵
相
対
化
︶と
同
時
に
、
人
間
が
そ
れ
を
知
る

に
至
る
道
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
宗
教
に
は
基
本
的

な
も
の
で
あ
る︵
モ
ー
セ
の
律
法
、
聖
書
、
コ
ー
ラ
ン
、
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
、

仏
典
な
ど
︶。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
こ
れ
ま
で
い
ず
れ
か
の
伝

統
に
帰
属
し
て
き
た
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
。
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
が
自
ら
を
﹁
伝
統
主
義
者
﹂
と
称
す

る
の
は
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
︵
こ
れ
が
Ａ
・
ハ
ク
ス

レ
ー
や
そ
の
亜
流
と
大
き
く
異
な
る
一
つ
の
点
で
あ
る
︶き。

　

と
こ
ろ
が
西
洋
に
お
い
て
は
、
合
理
主
義
的
人
間
主
義
的
近

代
文
明
が
そ
こ
で
の
伝
統
を
破
壊
し
て
し
ま
い
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂

に
至
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
超
越
的
で
言

説
不
能
な
真
理
の
、
言
語
や
象
徴
に
よ
る
い
わ
ば
﹁
不
完
全
な
﹂

表
現
と
し
て
の
伝
統
は
、
不
合
理
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
か
、

で
な
け
れ
ば
合
理
的
人
間
主
義
的
に
説
明
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
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れ
本
来
の
超
越
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
今
や
西
洋

に
お
い
て
は
、
不
可
視
の
世
界
・
心
霊
界
を
も
理
性
の
名
の
下

に
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
な
れ
ば
、
西
洋
の
人
間
は
ど
こ
に
﹁
永
遠
の
哲
学
﹂
を
求
め

れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
、
す
で
に
西
洋
近
代
文
明
に
侵
さ
れ

つ
つ
あ
る
に
し
て
も
、
ま
だ
聖
な
る
伝
統
が
生
き
て
い
て
、
そ

の
霊
的
指
導
者
た
ち
が
現
に
活
動
し
て
い
る
東
洋
に
お
い
て
で

あ
る
。

　

東
洋
の
伝
統
の
中
で
も
、
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
そ
の
形

而
上
学
の
典
型
と
み
な
し
て
い
る
の
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲

学
の
不
二
一
元
論︵A

dvaita

︶で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
流
れ
を
引

く
近
代
の
代
表
で
あ
る
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
や
そ
の
弟
子
の

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
、﹁
普
遍
の
真
理
﹂︵Sanātana 

D
harm

a

︶
の
名
の
下
に
同
様
の
主
張
を
し
て
い
た
。
そ
こ
で
西
洋

の
知
識
人
は
イ
ン
ド
の
伝
統
に
向
か
う
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る

が
、
ゲ
ノ
ン
や
シ
ュ
オ
ン
を
初
め
大
多
数
の
人
が
イ
ス
ラ
ー
ム

の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
向
か
い
、
自
ら
ス
ー
フ
ィ
ー
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
仏
教
徒
の
マ
ル
コ
・
ぺ
リ
ス
、
ユ
ダ
ヤ

教
徒
の
レ
オ
・
シ
ャ
ー
ヤ
の
よ
う
な
例
外
も
あ
っ
た
が
。
そ
れ

は
一
つ
に
は
、
シ
ュ
オ
ン
の
い
う
よ
う
に︵Schuon, 27

︶、
カ
ー
ス

ト
制
に
代
表
さ
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
も
つ
社
会
的
制
約
に
よ

る
。
今
一
つ
の
理
由
は
、
個
人
史
的
経
緯
や
キ
リ
ス
ト
教
と
イ

ス
ラ
ー
ム
と
い
う
両
宗
教
の
親
近
性
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
︵Life, 
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︶。

　

と
こ
ろ
で
、
伝
統
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は﹁
正
統
﹂と﹁
異
端
﹂

と
い
う
二
つ
の
あ
り
方
が
あ
る
︵Language, 1 -2

︶。
シ
ュ
オ
ン
の

い
う
﹁
正
統
﹂
と
は
、
通
常
の
概
念
と
は
異
な
り
、
聖
な
る
伝
統

へ
の
形
式
的
一
致
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
伝
え
る
真
理

へ
の
内
的
一
致
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て﹁
異
端
﹂と
は
、

伝
統
へ
の
内
的
不
一
致
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
権
威

を
否
定
し
た
釈
尊
の
教
え
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
か
ら
見
れ
ば
異
端

で
あ
る
が
、
シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
伝
統
が
伝
え
る

普
遍
的
真
理
に
一
致
す
る
が
故
に
正
統
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
シ
ュ
オ
ン
を
初
め
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
、
西
洋
近
代

を
厳
し
く
批
判
す
る
と
共
に
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
東
洋
人
の

伝
統
解
釈
に
も
批
判
の
目
を
向
け
、
こ
の
よ
う
な
東
洋
人
の
著

作
を
読
む
西
洋
人
読
者
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
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２　

シ
ュ
オ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム

　

シ
ュ
オ
ン
は
自
ら
選
ん
だ
宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
、

様
々
な
宗
教
、
特
に
同
じ
一
神
教
の
伝
統
に
属
す
る
ユ
ダ
ヤ
教

や
キ
リ
ス
ト
教
と
の
比
較
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

圧
倒
的
多
数
の
読
者
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る

こ
と
を
想
定
し
て
、
彼
ら
の
誤
解
を
解
き
、
そ
の
疑
問
に
答
え

な
が
ら
、
あ
る
べ
き
イ
ス
ラ
ー
ム
を
示
そ
う
と
の
護
教
的
意
図

も
見
え
る
。
具
体
的
に
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
活
動
や
そ

の
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
に
見
ら
れ
る
政
治
性
や﹁
世
俗
﹂性
、

﹁
快
楽
的
な
﹂天
国
、
過
重
な
律
法
主
義
、
極
端
な
神
の
唯
一
性
・

超
越
性
の
強
調
、
な
ど
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
イ
メ
ー
ジ
に

つ
い
て
、
シ
ュ
オ
ン
な
り
の
立
場
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
る
。

　

ま
ず
シ
ュ
オ
ン
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
基
本
的
構
成
要
素
と
し

て
三
つ
を
挙
げ
る︵Form

, 87 -88 ; U
nderstanding, 18 -21

︶。
す
な
わ

ち
、﹁
イ
ー
マ
ー
ン
﹂︵
信
仰
︶と﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂︵
服
従
・
法
︶と﹁
イ

フ
サ
ー
ン
﹂︵
徳
・
道
︶
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
要
素
は
、
彼
が
述

べ
る
よ
う
に
、
預
言
者
の
言
葉
︵
ハ
デ
ィ
ー
ス
︶
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
も
の
で
、
後
に
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
間
で
特
に
重
視
さ
れ

て
き
た
。

　

こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
中
で
は
、
各
々
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
るく
。
ま
ず
、﹁
イ
ー
マ
ー
ン
﹂︵īm

ān

︶
と
は
、﹁
神
と
天
使

と
使
徒
た
ち
を
信
じ
、
最
後
の
日
と
復
活
の
日
を
信
じ
る
こ
と
﹂

で
あ
る
。﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂︵islām

︶
と
は
、﹁
神
の
み
を
崇
め
、
神

に
並
べ
て
何
物
も
拝
せ
ず
、
礼
拝
を
行
な
い
、
定
め
の
喜
捨
を

出
し
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
断
食
を
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
。﹁
イ
フ
サ

ー
ン
﹂︵iḥsān

︶と
は
、﹁
あ
た
か
も
目
の
前
に
見
る
よ
う
に
、
神
を

崇
め
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
い
汝
が
神
を
見
な
く
て
も
、
神
は

必
ず
汝
を
見
る
で
あ
ろ
う
﹂と
。
こ
の﹁
神
を
見
る
こ
と
﹂﹁
見
神
﹂

が
ス
ー
フ
ィ
ー
の
最
高
の
境
地
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
の
シ
ュ
オ
ン
の
理
解
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず﹁
イ
ー
マ
ー
ン
﹂と
は
、﹁
知
性
に
よ
る
神
の
唯
一
性︵U

nity

︶

の
受
け
入
れ
﹂、
つ
ま
り
知
的
に
理
解
し
納
得
す
る
こ
と
、
具
体

的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の﹁
信
仰
告
白
﹂︵﹁
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神
は
な

く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
で
あ
る
﹂︶
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ

る
。﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
と
は
、﹁
自
己
の
意
志
を
神
の
唯
一
性
の
観

念
に
従
わ
せ
る
こ
と
﹂、
つ
ま
り
唯
一
な
る
神
の
命
令
に
服
従
す
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る
こ
と
で
あ
る
。﹁
イ
フ
サ
ー
ン
﹂
と
は
、﹁
前
二
者
を
究
極
の
帰

結
ま
で
拡
大
し
深
化
さ
せ
る
こ
と
﹂
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
イ

ー
マ
ー
ン
﹂は
、
存
在
す
る
の
は
絶
対
者
の
み
と
い
う
こ
と
の﹁
悟

り
﹂︵“ realization”
︶と
な
り
、
そ
れ
が﹁
生
き
た
確
信
﹂︵“ a certitude 

that is lived”

︶と
な
る
こ
と
、﹁
知
る
こ
と
﹂が﹁
あ
る
こ
と
﹂︵being

︶

に
変
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
の
血
肉
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂は
、﹁
一
定
の
規
定
さ
れ
た
行
為
に
限
定

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
本
性
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
を
も

含
む
よ
う
に
な
る
﹂。
要
す
る
に
、﹁
イ
フ
サ
ー
ン
﹂に
よ
っ
て
、﹁
イ

ー
マ
ー
ン
﹂︵
信
仰
︶
は
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
的
不
二
一
元
論
︵N

on-

D
uality

︶的
な
霊
知︵G

nosis

︶と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
知
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
発
現
さ
れ
る
の
が
﹁
イ
ス

ラ
ー
ム
﹂と
な
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
オ
ン
は
、
こ
の
構
造
は
他
の
一
神
教
に
も
見
ら
れ
る
と

す
る
。
た
だ
、
宗
教
に
よ
っ
て
三
つ
の
構
成
要
素
の
配
分
が
異

な
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
、
つ
ま
り
族
長
ア

ブ
ラ
ハ
ム
に
代
表
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、﹁
イ
ー
マ
ー
ン
﹂︵
信

仰
︶が﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂︵
法
︶と﹁
イ
フ
サ
ー
ン
﹂︵
道
︶の
要
素
を
吸

収
し
て
前
面
に
出
て
い
る
と
す
れ
ば
、
モ
ー
セ
的
一
神
教
で
は
、

﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂が﹁
イ
ー
マ
ー
ン
﹂と﹁
イ
フ
サ
ー
ン
﹂を
吸
収
し
、

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、﹁
イ
フ
サ
ー
ン
﹂
が
他
の
二
つ
の
要
素
を
吸

収
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
こ
れ
ら
三

つ
の
要
素
は
バ
ラ
ン
ス
よ
く
保
持
さ
れ
、
均
衡
が
保
た
れ
て
い

る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
シ
ュ
オ
ン
は
直
接
的
に
は
何
も
論
じ
て
は
い
な
い
が
、

究
極
的
に
は﹁
絶
対
者
﹂︵﹁
超
存
在
﹂︶の
顕
現
の
仕
方
に
帰
せ
ら
れ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
各

宗
教
の
成
立
状
況
に
よ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
は﹁﹃
霊
﹄が﹃
文
字
﹄に
対
立
し
、
ま
た
本
質

が
形
式
に
対
立
す
る
よ
う
に
、
律
法
主
義
的
形
式
主
義
的
ユ
ダ

ヤ
教
に
対
立
し
た
。
本
質
の
名
の
下
に
形
式
的
な
モ
ー
セ
的
枠

組
を
破
壊
す
る
こ
と
で
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
秘
教
と
し
て
現
わ

れ
た
﹂︵Logic, 2

︶、
と
シ
ュ
オ
ン
は
見
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト

教
は﹁
愛
の
秘
教
﹂で
あ
り
、
愛
と
犠
牲
の
宗
教
な
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
類
の
祖
ア
ダ
ム︵
と
イ
ヴ
︶は
神
の
命
に

背
い
た
罪
に
よ
っ
て
天
上
の
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
以
後
、

人
類
は
こ
の
罪
を
﹁
原
罪
﹂
と
し
て
背
負
う
こ
と
に
な
り
、
自
ら
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の
力
に
よ
っ
て
神
と
和
解
し
て
救
い
に
至
る
こ
と
は
不
可
能
と

な
る
。
そ
こ
で
人
類
を
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
救
う
た
め
に
神

の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
よ
る
死
と
復
活
の
出
来
事

が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い

て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
と
そ
の
救
済
の
業
の
理
解
が
そ
の
基

礎
と
な
り
、
す
べ
て
は
こ
の
﹁
救
済
の
神
的
生
命
線
﹂︵Stations, 

50

︶の
有
効
性
の
認
識
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
﹁
愛
の
秘
教
﹂
も
、
や
が
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
教

と
な
っ
て
公
的
世
界
に
登
場
し
、
神
学
的
体
系
化
が
進
む
に
つ

れ
て
顕
教
化
す
る
。
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
は
霊
知
を
含
む

秘
教
的
性
格
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、秘
教︵esoterism

︶

と
顕
教
︵exoterism

︶、
本
質
と
形
式
の
間
に
依
然
と
し
て
﹁
亀
裂
﹂

が
残
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
、
と
シ
ュ
オ
ン
は
見
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、﹁
確
信
﹂
と
﹁
均
衡
﹂
の
宗
教

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
真
理
は
﹁
人
と
な

っ
た
神
﹂
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
神
の
愛
で
あ
り
、
そ
こ
で

の
秘
教
は
愛
に
お
け
る
神
と
の
﹁
結
合
﹂︵U

nion

︶
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
そ
れ
は
、
神
の
唯
一
性
と
そ
の

知
で
あ
る
︵U

nderstanding, 16

︶。
そ
れ
は
単
に
唯
一
な
る
神
へ
の

信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
存
在
す
る
の
は
神︵
絶
対
者
︶の
み
と
の
知
、

つ
ま
り
多
性
の
幻
影
を
突
き
抜
け
、
主
客
の
対
立
を
超
え
た
真

の
一
性
を
感
得
す
る
霊
知
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
シ
ュ
オ
ン
は

﹁
確
信
﹂と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
の
秘
教
を
﹁
愛
の
道
﹂
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、
シ

ュ
オ
ン
は
こ
の﹁
確
信
﹂を﹁
霊
知
の
道
﹂と
呼
ぶ
。
ま
た
、
前
者

を﹁
相
対
的
秘
教
﹂︵relative esoterism

︶と
呼
び
、
後
者
を﹁
絶
対
的

秘
教
﹂︵absolute esoterism

︶
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て

﹁
愛
の
秘
教
﹂
が
霊
知
と
共
同
体
の
宗
教
的
信
仰
︵belief

︶、
つ
ま

り
顕
教
と
の
仲
介
を
な
す
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
エ
リ

ー
ト
の
宗
教
と
民
衆
の
そ
れ
を
結
ぶ
も
の
が
﹁
愛
の
道
﹂
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
﹁
均
衡
﹂
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
地
上
的
次
元
で

は
均
衡
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
す
べ

て
を
そ
れ
に
相
応
し
い
場
に
置
く
こ
と
を
求
め
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
個
人
と
共
同
体
を
明
確
に
区
別
し
、
他
方
で
そ
れ
ら
相

互
の
連
帯
を
も
配
慮
す
る
。﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
﹂
と
は
、
人
の
心
と

社
会
の
双
方
に
お
け
る
絶
対
者
の
働
き
の
中
で
、
均
衡
に
も
た

ら
さ
れ
た
人
間
の
状
態
な
の
で
あ
る︵U

nderstanding, 40

︶。
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イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
た
の
は
、
そ
の
知

性
が
欲
望
に
屈
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、

唯
一
な
る
神
の
信
仰
を
基
礎
に
し
て
、﹁
外
か
ら
﹂
は
法
︵
シ
ャ
リ

ー
ア
︶に
よ
っ
て
、﹁
内
側
か
ら
﹂は
ス
ー
フ
ィ
ー
の﹁
道
﹂︵
タ
リ
ー

カ
︶、
つ
ま
り
﹁
イ
フ
サ
ー
ン
﹂︵
徳
︶
に
よ
っ
て
、
そ
の
欲
望
を
否

定
す
る
の
で
は
な
く
、
中
和
し
て
正
し
い
方
向
付
け
を
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
社
会
生
活
の
基
盤

と
な
る
様
々
な
人
間
の
欲
望
は
肯
定
さ
れ
る
。
性
も
結
婚
も
同

様
で
あ
る
。
万
人
司
祭
の
立
場
を
取
り
つ
つ
も
独
身
制
は
な
い
。

　

自
然
の
恵
み
は
神
が
与
え
た
恩
恵
と
し
て
、
人
間
が
享
受
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
霊
の
世
界
と
現

実
の
世
界
、
霊
と
肉
、
宗
教
と
世
俗︵
現
世
︶、
と
い
っ
た
区
別
は

な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
異
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
預
言
者

ム
ハ
ン
マ
ド
の
﹁
世
俗
性
﹂
は
そ
こ
に
起
因
す
る
。
た
だ
し
、
こ

の
よ
う
な
自
然
の
恵
み
の
享
受
に
は
一
定
の
秩
序
・
ル
ー
ル
が

あ
る
。
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
法
︵
シ
ャ
リ
ー
ア
︶
で
あ
る
。
こ
れ

が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
基
本
と
な
る﹁
均
衡
﹂で
あ
り
、﹁
綜
合
﹂

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
秘
教
中
心
の
宗
教
と
し

て
出
発
し
、
後
に
顕
教
化
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は

ユ
ダ
ヤ
教
と
同
様
、
当
初
か
ら
秘
教
と
共
に
顕
教
は
啓
示
の
一

部
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
に
よ
っ
て
政
治
的
・
霊

的
代
理
権
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
大
征
服
に
よ
っ

て
イ
ス
ラ
ー
ム
は
巨
大
な
帝
国︵﹁
ウ
ン
マ
﹂﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の
家
﹂︶を

建
設
し
た
。
元
々
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
本
来
の
理
念
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
世
俗
化
の
弊
害
に
見
舞
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
﹁
霊
的
不
十
分
さ
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
政
治
に
本
来
的
な
要
因
に
よ
る
﹂︵U

nity, 115

︶
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
顕
教
が
脱
秘
教
化
し
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
﹁
パ
リ
サ
イ
化
﹂、
律
法
の
形
式
主
義
化
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
再
秘
教
化
の
動
き
が
出
て
く
る
。

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の﹁
発
生
﹂で
あ
る
。

　

し
か
し
、
シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
そ
の
時

点
で
﹁
発
生
﹂
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
キ
リ
ス
ト
教
、

そ
の
他
の
宗
教
の
影
響
の
下
に
そ
う
し
た
も
の
で
も
な
い
。

元
々
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
に
秘
教
︵
イ
フ
サ
ー

ン
︶
と
し
て
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
状
況
の
変
化
に
よ
り

そ
の
位
相
が
変
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
は
こ
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れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る

─
﹁
今
日
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

は
実
体
の
な
い
名
前
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
つ
て
は
そ
れ
は
名
前

の
な
い
実
体
で
あ
っ
た
﹂け
と
。
前
述
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
三
つ
の
構

成
要
素
は
当
初
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
コ

ー
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
預
言
者
自
身
の

人
格
の
中
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、
究
極
的
実
在
の
自
己
顕
現
は

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
オ
ン
ら
が
イ
ス

ラ
ー
ム
の
秘
教
の
典
型
と
み
な
す
イ
ブ
ン
＝
ア
ラ
ビ
ー
に
つ
い

て
見
る
と
、次
の
よ
う
に
な
る︵Form

, 53 -60

︶。
ま
ず
、﹁
超
存
在
﹂

︵B
eyond-B

eing

︶に
相
当
す
る
の
が﹁
一
者
﹂︵A

ḥ ad

︶・﹁
絶
対
的
一

性
﹂︵A

ḥ adī yah

︶
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
ず
﹁
相
対
的
一
性
﹂

︵W
āḥ idī yah

︶へ
と
顕
現︵tajallī

︶す
る
。﹁
存
在
﹂︵B

eing
︶の
レ
ベ
ル

で
あ
る
。
こ
こ
で
人
格
神
︵A
llā h

︶
と
し
て
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
あ
く
ま
で
も
超
宇
宙
的
な
︵m

etacosm
ic

︶
顕
現
で
あ

っ
て
、
宇
宙
的
に
は
ま
だ
何
の
変
化
も
な
い
。
無
で
あ
る
。

　

神
は
人
間
が
見
た
﹁
擬
人
的
﹂
存
在
と
し
て
、
様
々
な
名
前
・

属
性
を
も
つ
。
知
・
力
・
美
・
善
・
慈
愛
・
正
義
・
怒
り
な
ど
。

こ
れ
ら
の
名
前
・
属
性
が
い
わ
ば
元
型
と
な
り
、
次
の
段
階
の

イ
メ
ー
ジ
界︵ ̒Ā

l am
 al-K

hayā l

︶を
通
し
て
個
別
具
体
化
さ
れ
て
現

象
界︵ ̒Ā

lam
 al-Shahā dah

︶が﹁
創
造
﹂さ
れ
る
。
例
え
ば
、
神
の
美

は
イ
メ
ー
ジ
界
を
通
し
て
現
象
界
で
具
体
的
な
﹁
美
し
い
も
の
﹂

と
し
て
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
顕
現
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
れ
ば
、
同
時
に
ま
た
逆

の
回
帰
の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。
シ
ュ
オ
ン
は
こ
れ
を
グ
ノ
ー
シ

ス
派
の
用
語
で﹁
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
ー
シ
ス
﹂︵A

pocatastasis

︶と
呼
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
宇
宙
的
に
は
広
大
な
時
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
、

ま
た
人
間
の
自
由
な
活
動
に
よ
る
神

─
神
を
通
し
て
の
絶
対

者

─
へ
の
帰
還
・
一
体
化
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
様
々
な
仕
掛
け
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
つ
が
啓
示
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
る
の
が
預
言
者
で
あ
る
。

そ
れ
は
神
の
知
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
が
人
間
の
言
葉
と
し
て
表
現

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、
そ
れ
は
コ
ー
ラ

ン
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
、
適
用
し
た
預
言
者
・
使
徒
が
ム
ハ

ン
マ
ド
で
あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
伝
統
の
違
い
に
よ
っ
て
、
啓
示
は
様
々
な
形

を
取
り
う
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
人
と
な
っ
た
神
﹂

と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
と
い
う
救
済
の
ド
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ラ
マ
が
神
の
決
定
的
な
啓
示
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ス
ラ

ー
ム
︵
そ
し
て
シ
ュ
オ
ン
︶
か
ら
見
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
預
言
者
の
一

人

─
と
は
い
え
、
特
別
な
預
言
者

─
で
は
あ
っ
て
も
、
キ

リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
啓
示
そ
の
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム

に
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ム

ハ
ン
マ
ド
で
は
な
く
、﹁
神
の
言
葉
﹂
と
し
て
の
コ
ー
ラ
ン
で
あ

る
と
さ
れ
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
同
じ
く
ロ
ゴ
ス
の
媒
介
者
と
し
て

の
聖
母
マ
リ
ア
に
比
せ
ら
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
単
に
ロ
ゴ
ス
の
媒
介
者

で
あ
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
彼
自
身
そ
の
ロ
ゴ
ス
の
体
現
者
で

も
あ
る
。
シ
ュ
オ
ン
は
そ
の
意
味
で
彼
を
神
の﹁
化
身
﹂︵Avatā ra

︶

と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
は﹁
大
ア
ヴ
ァ
タ
ー
ラ
﹂と﹁
小
ア
ヴ

ァ
タ
ー
ラ
﹂と
あ
り
、
預
言
者
や
宗
教
の
創
唱
者
を
前
者
に
当
て
、

後
者
と
し
て
は
聖
者
や
賢
者
を
当
て
て
い
る︵Stations, 86

︶。

　

以
上
、
シ
ュ
オ
ン
の
理
解
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
、
そ

の
一
部
を
紹
介
し
て
き
た
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ー
的

イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
れ
も
﹁
愛
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂
と
い
う

よ
り
、﹁
霊
知
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
﹂で
あ
る
。
シ
ュ
オ
ン
自
身
、﹁
愛
﹂

よ
り
も﹁
霊
知
﹂︵G

nosis

︶を
強
調
す
る
の
は
、﹁
愛
﹂と﹁
愛
に
お

け
る
結
合
﹂
の
秘
教
に
は
、
顕
教
的
要
素
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
来
、﹁
我
﹂
も
﹁
汝
﹂
も
な
く
、
す
べ

て
の
多
性
を
超
え
た
絶
対
的
一
性
、
そ
し
て
そ
れ
を
悟
得
す
る

霊
知
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
真
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ー

ム
の﹁
信
仰
告
白
﹂︵
神
の
唯
一
性
︶の
真
の
本
来
的
意
味
だ
と
す
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
﹁
愛
﹂
は
無
視
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
中
に
必
然
的
に
現
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

シ
ュ
オ
ン
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
的
秘
教
︵
イ
フ

サ
ー
ン
︶
の
上
に
社
会
の
法
的
仕
組
み
を
置
こ
う
と
す
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
、
民
衆
の
信
仰
︵
イ
ー
マ
ー
ン
︶
に

も
場
所
を
与
え
、
シ
ャ
リ
ー
ア
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
︶
と
の
調
和
も
図
れ

る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
オ
ン
の
シ
ャ
リ
ー

ア
解
釈
は
か
な
り
自
由
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ど
こ
ま
で
普

遍
化
が
進
む
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
るこ
。

３　

シ
ュ
オ
ン
の
仏
教
理
解

　

仏
教
は
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
権
威
や
カ
ー
ス
ト
制
を
否
定
す
る

こ
と
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
︵
バ
ラ
モ
ン
教
︶
の
伝
統
か
ら
離
脱
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
際
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
修
行
体
系
で
あ
る
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﹁
ヨ
ー
ガ
の
方
法
を
樹
液
と
し
て
引
き
継
い
だ
﹂︵Tracks, 18

︶の
で

あ
る
。
仏
教
は
、バ
ラ
モ
ン
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に﹁
異

端
﹂で
あ
る
が
、
そ
れ
が
目
指
す﹁
真
理
﹂と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

﹁
正
統
﹂な
の
で
あ
る︵Stations, 2

︶。

　

こ
う
し
て
仏
教
は
、
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
的
伝
統︵
顕
教
︶の
あ
り

方
を
否
定
し
て
、
秘
教
中
心
の
宗
教
と
し
て
独
立
し
た
。
そ
の

点
で
仏
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法︵
顕
教
︶を
否
定
し
、
そ
れ
を
内

面
化
し
て
独
立
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
上
、

両
宗
教
の
創
立
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
釈
尊
は
共
に
﹁
絶
対
者
﹂

︵
神
︶が
も
つ
神
性
の
体
現
者
で
あ
り
、
超
人
的
で
あ
り
、
そ
の
王

国
は
共
に
こ
の
世
の
外
に
あ
っ
た
。
両
者
共
に
放
浪
の
説
教
者

で
あ
り
、
教
え
の
中
心
は
﹁
放
棄
﹂
で
あ
り
、
隠
者
的
で
没
社
会

的
︵asocial

︶
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
現
世
は
霊
の
道
に
と
っ
て

障
害
に
な
る
と
し
て
、
そ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
両
宗
教
は
そ
の
母
体
で
あ
っ
た
宗
教
を
形
式
主
義
化

︵
パ
リ
サ
イ
化
︶
し
、﹁
死
せ
る
文
字
﹂
と
化
し
た
と
し
て
批
判
し
、

超
越
的
知
を
強
調
す
る
神
秘
主
義
的
秘
教
的
性
格
に
お
い
て
も

共
通
し
て
い
た︵Tracks, 95 -96

︶。

　

他
方
、
シ
ュ
オ
ン
は
、
両
者
の
相
違
を
次
の
点
に
見
る

︵Treasures, 98

︶。
す
な
わ
ち
、
両
宗
教
は
秘
教
的
、
し
た
が
っ
て

エ
リ
ー
ト
的
性
格
の
宗
教
と
し
て
出
発
し
た
が
、
や
が
て
信
徒

が
増
え
、
彼
ら
の
霊
的
要
求
に
応
え
つ
つ
エ
リ
ー
ト
の
要
求
に

ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
と
死
と
復
活
と
い
う
、

特
定
の
歴
史
的
出
来
事
を
重
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
こ
に

見
ら
れ
る
奇
蹟
を
﹁
ミ
ス
テ
リ
ー
﹂﹁
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
﹂
と
し
て
封

印
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
対
応
は
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
以
降
の
合
理
主
義
化
・
人
間
主
義
化
︵
異
教
化
︶

の
流
れ
の
中
で
、﹁
ミ
ス
テ
リ
ー
﹂
自
体
が
﹁
不
合
理
﹂
と
し
て
否

定
さ
れ
る
こ
と
で
無
効
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

仏
教
は
、元
々
、縁
起
と
い
う
教
義
上
の﹁
合
理
的
外
観
﹂︵“ rational 

appearance”

︶
に
よ
っ
て
同
様
の
危
機
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
す
る
。

　

次
に
、
こ
れ
ら
両
宗
教
を
イ
ス
ラ
ー
ム
と
比
べ
る
と
、
そ
の

違
い
が
は
っ
き
り
す
る
。
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も﹁
秘
教
的
血
統
﹂

︵“ initiatory extraction”

︶︵Treasures, 99

︶
を
も
つ
宗
教
と
し
て
現
わ

れ
た
の
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
当
初
か
ら
顕
教
と
秘
教
の

両
者
を
綜
合
す
る
形
で
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ー
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ム
は
独
自
の
顕
教︵
聖
法
︶の
啓
示
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
他
の
宗
教
と
同
様
、
仏
教
に
も
様
々
な
流
派
や

宗
派
が
あ
る
。
原
始
仏
教
、部
派
仏
教
、大
乗
仏
教
な
ど
の
他
に
、

天
台
宗
、
真
言
宗
、
日
蓮
宗
、
禅
宗
、
浄
土
宗
な
ど
様
々
の
宗

派
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
派
や
宗
派
の
多
様
さ
は
、
あ
る
意

味
で
は
多
様
な
内
容
を
も
っ
た
仏
典
の
数
の
多
さ
に
よ
る
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
仏
説
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
統
一
的
に
理
解
す
べ
き
か
が
伝
統
的
学

者
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
内
容
に
応
じ
て
、

釈
尊
の
生
涯
の
様
々
な
時
期
に
そ
れ
ら
を
割
り
当
て
て
分
類
す

る
方
法
を
と
っ
て
き
た
︵﹁
教
相
判
釈
﹂︶。
し
か
し
、
こ
れ
は
自
派

の
所
依
の
経
典
を
優
位
に
位
置
づ
け
る
口
実
と
も
な
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
近
代
の
学
者
は
各
々
の
経
典
の
成
立
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
歴
史
の
流
れ
の
中
で
理
解
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
オ
ン
の
立
場
は
ど
う
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、ど
の
宗
派
も﹁
正

統
的
﹂な︵orthodox

︶仏
教
で
あ
る
限
り
、す
べ
て﹁
真
の
仏
教
﹂︵the 

real B
uddhism

︶で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
元
々
、
釈
尊
の
教
え
の
中
に

潜
在
的
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︵Tracks, 76

︶。
と
い
う
こ
と
は
、
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ︵
涅
槃
︶と
い
う
仏
教
の
究
極
的
実
在
の
中
の
無
限
の

可
能
性
と
し
て
共
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
宗
派
同
士
が
相
互
に
優
劣
を
競
う
の
は
、
あ
た
か
も
﹁
樹
の

枝
々
の
ど
れ
が
そ
の
根
に
最
も
忠
実
で
あ
る
か
﹂︵Tracks, 76

︶
を

競
っ
て
争
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
す
べ
て
を
仏
説

と
す
る
点
で
は
、
シ
ュ
オ
ン
は
伝
統
的
学
者
に
近
く
な
る
が
、

違
い
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
シ
ュ
オ
ン
は
普
遍
主
義
の
立
場

か
ら
特
定
の
宗
教
や
宗
派
の
優
位
性
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
。
今
一
つ
は
、
仏
説
の
中
の
特
定
の
部
分
が

特
定
の
時
期
と
場
所
に
現
わ
れ
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
宗
教
史

的
事
情
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で

は
、
シ
ュ
オ
ン
は
近
代
の
学
者
に
一
歩
近
づ
い
て
い
る
と
も
い

え
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
進
歩
主
義
的
な
意
味
で
の
﹁
発
展
﹂

︵evolution

︶で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
永
年
の
修
行
の
果
て
に
、
遂
に
菩
提
樹
下
で
究
極
的

真
理
と
そ
れ
に
至
る
道
を
悟
り
、﹁
覚
者
﹂︵B

uddha

︶と
な
る
。
つ

ま
り
、
苦
か
ら
の
解
放
と
そ
の
た
め
の
方
法
で
あ
る
︵﹁
四
諦
八
正

道
﹂︶。
シ
ュ
オ
ン
は
こ
れ
を
一
神
教
の
用
語
で﹁
啓
示
﹂と
も
呼
ん

で
い
る
。
こ
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
︵
涅
槃
︶
こ
そ
正
に
彼
の
い
う
﹁
絶
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対
者
﹂、﹁
超
存
在
﹂︵B

eyond-B
eing

︶、﹁
究
極
的
真
理
﹂
で
あ
り
、

仏
陀
の
悟
り
と
は
こ
の
真
理
の
一
体
的
超
越
的
知
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
仏
教
は
、
自
ら
の
努
力
・
精
進
に
よ
っ
て
救
済
に
至

る
知
の
宗
教
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る︵﹁
法
燈
明
・
自
燈
明
﹂︶。

　

仏
教
は
そ
の
後
、
多
様
な
展
開
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
を
理
解

す
る
に
は
釈
尊
自
身
の
中
に
あ
る
彼
の﹁
教
え
﹂︵doctrine

︶と
彼
の

﹁
存
在
﹂︵being

︶
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
シ
ュ
オ
ン
は
い

う
︵Tracks, 24 ; Language, 59 -61
︶。
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
メ
ッ
セ
ン
ジ

ャ
ー
の
区
別
で
あ
る
。﹁
教
え
﹂
と
は
、
彼
が
自
ら
の
体
験
に
よ

っ
て
得
た
真
理︵D

harm
a

︶、
つ
ま
り
苦
か
ら
の
解
放︵
涅
槃
︶と
そ

こ
に
至
る
道
︵
方
法
︶
に
つ
い
て
の
教
え
で
あ
る
。﹁
存
在
﹂
と
は
、

覚
者︵
仏
陀
︶と
し
て
彼
が
も
つ
救
済
力
、
彼
の
人
格
・
身
体
・
名

が
も
つ
カ
リ
ス
マ
と
そ
れ
へ
の
信
仰
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後

者
は
可
視
的
仏
陀
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
後
に
聖
な

る
仏
像
と
し
て
結
晶
し
、
さ
ら
に
そ
の
﹁
生
涯
﹂
の
後
半
の
説
教

─
大
乗
仏
教
の
基
礎
と
な
っ
た
説
教

─
に
結
晶
し
た
も
の

で
あ
る
。
救
済
の
全
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
人
間
そ
の
も
の︵
自
力
︶

に
置
き
、
基
本
的
に
人
格
崇
拝
を
否
定
す
る
﹁
教
え
﹂
と
、
救
済

力
を
も
つ
仏
陀
の
カ
リ
ス
マ
的﹁
存
在
﹂︵
他
力
︶は
論
理
的
に
は
矛

盾
す
る
が
、シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、い
ず
れ
も
正
し
い
の
で
あ
る
。

　
﹁
教
え
﹂と﹁
存
在
﹂の
伝
統
を
代
表
す
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ﹁
小

乗
仏
教
﹂﹁
大
乗
仏
教
﹂と
し
て
分
類
・
評
価
す
る
通
俗
的
立
場
に

比
す
れ
ば
、
シ
ュ
オ
ン
の
ス
タ
ン
ス
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
仏

教
の
初
期
に
お
い
て
は
大
乗
経
典
を
公
に
説
く
ほ
ど
機
は
ま
だ

熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
時

─
龍
樹
の
時
代

─
ま
で
そ

れ
ら
は
秘
密
に
し
て
隠
し
、
あ
ら
ゆ
る
冒
涜
か
ら
龍
に
よ
っ
て

守
ら
れ
て
き
た
、
と
の
大
乗
仏
教
の
見
解
に
対
し
て
、
シ
ュ
オ

ン
は
こ
う
い
う
︵Tracks, 153

︶。
こ
の
よ
う
な
言
説
の
意
味
は
、

啓
示
の
あ
る
側
面
は
そ
れ
に
相
応
し
い
共
鳴
の
場
を
必
要
と
す

る
と
い
う
こ
と
だ
、と
。﹁
伝
統
﹂の
役
割
は
一
方
で
真
理
を
伝
え
、

他
方
で
は
特
定
の
霊
的
形
態
の
出
現
に
相
応
し
い
環
境
を
作
る

こ
と
だ
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
大
乗
仏
教
が
出
て
き
た
当
時
、

部
派
仏
教
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
狭
い
パ
リ
サ
イ
的
な
流
れ

が
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、﹁
個
人
的
救
済
へ
の
関
心
﹂︵Tracks, 

132

︶は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
ら
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は

な
い
が
、
そ
れ
が
広
く
集
団
と
し
て
認
め
ら
れ
た
場
合
、
顕
教

的
傾
向
が
現
わ
れ
、
あ
る
種
の
自
己
中
心
主
義︵egotism

︶の
危
険

が
生
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
仏
教
が
現
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わ
れ
た
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
教
、
キ
リ
ス
ト
の
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教

と
宗
教
的
に
似
た
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に

現
わ
れ
た
の
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
大
乗
仏
教
の

理
想
は
神
意
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
重
要
な

こ
と
は
、
先
行
す
る
伝
統
の
内
的
生
命
が
完
全
に
悪
し
き
流
れ

に
屈
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
の
大
乗
仏
教
徒
の
議
論
を
そ
の

ま
ま
、
今
日
の
ス
リ
ラ
ン
カ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の

上
座
部
仏
教
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
、
と
し
て
シ

ュ
オ
ン
は
釘
を
刺
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
︵Tracks, 132

︶。
こ
の
視

点
は
重
要
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
部
派
仏
教
と
異
な
る
大
乗
仏
教
の
特
徴
は
﹁
愛
の

道
﹂︵
他
力
の
道
︶
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
バ
ク
テ
ィ
︵
信
愛
︶

や
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
中
で
﹁
自
力
の
仏
教
﹂
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が

そ
の
後
の
大
乗
仏
教
の
二
つ
の
極
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
つ
が
菩
薩
︵B

odhisattva

︶
の
普
遍
的
慈
悲
で
あ
り
、
他
は

﹁
空
﹂︵the Void

︶の
形
而
上
学
で
あ
る
。
こ
の
後
者
は
、
正
に
ヴ
ェ

ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
不
二
一
元
論︵A

dvaita

︶に
厳
密
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
哲
学
的
に
は
両
者
の
間
に
は
、
シ

ャ
ン
カ
ラ
と
龍
樹
の
対
立
を
生
む
ほ
ど
の
大
き
な
相
違
が
あ
る

に
し
て
も
、
世
界
は
本
質
的
に
空
で
あ
り
、
マ
ー
ヤ
ー
︵
幻
影
︶

と
見
る
こ
と
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
す
る
。

　

シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
絶
対
者
の
顕
現
体
で
あ
る
。

両
者
は
不
二
で
あ
る
と
同
時
に
不
一
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

顕
現
は
無
限
に
真
実
な
る﹁
空
﹂︵Void

︶と
の
関
係
で
は
、
一

種
の
無
︵nothingness

︶
で
あ
る

─
そ
の
構
成
要
素
に
は
固

定
性
も
恒
久
性
も
な
い

─
の
で
、
今
度
は
そ
れ
が
﹁
空
﹂

︵“ void”

︶
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
側
面
か
ら
見
て
、
絶
対

者
は
確
か
に
充
全
体
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

空
間
的
物
質
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
絶
対

性
に
は
ま
っ
た
く
亀
裂
の
な
い
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
で

あ
る︵Logic, 77

︶。

　

シ
ュ
オ
ン
は
ま
た
、
究
極
的
実
在
︵
絶
対
者
︶
を
水
に
譬
え
て
、

仏
教
徒
は
﹁
波
の
無
い
こ
と
﹂、﹁
泡
の
無
い
こ
と
﹂
に
水
の
不
変

な
る
本
性
を
見
る
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
有
神
論
者
に
と
っ
て

は
、
水
の
本
性
は
波
や
飛
沫
の
始
動
因
と
な
る
、
と
す
る
。
仏

教
徒
は
、
究
極
的
実
在
と
偶
有︵
顕
現
体
︶の
関
係
を
形
而
上
学
的
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に
一
体
と
捉
え
、
サ
ン
サ
ー
ラ
と
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
一
つ
、
つ

ま
り
﹁
色
即
是
空
、
空
即
是
色
﹂︵“ Form

 is void and Void is form
”

︶

と
認
め
る
の
で
あ
る︵Logic, 78 ; Tracks, 156

︶。
要
す
る
に
、﹁
空
﹂

思
想
の
特
徴
は
、
究
極
的
実
在
の
宇
宙
的
顕
現
を
人
格
神
の
働

き
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
渇
愛
︵trishnā

︶
に
支
配
さ
れ
た
誤

っ
た
幻
的
な
存
在
の
充
全
体
︵
サ
ン
サ
ー
ラ
︶
に
対
し
て
、
そ
れ
を

超
存
在
的
﹁
境
位
﹂︵supra-existential “ state”

︶、
す
な
わ
ち
﹁
空
﹂

︵Voidness, Shū nyatā

︶と
見
る
こ
と
で
あ
る︵Tracks, 20 -21

︶。

　

シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
背
景
に
は
、
二

つ
の
事
実
が
あ
る︵Language, 28

︶。
第
一
に
、
仏
教
は
本
質
的
に

自
ら
を
霊
的
方
法
と
し
て
提
示
し
、
す
べ
て
を
方
法
の
視
点
で

見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
ウ
パ
ー
ヤ
の
重
要
性
︶。
第
二
に
、
こ

の
方
法
は
本
質
的
に
否
定
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
以
上

か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
一
方
で
、
形
而
上
学
的
実
在
は
、
方
法

と
の
関
連
で﹁
境
位
﹂︵“ state”

︶と
し
て
考
え
ら
れ
、
実
体
的
な﹁
原

理
﹂︵“ principle”

︶
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ

れ
は
否
定
的
用
語
で
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、“ N

irvā na”

︵
涅
槃
︶、

“ Shū nyatā”

︵
空
︶な
ど
。

　

仏
教
の
知
恵
で
は
、
肯
定
は
二
元
論
に
立
つ
主
観
主
義
と
同

じ
意
味
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
知
恵
で
い
う

無
明
と
同
じ
に
な
る
。
涅
槃
や
空
を
肯
定
的
用
語
で
語
る
こ
と

は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
用
語
で
は
、﹁
純
粋
主
観
﹂︵the 

pure Subject

︶、﹁
神
的
意
識
﹂︵Ā

tm
an

︶
を
客
観
化
し
て
、
し
た
が

っ
て
無
明
の
中
で
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
、﹁
神
﹂
の
観
念
は
、
超
越
的
空
の
中
に
、
何
か
実
体
的

で
宇
宙
的
な
充
全
性
を
も
ち
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、そ
れ
は
何
か
顕
現
し
た
も
の
を
始
源
的
な
実
在︵
絶

対
者
︶に
投
影
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
大
乗
仏
教
の
今
一
つ
の
極
が
﹁
愛
の
道
﹂
で
あ
り
、
そ

れ
を
代
表
す
る
の
が
菩
薩
で
あ
る
。
シ
ュ
オ
ン
に
よ
れ
は
、
菩

薩
の
目
的
は
自
我
中
心
主
義︵egotism

︶、
さ
ら
に
自
我
そ
の
も
の

の
破
壊
に
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
大
乗
仏
教
の
﹁
小
乗
﹂
仏
教
批
判

は
教
義
の
不
完
全
さ
に
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
基
本
的
に
は
方

法
の
不
完
全
さ
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
乗
で
は
、

悟
り
︵B

odhi

︶
の
理
想
は
実
際
に
は
菩
薩
の
理
想
が
そ
こ
に
な
け

れ
ば
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
が
自
我
性
と
い
う
困
難

な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
し
菩
薩
が
す
べ
て
の
衆
生
を
救
う
と
考
え
ら
れ
て
い
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る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
己
を
す
べ
て
与
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
自
我
へ
の
完
全
な
勝
利
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
慈
悲

が
知
恵
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
基
準
と
な
る︵Tracks, 143 -44

︶。

　

と
は
い
え
、﹁
己
を
す
べ
て
与
え
る
こ
と
﹂
は
誰
に
で
も
で
き

る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
今
一
つ
の
菩
薩
の
側
面
は
、︵
菩
薩
の
︶

﹁
慈
悲
﹂
と
︵
衆
生
の
︶﹁
信
仰
﹂
の
一
致
に
よ
る
救
済
の
原
理
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
念
仏
往
生
の
誓
願
を
立
て
た
法
蔵
菩
薩
が
輪
廻

を
く
り
返
し
な
が
ら
功
徳
を
積
み
、
つ
い
に
阿
弥
陀
仏
と
な
っ

て
そ
の
本
願
を
成
就
す
る
。
今
や
信
心
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
の

名
を
称
す
る
者
は
浄
土
に
往
生
す
る
、
と
の
浄
土
経
典
に
述
べ

ら
れ
た﹁
神
話
﹂に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の﹁
物
語
﹂は
、
ま
ず
釈
尊
が﹁
慈
悲
﹂と﹁
信
仰
﹂の
一
致
に

よ
る
救
い
の
原
理
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
物
語
に

よ
っ
て
実
際
は
仏
陀
と
し
て
の
自
分
自
身
の
こ
と
を
語
り
、
自

分
の
一
側
面
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
的
ロ
ゴ

ス
の
人
格
化
と
し
て
彼
は
、
自
己
の
慈
悲
の
力
に﹁
ア
ミ
タ
ー
バ
﹂

︵
無
量
光
仏
︶
の
名
を
与
え
、
法
蔵
菩
薩
の
物
語
と
彼
の
誓
願
に
よ

っ
て﹁
慈
悲
﹂と﹁
信
仰
﹂の
一
致
に
よ
る
救
い
の
原
理
の
神
秘
を

述
べ
た
の
で
あ
る︵Treasures, 154

︶。

　

釈
尊
は
自
分
が
も
つ
力
を
こ
の
よ
う
に
過
去
仏
に
移
し
て
語

っ
た
の
で
あ
る
。﹁
絶
対
的
仏
陀
﹂︵“ absolute B

uddha”

︶、
つ
ま
り

本
初
仏︵Ā

di-B
uddha

︶と
し
て
の
彼
の
資
格
の
中
に
、
彼
は
﹁
象
徴

的
物
語
﹂
に
よ
っ
て
自
ら
を
規
定
し
現
実
化
し
、
ま
た
自
ら
を
具

体
的
に
救
い
主
と
し
て
歴
史
的
に
先
行
す
る
︵
特
に
慈
悲
の
側
面
を

代
表
す
る
︶
仏
陀
の
業
績
に
結
び
つ
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
て
シ
ュ
オ
ン
は
、
大
乗
仏
教
の
中
の
自
力
・
他
力
の
側

面
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
も
の
と
し
て
禅
と
浄
土
教
を
取
り
上

げ
、
論
じ
て
い
く
。
こ
こ
で
そ
れ
を
詳
し
く
紹
介
す
る
余
裕
は

な
い
が
、
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
も
つ
﹁
全
体
主
義
﹂︵totalitarianism

︶、

つ
ま
り
排
他
主
義
的
傾
向
に
対
す
る
シ
ュ
オ
ン
の
評
言
を
述
べ

て
終
わ
り
と
し
た
い
。

　

確
か
に
人
間
は
、
原
理
的
に
は
﹁
自
己
﹂
を
救
う
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
天
的
力︵a heavenly Pow

er

︶
─﹁
他
者

の
力
﹂︵a “ strength of the O

ther”

︶

─
が
そ
の
よ
う
な
努
力
を
祝

福
す
る
こ
と︵to bless

︶が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
人
は
原

理
的
に
自
ら
を
﹁
慈
悲
﹂
に
委
ね
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
委
託
に
は
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の



72

要
素
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、﹁
自
力
﹂︵self-strength

︶
の

要
素
を
ま
っ
た
く
欠
く
こ
と
は
人
間
の
本
性
に
反
す
る
か
ら
で

あ
る
、
と︵Islam

, 9

︶。

む
す
び

　

こ
れ
ま
で
フ
リ
ッ
チ
ョ
フ
・
シ
ュ
オ
ン
の
略
歴
、
そ
の
﹁
永
遠

の
哲
学
﹂、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
彼
自
身
の
立
場
、
そ
し
て
彼
の

仏
教
理
解
の
一
端
を
紹
介
し
て
き
た
。
彼
の
ス
タ
イ
ル
は
か
な

り
難
渋
で
け
っ
し
て
平
易
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
、
イ
ス
ラ

ー
ム
は
も
と
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
な
ど

と
の
比
較
の
中
で
の
議
論
が
多
く
、
特
に
仏
教
に
つ
い
て
の
彼

の
論
述
と
、
こ
こ
で
の
そ
の
紹
介
が
ど
の
程
度
妥
当
な
も
の
な

の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
専
門
外
の
筆
者
に
そ
れ
を
評
価
す
る
自

信
は
な
い
。

　

彼
自
身
は
、
先
輩
格
の
ル
ネ
・
ゲ
ノ
ン
と
違
っ
て
、
仏
教
を

単
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
︵
バ
ラ
モ
ン
教
︶
の
﹁
異
端
﹂
と
し
て
で
は
な

く
、
独
自
の
真
理
性
を
も
っ
た
独
立
し
た
伝
統
と
し
て
積
極
的

に
評
価
し
て
い
る
。
自
分
な
り
に
か
な
り
深
く
研
究
し
、
日
本

の
仏
教
者
や
仏
教
学
者
に
も
会
い
、
仏
典
へ
の
言
及
も
多
い
。

そ
し
て
欧
米
の
文
献
に
見
ら
れ
る
仏
教
に
つ
い
て
の
誤
解
な
ど

も
正
そ
う
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ル
ダ
ス
・
ハ

ク
ス
レ
ー
は
別
と
し
て
、
ペ
レ
ニ
ア
リ
ス
ト
、
伝
統
主
義
者
、

比
較
宗
教
学
者
と
し
て
の
シ
ュ
オ
ン
お
よ
び
そ
の
グ
ル
ー
プ
の

活
動
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
いさ
。

そ
の
意
味
で
不
完
全
な
も
の
と
は
十
分
承
知
し
な
が
ら
も
、
本

稿
に
お
い
て
あ
え
て
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
を
中
心
に
、
シ
ュ
オ

ン
の
考
え
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
れ
を
機
に
彼
に
関
心
を
も
つ

人
が
出
て
く
れ
ば
、
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
シ
ュ
オ
ン
の
仏
教
理
解
は
、
専
門
の
学

者
に
は
大
雑
把
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
シ
ュ
オ
ン
が
頻
繁
に
用
い
る
宗
教
用
語
、﹁
ニ
ル
ヴ
ァ

ー
ナ
﹂﹁
空
﹂﹁
ウ
パ
ー
ヤ
﹂﹁
マ
ー
ヤ
ー
﹂﹁
ブ
ラ
フ
マ
ン
﹂
な
ど
に

は
、
様
々
な
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
、
単
純
に
一
般
化

し
て
用
い
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
オ
ン
に

と
っ
て
は
、
仏
教
だ
け
を
見
て
い
る
分
に
は
そ
れ
で
よ
く
て
も
、

一
歩
目
を
外
に
向
け
、
他
宗
教
と
比
較
し
、
相
互
に
理
解
し
合

い
対
話
を
す
る
と
な
れ
ば
、
違
い
を
云
々
す
る
前
に
ま
ず
共
通

す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
る
の
か
、
共
通
の
言
語
が
必
要
と
な
る
。
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そ
の
上
に
立
っ
て
初
め
て
違
い
が
明
ら
か
と
な
る
。
シ
ュ
オ
ン

の
﹁
永
遠
の
哲
学
﹂
と
は
、
正
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
うし
。

　

こ
の
﹁
永
遠
の
哲
学
﹂
が
著
し
く
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
的
で

あ
り
、
ま
た
ス
ー
フ
ィ
ー
︵
イ
ブ
ン
＝
ア
ラ
ビ
ー
︶
の
神
秘
哲
学
を

典
型
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
仏
教
の
伝
統
に
も

近
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
彼
の
仏
教
理
解
に
広
が
り
と

深
み
が
期
待
で
き
る
。
ま
ず
、
外
か
ら
の

─
ム
ス
リ
ム
と
し

て
の

─
仏
教
理
解
と
い
う
こ
と
で
、
客
観
的
で
あ
る
。
そ
れ

は
他
宗
教
と
の
比
較
の
中
で
ま
ず
仏
教
を
大
き
く
位
置
づ
け
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
仏
教
内
の
様
々
な
流
派
・
宗
派
に
対
す
る
公
平

な
見
方
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
無
条
件
で
そ
う
な
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
・
宗
派
が
仏
教
の
本
源
で
あ
る
﹁
真

理
﹂に
基
礎
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
正
統
な
る﹁
伝
統
﹂に
従
っ
て
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
他

方
、
そ
う
で
は
な
い
西
洋
近
代
主
義
的
な
仏
教
理
解
に
対
し
て

は
、
シ
ュ
オ
ン
の
態
度
は
厳
し
い
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
客
観
的
で
は
あ
っ
て
も

同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
他
の
宗
教
を
内
側
か
ら

0

0

0

0

客
観
的

0

0

0

に
見
よ
う
と
す
る
点
に
彼
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
宗
教
は
一
つ
の
生
き
た
有
機
体
で
あ
り
、
そ
れ

独
自
の
論
理
に
よ
っ
て
存
在
し
、
か
つ
変
化
す
る
、
と
い
う
彼

の
宗
教
観
と
響
き
合
っ
て
い
る
視
点
で
あ
る
。
そ
の
﹁
変
化
﹂
と

は
、
彼
の
い
う﹁
形
式
主
義
化
﹂﹁
パ
リ
サ
イ
化
﹂
─
﹁
秘
教
﹂の

﹁
顕
教
﹂化
、﹁
霊
﹂の﹁
死
せ
る
文
字
﹂化

─
の
状
況
に
対
す
る

反
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
内
在
的
比
較
的
方
法
に
は
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が

多
い
。
た
と
え
そ
の
具
体
的
適
用
に
問
題
点
が
あ
っ
た
に
し
て

も
、
そ
れ
は
修
正
可
能
で
あ
る
。
た
だ
彼
の﹁
永
遠
の
哲
学
﹂は
、

彼
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
知
的
エ
リ
ー
ト
の
宗
教
で
あ
る
。
そ

こ
で
は﹁
我
と
汝
﹂的
な﹁
愛
﹂と
そ
こ
に
お
け
る﹁
結
合
﹂よ
り
も
、

本
来
す
べ
て
は
一
で
あ
り
、
そ
れ
を
悟
得
す
る
﹁
知
﹂
が
強
調
さ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
不
可
分
で
あ
る
に
し
て
も
、
庶
民

の
信
仰
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
は
、﹁
永
遠
の
哲
学
﹂
を
相
対
化
す

る
こ
と
で
あ
り
、
シ
ュ
オ
ン
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
不
可
能
な
こ

と
で
あ
るす
。
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