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仏
教
と
い
う
宗
教
は
、
当
初
か
ら
一
つ
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
「
経
験
的
な
も
の
」

と
し
て
存
在
し
な
い
よ
う
な
事
柄
を
あ
え
て
取
り
上
げ
な
い
、
問
題
に
し
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
抽
象
的
な

問
題
や
形
而
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
し
な
い
と
い
う
立
場
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
う
し
た
議
論
を
い
く
ら
や
っ
て
も
、
差
し
迫
っ
た
人
生
の
問
題
の
解
決
に
は
有
益
で
は
な
い
と
仏
教
で

は
考
え
る
か
ら
で
す
。
仏
教
の
術
語
で
い
え
ば
、
こ
れ
を
「
無
記
」
と
か
「
捨
置
記
」
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
記
述
し
な
い
、
記
述

せ
ず
捨
て
置
く
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
自
身
が
鮮
明
に
表
明
し
た
態
度
で
あ
り
、
立
場
で
す
。
た
だ
い
ま
の

澤
所
長
の

ご
発
表
で
は
、
そ
う
し
た
差
し
迫
っ
た
人
生
の
問
題
で
あ
る
「
生
老
病
死
」
の
現
実
と
向
き
合
い
、
直
視
し
て
、
い
か
に
生
き
る
べ
き

か
と
い
う
仏
教
の
主
題
に
つ
い
て
、
そ
の
入
り
口
を
論
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

仏
教
で
は
、
無
常
と
か
、
空
、
無
我
と
い
っ
た
教
え
を
説
き
、
ま
た
道
元
禅
師
の
言
葉
で
い
え
ば
、
身
心
一
如
や
性
相
不
二
と
も
言

い
換
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
経
験
的
な
世
界
を
離
れ
て
真
実
と
い
う
も
の
は
な
く
、
我
々
が
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
態
を

こ
そ
見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
基
本
的
な
立
場
で
す
。
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
、
人
生
の
在
り
方
を

－11－
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考
え
よ
う
と
い
う
仏
教
の
立
場
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
宗
教
シ
ス
テ
ム
自
体
が
社
会
の
福
祉
・
安
寧
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
仏
教
福
祉
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
特
に
仏
教
福
祉
を
支
え
、
基
礎
づ
け
て
い
る
原
理
や
理
念
に
つ
い
て
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
福
祉
と
い
う
言
葉
は
、
術
語
と
し
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
を
信
仰
す
る
人
々
に
よ
っ

て
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
、
今
日
で
い
え
ば
福
祉
や
社
会
福
祉
に
相
当
す
る
活
動
を
、
仮
に
仏
教
福
祉
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
近
年
、

立
正
大
学
の
清
水
海
隆
先
生
が
『
仏
教
福
祉
の
思
想
と
展
開
に
関
す
る
研
究
』（
大
東
出
版
社
　
二
〇
〇
二
年
）
と
い
う
本
を
出
版
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
仏
教
福
祉
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
仏
教
社
会
福
祉

と
か
、
仏
教
社
会
事
業
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
意
見
も
あ
り
、
ま
だ
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
と
り
あ

え
ず
清
水
先
生
は
、
本
の
冒
頭
で
仏
教
福
祉
と
い
う
言
葉
を
、
仏
教
の
理
念
を
背
景
に
仏
教
者
、
仏
教
信
仰
お
よ
び
仏
教
的
理
念
を
有

す
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
福
祉
活
動
と
い
う
意
味
で
、
仮
説
的
に
使
用
す
る
と
断
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
理
念
を
背
景
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
福
祉
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、
日
本
で
は
、

最
初
は
聖
徳
太
子
で
す
。
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
さ
れ
た
聖
徳
太
子
は
、
病
院
、
療
養
施
設
な
ど
福
祉
施
設
を

た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
、
積
極
的
に
福
祉
活
動
を
推
進
さ
れ
た
方
で
す
。
続
い
て
、
道
昭
や
行
基
が
現
わ
れ
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
活
動

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉
期
に
な
る
と
重
源
や
叡
尊
、
ま
た
忍
性
と
い
っ
た
人
々
が
現
わ
れ
て
、
生
活
に
困
窮
す
る
人
々
や
社
会
の

偏
見
に
晒
さ
れ
差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
を
積
極
的
に
救
済
し
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
は
仏
教
福
祉
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

歴
史
を
遡
っ
て
、
仏
教
の
故
郷
で
あ
る
イ
ン
ド
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ブ
ッ
ダ
自
身
が
関
わ
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
は
な

い
で
す
が
、
特
に
有
名
な
の
は
、
ブ
ッ
ダ
が
亡
く
な
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
現
わ
れ
た
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
第
三
代
帝
王
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
で

す
。
王
は
即
位
し
て
八
年
後
、
仏
教
に
帰
依
し
ま
す
。
あ
る
戦
闘
を
き
っ
か
け
に
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
感
銘
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
武
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力
に
よ
る
統
治
を
や
め
て
、
法
（
ダ
ル
マ
）
に
よ
る
統
治
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
法
（
ダ
ル
マ
）、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
柱
と

し
た
、
人
民
の
福
祉
と
生
命
界
の
保
護
を
目
指
し
た
の
で
す
。

ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、
人
と
動
物
の
た
め
に
療
養
施
設
を
作
っ
た
り
、
井
戸
を
掘
り
道
路
に
樹
木
を
植
え
、
薬
草
や
果
樹
の
栽
培
を
促

進
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
施
策
の
徹
底
ぶ
り
を
示
す
の
が
法
代
官
の
制
度
で
す
。
法
代
官
と
い
う
お

役
人
を
、
五
年
に
一
度
国
中
に
巡
回
さ
せ
て
、
実
態
調
査
ま
で
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
は
そ
の
後

ま
も
な
く
滅
び
ま
す
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
福
祉
政
策
は
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

さ
て
、
仏
教
福
祉
の
理
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
え
ば
、
菩
薩
思
想
や
慈
悲
、
六
波
羅
蜜
、
福

田
、
化
現
・
化
身
、
四
摂
法
と
い
っ
た
も
の
が
術
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
大
乗
仏
教
の
倫
理
思
想
を
支
え
る
重
要
な
概

念
で
、
仏
教
福
祉
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
大
乗
仏
教
の
展
開
の
中
で
は
、
た
だ
し
こ
れ
ら
の
仏
教
的
な
タ
ー
ム
も
意
味
的
に
微
妙
に
変

化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
辺
の
こ
と
も
含
め
て
簡
略
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
菩
薩
」
は
、
本
来
は
ブ
ッ
ダ
の
前
生
の
姿
を
菩
薩
と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
利
他
行
に
専
念

す
る
人
は
み
な
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
意
味
が
変
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
特
定
の
人
を
さ
す
言
葉
か
ら
普
通
名
詞
に
変

化
し
た
の
で
す
。
古
く
は
、
真
理
を
悟
っ
た
覚
者
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
が
人
々
の
理
想
で
し
た
が
、
や
が
て
ブ
ッ
ダ
に
な
る
た

め
に
は
、
幾
多
の
生
ま
れ
を
繰
り
返
し
、
そ
の
中
で
菩
薩
と
し
て
利
他
行
を
行
っ
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
姿
に
人
々
は
理
想
を
見

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
詳
し
く
は
「
慈
」
と
「
悲
」
を
合
わ
せ
た
言
葉
で
す
。「
慈
」
は
他
者
に
利
益
や
安
楽

を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
の
愛
の
行
為
を
指
し
ま
す
。
原
語
は
「
マ
イ
ト
リ
ー
」
と
い
う
言
葉
で
、
友
を
意
味
す
る
「
ミ
ト
ラ
」
に
由

来
し
て
い
ま
す
。
英
語
で
は
よ
く
「
フ
レ
ン
ド
リ
ネ
ス
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
を
含
む
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
友
と
す
る
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よ
う
な
愛
を
指
し
示
し
て
い
ま
す
。「
悲
」
の
原
語
は
「
カ
ル
ナ
ー
」
で
、
憐
憫
を
意
味
し
、
英
語
で
は
「
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
か
、

「
シ
ン
パ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
ま
す
。

慈
と
悲
、
こ
れ
に
他
者
の
幸
福
を
喜
ぶ
「
喜
」
と
、
心
の
平
静
を
意
味
す
る
「
捨
」
を
加
え
た
四
つ
を
、
四
無
量
心
、
あ
る
い
は
四

梵
住
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
仏
教
福
祉
を
考
え
る
と
き
に
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
理
念
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「
福
田
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
も
大
乗
仏
教
に
な
っ
て
意
味
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
福
田
と
い
う
の

は
、
福
徳
を
生
む
田
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
布
施
と
い
う
種
を
蒔
け
ば
大
き
な
功
徳
の
果
報
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
す
。
も
と

も
と
種
を
蒔
く
の
は
在
家
の
施
主
で
、
蒔
か
れ
る
田
は
出
家
の
聖
者
の
こ
と
で
し
た
。
な
か
ん
ず
く
、
仏
は
最
上
の
福
田
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
福
田
思
想
が
発
達
す
る
と
、
僧
（
サ
ン
ガ
、
僧
伽
）
が
最
上
の
福
田
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
り
、
ま
た
と
く
に
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
八
福
田
な
ど
と
い
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
福
田
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
八
福
田

と
い
う
の
は
、
敬
田
、
恩
田
、
悲
田
と
い
う
三
種
類
の
福
田
を
説
い
て
、
敬
田
に
は
仏
と
聖
者
と
僧
の
三
種
、
恩
田
に
和
尚
・
阿
闍

梨
・
父
・
母
の
四
種
、
そ
し
て
悲
田
に
病
人
、
と
い
う
合
計
八
種
の
福
田
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

病
人
が
福
田
と
さ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
古
く
か
ら
出
家
の
教
団
（
サ
ン
ガ
）
の
中
で
も
病
人
看
護
の
こ
と
が

律
蔵
な
ど
に
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
い
う
悲
田
と
し
て
の
病
人
は
、
じ
つ
は
僧
侶
で
は
な
く
、
一
般
の
人
々
の
こ
と
で
す
。

中
国
や
日
本
に
お
い
て
福
田
思
想
の
展
開
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
、
こ
れ
は
関
根
先
生
も
触
れ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、『
梵
網
経
』
と
い
う
経
典
で
す
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
一
切
ノ
疾
病
ノ
人
ヲ
見
テ
ハ
、
常
ニ
応
ニ
供
養
ス
ル
コ
ト
佛
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
異
ナ
ル
コ
ト
無
カ
ル
ベ
シ
。
八
福
田
ノ
中
ニ
看
病

福
田
ハ
是
レ
第
一
ノ
福
田
ナ
リ
」（『
梵
網
経
』
第
九
軽
戒
）
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疾
病
の
人
を
仏
と
同
じ
よ
う
に
供
養
せ
よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
本
来
の
福
田
の
意
味
を
大
乗
的
に
捉
え
直
し
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の

『
梵
網
経
』
第
九
軽
戒
は
仏
教
福
祉
の
展
開
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
か
と
思
い
ま
す
が
、「
化
現
・
化
身
」
も
重
要
な
タ
ー
ム
で
す
。
化
現
は
仏
や
菩
薩
が
衆
生
（
生

き
と
し
生
け
る
も
の
）
を
済
度
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
姿
を
変
え
て
世
間
に
現
れ
る
こ
と
で
す
。
応
化
、
応
現
と
も
い
い
ま
す
。

化
身
は
そ
の
よ
う
に
種
々
の
形
を
取
っ
て
化
現
し
た
仏
の
こ
と
で
あ
り
、
法
身
（
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
）
に
対
す
る
言
葉
で
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
の
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
で
は
観
音
菩
薩
が
、
ま
た
同
「
妙
音
菩
薩
品
」
で
は
妙
音
菩
薩
、『
文
殊

師
利
般
涅
槃
経
』
で
は
文
殊
菩
薩
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
応
現
の
姿
を
現
し
ま
す
。

そ
し
て
「
四
摂
法
」
で
す
が
、
仏
教
福
祉
の
理
念
に
関
わ
る
タ
ー
ム
の
中
で
私
は
こ
の
四
摂
法
が
一
番
重
要
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

菩
薩
の
慈
悲
行
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
古
く
か
ら
「
布
施
・
愛
語
・
利
行
・
同
事
」
が
あ
り
、
四
摂
事
と
か
四
摂
と
も
呼
ば
れ
ま

す
。
布
施
は
財
や
法
を
施
す
こ
と
。
愛
語
は
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
。
利
行
は
衆
生
を
利
益
す
る
行
為
で
す
。
こ
の
三
つ
は
言

葉
と
し
て
も
わ
か
り
や
す
く
、
解
釈
上
の
問
題
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
は
最
後
の
同
事
で
す
。
こ
れ
は
意
味
的
に
曖
昧

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
私
は
い
ま
、
仮
に
「
他
者
に
共
感
し
、
苦
楽
を
共
に
す
る
こ
と
」
と

し
て
お
き
ま
す
が
、
じ
っ
さ
い
多
様
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
以
下
、
こ
の
同
事
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

配
布
し
た
資
料
の
な
か
に
、
私
が
手
元
の
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
同
事
の
解
釈
例
を
並
べ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
い
か
に
多
様
な
同
事
の
解
釈
や
説
明
が
あ
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。

冒
頭
に
掲
げ
た
の
は
作
家
・
立
松
和
平
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
の
も
の
で
、「
同
事
は
人
は
皆
同
じ
と
い
う
認
識
で
す
」

（「
作
家
・
立
松
和
平
さ
ん
が
語
る
曹
洞
宗
の
開
祖
・
道
元
禅
師
の
教
え
」
毎
日
新
聞2007.10.16

東
京
夕
刊
）
と
端
的
に
語
っ
て
い
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ま
す
。
こ
の
「
人
は
皆
同
じ
と
い
う
認
識
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
非
常
に
鋭
く
、
同
事
の
本
質
を
い
い
当
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

同
事
に
関
す
る
種
々
の
解
釈
を
私
な
り
に
分
類
し
ま
す
と
、「
同
事
」
の
意
味
と
し
て
、
平
等
、
同
化
、
協
同
の
三
種
に
分
類
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
。
語
義
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
意
味
的
な
傾
向
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
す
。
よ
く
同
事
を
「
協
同
」
と
説
明
す
る

人
が
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
番
本
来
の
意
味
か
ら
は
遠
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
同
事
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
「
平
等
」
と
「
同
化
」
と

い
う
両
面
の
意
味
を
持
っ
た
言
葉
で
す
。
平
等
を
理
念
的
側
面
と
す
れ
ば
、
同
化
は
実
践
的
側
面
と
い
え
ま
す
。
も
と
も
と
そ
う
し
た

二
つ
の
側
面
を
持
っ
た
言
葉
な
の
で
す
。
そ
の
辺
を
少
し
詳
し
く
説
明
い
た
し
ま
す
。

古
く
イ
ン
ド
で
説
か
れ
て
い
た
倫
理
上
の
原
則
を
表
わ
す
言
葉
に
、「
自
己
類
比
」（
ア
ー
ト
マ
ウ
パ
ム
ヤ
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
い
わ
ば
、
こ
れ
は
「
イ
ン
ド
の
黄
金
律
」
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。
調
べ
て
み
る
と
、
四
摂
法
の
中
の
同
事
は
、
こ
の
イ
ン
ド
の

黄
金
律
で
あ
る
「
自
己
類
比
」
が
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。

ま
ず
、
黄
金
律
と
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
黄
金
律
が
有
名
で
す
。
つ
ま
り
、「
あ
な
た
は
人
々
が
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
人
々
に
し

な
さ
い
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。「
し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
を
人
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
方
が
も

っ
と
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
福
音
書
に
説
か
れ
て
い
る
倫
理
原
則
で
す
。

イ
ン
ド
の
黄
金
律
を
「
自
己
類
比
」
と
す
る
の
は
、
私
の
仮
の
訳
で
す
が
、
こ
れ
は
「
自
己
」（
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
「
た
と
え
」（
ウ

パ
マ
ー
）
と
す
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
す
。
人
間
を
含
む
一
切
の
生
類
に
対
し
て
、
楽
苦
愛
憎
を
「
わ
が
身
の
如
く
」
感
じ
て
行
動

せ
よ
と
い
う
倫
理
原
則
で
、
資
料
と
し
て
バ
ラ
モ
ン
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
仏
教
か
ら
例
文
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
バ
ラ
モ
ン

教
で
は
、
説
話
集
『
ヒ
ト
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
』
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
吾
が
身
に
生
命
の
惜
し
き
ご
と
、
そ
は
生
類
も
ま
た
然
り
。
吾
と
吾
が
身
に
ひ
き
較
べ
、
善
行
の
士
は
生
類
に
憐
を
こ
そ
垂
れ



菩薩と慈悲行

－17－

る
な
れ
。
も
の
を
拒
む
も
、
与
う
る
も
、
快
楽
・
痛
苦
、
愛
・
憎
の
い
ず
れ
に
て
あ
れ
、
人
は
皆
、
吾
と
吾
が
身
に
ひ
き
較
べ
、

行
為
の
指
針
を
定
む
な
り
」（『
ヒ
ト
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
』
一
、
岩
波
文
庫
）

仏
教
と
同
時
代
ご
ろ
に
生
ま
れ
、
イ
ン
ド
に
現
存
す
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
は
、
こ
の
倫
理
原
則
を
動
物
は
お
ろ
か
、「
植
物
」
に
ま
で

適
用
し
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
（
人
間
）
も
生
ま
れ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
あ
れ
（
草
木
）
も
生
ま
れ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
成
長
す
る
性

質
を
持
っ
て
い
る
。
あ
れ
も
成
長
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
心
（
生
命
）
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
も
心
（
生
命
）

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
切
ら
れ
れ
ば
枯
れ
し
ぼ
む
。
あ
れ
も
切
ら
れ
れ
ば
枯
れ
し
ぼ
む
。
こ
れ
も
食
物
を
必
要
と
す
る
。

あ
れ
も
食
物
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
も
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
も
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
滅
び
行
く
も
の
で
あ

る
。
あ
れ
も
滅
び
行
く
も
の
で
あ
る
。
…
…
」（『
ア
ー
ヤ
ー
ラ
ン
ガ
・
ス
ッ
タ
』
一
・
二
）

こ
れ
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
一
番
古
い
聖
典
に
載
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
同
じ
聖
典
に
次
の
よ
う
に
も
言
い
ま
す
。

「
一
切
の
生
き
物
は
生
命
を
愛
し
、
安
楽
を
喜
び
と
し
、
苦
し
み
を
嫌
悪
し
、
憎
し
み
を
打
ち
砕
き
、
生
き
物
を
愛
し
み
、
生
き

る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
生
き
物
に
と
っ
て
、
生
命
は
愛
し
い
。」

仏
教
で
は
、『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
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「
か
れ
ら
も
（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
意
）
私
と
同
様
で
あ
り
、
私
も
か
れ
ら
と
同
様
で
あ
る
。
わ
が
身
に
引
き
比
べ
て
殺
し

て
は
な
ら
な
い
。
殺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。」（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
七
〇
五
）

イ
ン
ド
の
伝
統
宗
教
で
は
、
い
ず
れ
も
次
の
言
葉
が
定
型
句
と
し
て
文
献
に
出
て
き
ま
す
。

「（
衆
生
は
）
生
き
る
こ
と
を
欲
し
、
死
ぬ
こ
と
を
欲
せ
ず
、
安
楽
を
欲
し
、
苦
痛
を
欲
し
な
い
」

「
同
事
」
の
原
語
は
、
俗
語
の
パ
ー
リ
語
で
は
「
サ
マ
ー
ナ
・
ア
ッ
タ
・
タ
ー
」
と
い
い
ま
す
。
梵
語
で
は
「
サ
マ
ー
ナ
・
ア
ル

タ
・
タ
ー
」
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
梵
語
で
は
、
言
葉
が
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
パ
ー
リ
語
の
「
サ
マ
ー
ナ
・
ア
ッ
タ
・
タ
ー
」
の

「
ア
ッ
タ
」
は
、
梵
語
で
い
え
ば
、
正
し
く
は
自
己
を
意
味
す
る
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
な
の
で
す
が
、
こ
れ
が
利
益
や
目
的
を
意
味
す
る

「
ア
ル
タ
」
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
本
来
は
「
自
己
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
等
し
く
し
て
い
る
」
と
い
う
意

味
の
言
葉
が
、「
ア
ル
タ
（
利
益
・
目
的
）
を
等
し
く
有
す
る
」
と
い
う
風
に
移
し
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
さ

ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
申
し
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
来
は
自
己
を
等
し
く
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、「
同
自
己
」「
同
己
」
と
で
も
訳
す
べ
き
も
の
が
、
こ
う
し
た
原
語
の
移
し
替
え
に
よ
っ
て
同
じ
事
と
書
く
「
同
事
」
と
漢
訳
さ
れ

ま
し
た
。

こ
こ
で
は
あ
ま
り
深
入
り
し
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
つ
関
連
し
た
重
要
な
資
料
を
紹
介
し
て
お
く
と
、
イ
ン
ド
の
文
献
で
「
サ

マ
ー
ナ
・
ス
カ
・
ド
ゥ
フ
カ
・
タ
ー
」
と
言
い
換
え
た
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
の
例
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
楽
と
苦
を
共
通
に
持
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つ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
パ
ー
リ
語
の
文
献
で
も
、「
サ
マ
ー
ナ
ア
ッ
タ
タ
ー
」
を
同
様
に
説
明
し
て
い
る
注
釈
文
献
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
事
実
で
、
も
と
も
と
倫
理
原
則
と
し
て
、
人
間
を
含
む
生
き
も
の
は
み
な
、
生
を
願
い
、
死
を
い
と
い
、
苦
痛

を
回
避
し
、
安
楽
を
求
め
る
と
い
う
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
「
自
己
に
照
ら
し
て
」「
わ
が
身
の
ご
と
く
に
」

考
え
て
行
動
せ
よ
と
い
う
、
自
己
類
比
の
倫
理
原
則
の
文
脈
で
い
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、「
同
事
」
の
置
き
換
え
の
中
に
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
イ
ン
ド
の
倫
理
的
原
則
が
四
摂
法
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
私
の
推
定
を
裏

付
け
る
も
の
で
す
。

道
元
禅
師
の
「
同
事
論
」
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。『
正
法
眼
蔵
』
の
「
菩
提
薩

四
摂
法
」
の
中
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
同
事
と
い
ふ
は
不
違
な
り
、
自
に
も
不
違
な
り
、
他
に
も
不
違
な
り
。
た
と
へ
ば
、
人
間
の
如
来
は
人
間
に
同
ぜ
る
が
ご
と
し
。

﹇
人
界
に
同
ず
る
を
も
て
し
り
ぬ
、
同
余
界
な
る
べ
し
。
同
事
を
し
る
と
き
、
自
他
一
如
な
り
。
…
…
た
と
へ
ば
、
事
い
ふ
は
、

儀
な
り
、
威
な
り
、
態
な
り
。﹈
と
。

﹇

﹈
内
は
「
菩
提
薩

四
摂
法
」
の
中
だ
け
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、『
修
証
義
』
第
四
章
で
は
省
か
れ
て
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
、
同
事
の
両
面
性
、
つ
ま
り
、
理
念
的
な
平
等
と
実
践
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
の
点
を
的
確
に
示

し
て
い
る
の
が
こ
の
「
菩
提
薩

四
摂
法
」
の
文
で
す
。『
修
証
義
』
第
二
十
四
節
に
は
、

「
同
事
と
い
ふ
は
不
違
な
り
、
自
に
も
不
違
な
り
、
他
に
も
不
違
な
り
」
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と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
自
他
平
等
、
自
他
と
区
別
を
し
な
い
こ
と
と
い
う
意
味
合
い
を
端
的
に
、「
不
違
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し

て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
平
等
が
単
な
る
理
念
的
平
等
で
は
な
く
、
行
動
に
結
び
つ
く
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い

わ
ゆ
る
「
同
化
」
の
部
分
で
す
が
、
こ
れ
が
「
た
と
へ
ば
、
人
間
の
如
来
は
人
間
に
同
ぜ
る
が
ご
と
し
。﹇
人
界
に
同
ず
る
を
も
て
し

り
ぬ
、
同
余
界
な
る
べ
し
。
同
事
を
し
る
と
き
、
自
他
一
如
な
り
。﹈
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
人
界
に
…
」
の
部
分
は
、
右
の

よ
う
に
『
修
証
義
』
で
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
本
当
は
こ
の
部
分
を
含
め
な
い
と
、
道
元
禅
師
の
お
っ
し
ゃ
り
た
い
こ
と
が
十
分
伝

わ
ら
な
い
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

道
元
禅
師
は
、
ま
た
「
他
を
し
て
自
に
同
ぜ
し
め
て
後
に
自
を
し
て
他
に
同
ぜ
し
む
る
道
理
あ
る
べ
し
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
部
分
は
直
接
的
に
は
叡
尊
の
「
聴
聞
集
」
に
も
出
て
く
る
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
下
地
に
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。『
瑜
伽

師
地
論
』
の
該
当
部
分
、
特
に
次
の
文
で
す
。

「
諸
菩
薩
是
れ
他
と
同
事
し
亦
自
ら
他
と
同
事
す
る
こ
と
を
顕
現
す
る
あ
り
」（『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
四
三
）

こ
れ
は
私
の
推
定
で
す
が
、
当
時
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
道
元
禅
師
も
読
ま
れ
て
、
こ
う
し
た
「
四
摂
法
」
の
説

明
文
を
参
考
に
し
て
、「
他
を
し
て
自
に
」
云
々
と
い
う
表
現
形
式
を
発
案
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
辿
っ
て
い

け
ば
、
他
者
を
自
分
の
身
に
引
き
当
て
、
自
分
を
他
者
の
立
場
に
置
く
と
い
う
、
先
ほ
ど
の
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
文
章
や
、
ま
た

一
般
に
広
く
見
ら
れ
る
イ
ン
ド
の
自
己
類
比
に
行
き
着
く
で
し
ょ
う
。

私
が
い
ま
、
こ
こ
で
一
番
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、「
同
事
」
と
い
う
四
摂
法
の
一
項
を
成
し
て
い
る
こ
の
言
葉
は
、
単
な
る
自
他

平
等
と
か
自
他
不
二
の
よ
う
な
理
念
的
な
平
等
で
は
な
く
て
、
常
に
実
践
的
な
行
動
に
結
び
つ
く
倫
理
原
則
が
基
に
な
っ
て
い
る
概
念



菩薩と慈悲行

－21－

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
教
福
祉
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
に
、
そ
の
基
本
理
念
の
一
つ
と
し
て
、
四
摂
法
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
す
が
、
と
く
に

こ
の
「
同
事
」
は
平
等
の
理
念
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
利
他
の
行
動
に
向
か
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
学
に
お
い
て
も
、
四
摂
法
は
、
建
学
の
理
念
の
具
体
的
な
中
身
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
な
か
ん
づ
く
同

事
が
、
こ
う
し
た
理
念
と
実
践
の
意
味
を
併
せ
も
つ
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
仏
教
の
な
か
で
は
、『
法
華
経
』
に
見
ら
れ
る
観
音
菩
薩
の
応
現
の
思
想
や
文
殊
菩
薩
信
仰
な
ど
が
、
た
と
え
ば
行
基
や
忍
性

な
ど
の
社
会
福
祉
活
動
を
生
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
利
他
行
や
慈
悲
の
実
践
行
も
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
、
四
摂
法
の
「
同
事
」
に

組
み
入
れ
ら
れ
た
イ
ン
ド
的
な
倫
理
原
則
に
行
き
着
く
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

大
変
雑
駁
な
お
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
展
開
は
、
関
根
先
生
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。


