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正

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う

【
問
題
の
所
在
】

釈
迦
が
明
ら
か
に
し
た
仏
教
は
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
主
義
文
化
圏
に
お
い
て
は
、
ひ

と
つ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
存
在
意
義
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的

に
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
基
づ
く
カ
ー
ス
ト
制
度
の
否
定
と
し
て
現
れ
た
。
バ
ラ
モ
ン
教

が
生
ま
れ
に
よ
る
社
会
的
差
別
を
説
く
の
に
対
し
て
、
仏
教
は
人
間
の
出
自
に
よ
る

社
会
的
差
別
を
否
定
し
た
。
そ
れ
は
釈
迦
が
バ
ラ
モ
ン
主
義
文
化
圏
を
棄
て
て
、
仏

法
に
基
づ
く

一
味
平
等
の
僧
伽

(サ
ン
ガ
)
を
生
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

イ
ン
ド
社
会
の
カ
ー
ス
ト
差
別
が
人
々
の
生
き
方
を
根
底
か
ら
束
縛
し
制
約
し
て
い

た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
く
は
な
い
が
、
そ
の
束
縛
と
制
約
か
ら
自
由
に
な

る
こ
と
の
現
実
は
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

釈
迦
自
身
は
バ
ラ
モ
ン
主
義
文
化
圏
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
制
度
の
中
に
お
い
て
は
、

ク
シ
ャ
ト
リ
ア
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
釈
迦
の
伝
記
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
階
級
と
は
バ
ラ
モ
ン
階
級
に
次
い
で
の
支
配
階
級
で
あ
る
。
そ

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う

の
支
配
階
級
に
所
属
す
る
釈
迦
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
カ
ー
ス
ト
制
度
の
差
別
性
か
ら

自
ら
を
解
放
す
る
た
め
に
は
、
出
家
と
い
う
形
式
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

ほ
ど
で
あ
る
。
被
支
配
階
級
で
あ
る
シ
ュ
ー
ド
ラ
階
級
、
更
に
は
、
ア
ウ
ト
カ
ー
ス

ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
最
下
層
の
人
々
が
、
自
ら
を
解
放
す
る
道
は
何
処
に
存

在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

出
家
と
い
う
形
式
で
解
放

へ
の
道
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

は
出
家
と
い
う
形
式
が
バ
ラ
モ
ン
主
義
文
化
圏
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
の
出
家
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
神
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
神
に
至
る
と
い
う
二
重

の
差
別
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
バ
ラ
モ
ン

主
義
文
化
圏
か
ら
丸
ご
と
出
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
差
別
か
ら
の
解
放
は

あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
釈
迦
が
歩
ん
だ
仏
道
と
は
、
構
造
的
な
社

会
的
差
別
を
拡
大
再
生
産
す
る
バ
ラ
モ
ン
主
義
文
化
圏
、
そ
れ
が
当
時
の
イ
ン
ド
社

会
の

「世
間
」
で
あ
る
、
そ
の
世
間
と
の
妥
協
の
な
い
闘
い
の
中
で
し
か
明
ら
か
に

二
九
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〇

と
の
批
判
的
な
緊
張
関
係
の
中
に
、
そ
の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、
仏
教
は
、
そ
の
伝
来
の
当
初
か

ら
田
民
族
宗
教
化
し
て
い
く
危
機
と
、
㈲
政
治
に
利
用
さ
れ
る
危
機
と
を
は
ら
ん
で

い
た
。
こ
の
二
つ
の
危
機
の
中
で
、
日
本
の
仏
教
は
、
日
本
社
会
に
土
着
し
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

一
方
で
は
歴
史
を
越
え
て
日
本
社
会
と
通
底
し
て
い
く
神
仏

混
淆
の
仏
教
で
あ
る
。
も
う

一
方
で
は
、
体
制
社
会
と

一
味
に
な
っ
た
体
制
仏
教
で

あ
る
。
そ
れ
は
貴
族
社
会
で
は
貴
族
社
会
を
支
え
、
封
建
社
会
で
は
封
建
社
会
を
支

え
、
天
皇
制
国
家
社
会
で
は
天
皇
制
国
家
社
会
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
存

在
す
る
批
判
的
な
緊
張
関
係
を
見
失
っ
た
仏
教
で
あ
る
。
こ
う
い
う
歴
史
を
歩
ん
で

き
た
の
が
日
本
の
仏
教
の
す
べ
て
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
い
ま
か
ら
特
に
検
討
し
て
い
く
真
宗
仏
教
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

真
宗
仏
教
の
伝
統
的
な
教
学
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
現
代
と
い
う
時
代
に
息
づ
き
、

複
雑
な
現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
中
で
、
真
宗
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
責
任

と
使
命
を
持
つ
近
代
的
な
教
学
の
中
で
も
、
仏
教
の
宗
教
性
が
、
世
俗
的
社
会
と
の

批
判
的
な
緊
張
関
係
の
中
に
存
在
す
る
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実

社
会
と
関
係
を
持
た
な
い
個
人
の
主
観
的
な
安
心
論
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
性

か
ら
真
宗
仏
教
も
ま
た
自
由
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
教
学
的
な
土
壌
の
中
で
、
あ
え
て
、
現
実
問
題
を
捨
象
し
て
真
宗
教

学
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
、
現
実
問
題
を
捨
象
し
て
真
宗
教

学
を
構
築
す
る
発
想
を
真
俗
二
諦
論
的
発
想
と
捉
え
て
、
そ
の
批
判
的
克
服
を
試
み

て
み
た
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
使
用
す
る

「真
俗
二
諦
論
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
元
来

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
八
号

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
は
元
来
が
世
俗
的
社
会
と
の
否
定
的
な
緊
張
関
係
の
中
に
、
そ

の
存
在
意
義
が
確
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
世
俗
的
社
会
に
追
従
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
が
出
世
間
の
道
を
説
く
仏
教
の
宗
教
的
生
命
で
も

あ
っ
た
。
現
実
と
妥
協
し
、
現
実
を
肯
定
す
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
存
在
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
も
ま
た
十
三
世
紀
の
初
頭
に
は
イ
ン
ド
社
会
か
ら
そ
の
影

響
力
を
失
い
、
滅
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
は

一
般
的
に
は
、

一
つ
に
は

イ
ス
ラ
ム
教
の
イ
ン
ド
進
出
、
も
う

一
つ
は
、仏
教
が
タ
ン
ト
ラ
化
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
化
し
て
い
っ
た
こ
と
。
こ
の
二
つ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
思
想
的
に
言
え

ば
、
仏
教
が
世
間
の
中
に
埋
没
し
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
仏
教
が
世
俗
社
会
と
肯
定
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
世
俗
社
会
そ

の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
人
間
の
自
己
関
心
に
基
づ
く
欲
望
追
求
の

手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
よ
り
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
に
そ
の
立
場
を
奪
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
来
八
百
年
間
、
仏
教
は
イ
ン

ド
の
大
地
に
お
い
て
、
眠
れ
る
獅
子
の
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
の
底
に
身
を
埋
め
て
き

た
。
そ
の
仏
教
が

一
九
五
六
年
十
月
十
四
日
に
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
仏
教
徒
宣

言
を
待
っ
て
、
再
び
、
人
間
解
放
の
教
え
と
し
て
復
興
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

八
百
年
後
の
仏
教
は
、
や
は
り
、
近
代
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
も
な
お
続
く
カ
ー
ス

ト
差
別
に
対
す
る
批
判
的
思
想
と
し
て
、
特
に
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
の
人
々
か
ら
、
自

ら
の
宗
教
と
し
て
宣
言
さ
れ
、
熱
い
期
待
を
担
っ
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
仏
教
の
存
在
を
考
え
て
も
、
仏
教
が
世
俗
的
社
会



は
、
明
治
の
初
頭
に
、
天
皇
制
国
家
体
制
と
癒
着
合
体
し
て
い
く
た
め
に
勘
案
さ
れ
、

東
西
両
本
願
寺
で
は
宗
門
の
宗
義
安
心
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
を
直
接
に
は
指
す

も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
生
命
を
埋
没
さ
せ
、
天
皇
制
国
家

社
会
と
癒
着
迎
合
し
て
、
そ
れ
と

一
体
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
信
仰
論
理
は
、
明
治

の
時
代
に

I
朝

一
夕
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
の
か
ぎ
り
、

一
つ
の

体
制
社
会
が
崩
壊
し
た
ら
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
崩
壊
し
て
い
く
よ
う
な
論
理
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
明
治
以
降
の
天
皇
制
国
家
体
制
を
仏
教
と
し
て
支
え
て
き
た

「真

俗
二
諦
論
」
は
、
確
か
に

一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
登
場
し
た
の
は
明
治
と
い

う
神
権
天
皇
制
国
家
体
制
が
形
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
体
制
社
会
を
無
批

判
に
肯
定
し
て
い
く
論
理
と
心
情
は
よ
り
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
権

天
皇
制
国
家
体
制
が
終
焉
し
て
象
徴
天
皇
制
国
家
体
制
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
の
論
理

と
心
情
も
ま
た
終
焉
し
た
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

も
っ
て
、
私
た
ち
の
身
近
な
信
仰
論
理
、
あ
る
い
は
信
仰
心
情
と
な
っ
て
生
き
続
け

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
そ
れ
を
克
服
し
て
い
く
作
業
が
不
断
に
続
け
ら
れ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
行
わ
れ
た
研
修
会
で

「同
朋
社
会
の
顕
現
」
と
題
さ
れ
て
講
義
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
講
義
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
宗
派
の
内
部
で
総
括
点
検
が
な

さ
れ
、

一
定
程
度
の
文
章
と
し
て

「身
同
」
誌
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
そ
れ
に
ふ
れ
な
い
で
、
い
ま
問
題
と
す
る
体
制
社
会
と
の
関
係
の
取
り
方
、
つ

ま
り
、
仏
教
は
ど
こ
ま
で
も
体
制
社
会
と
批
判
的
な
緊
張
関
係
を
切
り
結
ぶ
べ
き
で

あ
る
と
い
う
点
だ
け
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

参
考
と
す
る

「同
朋
社
会
の
顕
現
」
に
は
、
宗
教
問
題
と
現
実
問
題
の
関
わ
り
に

つ
い
て
、
「
こ
の
頃
は
同
和
と
か
靖
国
と
か
、
よ
く
問
題
に
な
っ
と
る
そ
う
で
す
な
。

そ
り
や
け
っ
こ
う
な
話
だ
が
、
僕
は
こ
う
い
う
こ
と
や
っ
と
る
ひ
ま
が
な
い
。
「自
己

と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ん
の
に
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
に

対
し
て
は
、
す
で
に
当
時
の
古
賀
制
二
元
宗
務
総
長
の
名
で

「同
朋
会
運
動
再
生
の

た
め
に
」
と
題
さ
れ
た
報
告
文
書
の
中
で
、
「仏
法
は
仏
法
、
娑
婆
は
娑
婆
と
し
て
、

現
実
の
社
会
や
教
団
や
実
生
活
上
の
諸
問
題
を
、
信
心
と
切
り
離
す
姿
勢
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
」
と
明
記
し
て
あ
る
こ
と
に
追
加
す
る
こ
と
は
何
も
な
い
が
、
問
題
点

と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
問
題
と
現
実
問
題
を
切
り
離
し
て
い
く
発
想
の
根
本
に
、

い
わ
ゆ
る

「真
俗
二
諦
論
」
が
形
を
変
え
て
私
た
ち
の
現
代
教
学
と
し
て
機
能
し
て

は
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に

「問
題
の
所
在
」
の
と
こ
ろ
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
真
宗
教

学
史
の
中
で
、
真
宗
仏
教
の
宗
義
安
心
が

「真
俗
二
諦
論
」
と
明
確
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
の
は
、
明
治
維
新
以
降
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
用
語
と
し
て
は

「真
俗
二
諦
論
」
と
い
う
場
合
は
、
真
宗
教
団
が
天
皇
制
絶
対
主
義
国
家
体
制
に
荷
担

三

一

【真
俗
二
諦
論
的
発
想
の
確
認
】

問
題
を
確
認
す
る
た
め
に
、

一
つ
の
典
型
的
な

「真
俗
二
諦
論
」
的
発
想
の
事
例

を
紹
介
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
真
宗
大
谷
派
同
和
推
進
本
部
発
行
の

「身

同
」
九
号
に
、
宗
派
を
代
表
す
る
宗
務
総
長
経
験
者
の
差
別
発
言
講
義
が
全
文
参
考

資
料
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
朋
会
運
動
全
国
推
進
員
協
議
会
が
主
催

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う
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二

て
い
る
の
が
、
親
鸞
に
よ
っ
て

「教
行
証
文
類
」
化
身
土
巻
に
引
用
さ
れ
た
、
最
澄

制
作
と
伝
え
ら
れ
る

「
末
法
灯
明
記
」
(資
料
A
)
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

「そ
れ

一
如

に
範
衛
し
て
も
っ
て
化
を
流
す
者
は
法
王
、
四
海
に
光
宅
し
て
も
っ
て
風
を
垂
る
る

者
は
仁
王
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
仁
王
・法
王
、
た
が
い
に
顕
れ
て
物
を
開
し
、

真
諦

・
俗
諦
、
た
が
い
に
因
っ
て
教
を
弘
む
」
と
あ
っ
て
、
「真
諦
」
「俗
諦
」
の
用

語
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
真
諦

・
俗
諦
の
用
語
、
更
に
は
、
そ
の
使
わ

れ
方
を
も
っ
て
、
後
世
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
真
俗
二
諦
論
の
原
型
を
考
え
る
こ
と
は

こ
の

「末
法
灯
明
記
」
の
文
脈
で
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
い
ま
問
題
に
す
る
明
治
維
新
以
降
、
つ
ま
り
、
日
本
が
、
文
字
通
り
、

天
皇
制
国
家
体
制
と
な
り
、
そ
の
国
家
体
制
に
癒
着
同
化
し
て
い
く
た
め
の
教
義
と

し
て
展
開
し
た
真
俗
二
諦
論
と
は
、
現
実
社
会
と
の
緊
張
関
係
を
見
失
っ
た
、
そ
の

意
味
で
、
仏
教
の
宗
教
的
生
命
を
喪
失
さ
せ
て
い
っ
た
体
制
社
会
の
論
理
を
言
う
か

ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
親
鸞
が
引
用
し
た
最
澄
伝
の

「末
法
灯
明
記
」
は
、
「し

か
れ
ば
す
な
わ
ち
仁
王

・
法
王
、
た
が
い
に
顕
れ
て
物
を
開
し
、
真
諦

・
俗
諦
、
た

が
い
に
因
っ
て
教
を
弘
む
」
(資
料
A
)
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

「ど
こ
ま
で
も
開
物
、
弘
教
を
め
ざ
す
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
、
仏
法
中
心

の
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
真
俗
二
諦
に
言
及
し
て
は
い
て
も
、
基
本
的

に
は
、
仏
法
と
い
う
、
出
世
間
の
論
理
が
展
開
す
る
プ

ロ
セ
ス
を
言
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
決
し
て
、
親
鸞
以
降
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
真
諦
俗
諦
が
相
依
相
資
し
て
、

真
諦
が
俗
諦
を
守
り
俗
諦
が
真
諦
を
崇
め
る
と
言
っ
た
よ
う
な

(資
料
C
)
真
俗
二

諦
説
で
は
な
い
。
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し
、
翼
賛
し
て
い
く
教
義
教
学
を
指
す
時
に
使
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
指
摘

し
た
い
こ
と
は
、
真
宗
仏
教
の
歴
史
の
中
で
突
出
し
て
宗
教
的
生
命
を
か
な
ぐ
り
捨

て
た
、
こ
の

「真
俗
二
諦
論
」
は
、
何
も
明
治
の
時
代
に
突
然
生
ま
れ
、
そ
し
て
消

滅
し
て
い
っ
た
信
仰
論
理
と
信
仰
心
情
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
に
も
、
そ
れ
以
降
に
も
、
「真
俗
二
諦
論
」
を
生
み
出
す
土
壌
は
培
わ
れ
、
ま
た

再
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
に
資
料
と
し
て
紹
介
し
た

「同
朋
社
会
の
顕
現
」
な
ど
は
、
現
実
問

題
と
宗
教
問
題
を
切
り
離
し
た
、
そ
の
意
味
で
、
近
代
真
宗
教
学
の
保
守
主
義
を
形

成
し
て
き
た

「真
俗
二
諦
論
」
の
現
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
戦
時
教
学
が

「真

俗
二
諦
論
」
に
よ
っ
て
真
諦
を
覆
い
隠
し
て
俗
諦
に
身
を
擦
り
寄
せ
て
い
く
に
対
し

て
、
現
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
関
心
を
真
諦
に
集
中
さ
せ
て
、
俗
諦
を
不
問
に
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
体
制
社
会
と
批
判
的
に
向
き
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
意

味
で
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
明
治
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

「真
俗
二
諦
論
」
が
生

み
だ
さ
れ
て
く
る
土
壌
は
ど
こ
ま
で
遡
源
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
問
題
す
る
に
先
立
っ
て
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
明
治
に
お
け
る

天
皇
制
国
家
体
制
と
深
く
結
び
つ
い
た

「真
俗
二
諦
論
」
と
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た

教
学
的
な
土
壌
、
あ
る
い
は

「真
俗
二
諦
論
」
的
現
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
鮒
分
け
す

る
た
め
に
、
前
者
は
文
字
通
り
、
「真
俗
二
諦
論
」
と
い
い
、
後
者
は

「真
俗
二
諦
論

的
発
想
」
と
使
い
分
け
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず

「真
俗
二
諦
論
的
発
想
」
は
ど
こ
に

現
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
真
宗
仏
教
で
言
え
ば
、
後
に
検
証
す
る
よ
う
に
覚
如
以

降
の
真
宗
教
学
の
上
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
教
学
的
な
根
拠
と
な
っ



ま
た
、
対
外
的
な
時
代
状
況
の
中
で
教
団
護
持
の
た
め
に
言
っ
た
と
は
い
え
、
覚

如
と
か
蓮
如
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

(資
料
B
/
資
料
G
)
「王
法
を
も
っ
て
お
も
て

と
し
、
内
心
に
は
他
力
の
信
心
を
ふ
か
く
た
く
わ
え
て
、
世
間
の
仁
義
を
も
っ
て
本

と
す
べ
し
」
(資
料
G
)
と
言
っ
た
よ
う
な
論
理
、
真
諦
は
内
面
に
深
く
た
わ
え
て
、

俗
諦
の
義
を
守
れ
と
い
う
よ
う
な
真
俗
二
諦
説
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
は
明
々
白
々

で
あ
る
。

そ
れ
を
親
鸞
の
思
想
に
ま
で
真
俗
二
諦
論
に
枠
づ
け
て
解
釈
す
る
と
、親
鸞
が
も
っ

て
い
た
批
判
仏
教
と
し
て
の
内
実
が
拡
散
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
親

鸞
以
降
の
真
宗
教
学
は
。
こ
の
親
鸞
思
想
の
拡
散
を
通
し
て
、
宗
教
的
生
命
を
見
失
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
親
鸞
思
想
の
拡
散
と
無
化
を
い
ま
真
俗
二
諦
論
的
発
想

と
押
さ
え
た
上
で
、
こ
の
真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
超
え
て
、
真
宗
仏
教
が
追
求
さ
れ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
み
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
蓮
如
の
場
合
は
資
料
F
の

「仏
法
を
あ
る
じ
と
し
、
世
間
を
客
人
と

せ
よ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
視
点
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
タ
イ
プ
だ
け
で
蓮

如
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
は
蓮
如
そ
の
ひ
と
が
ど
う
で
あ
っ

た
か
は
問
わ
な
い
。
真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
抽
出
す
る
こ
と
が
当
面
の
目
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
真
俗
二
諦
論
的
発
想
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ
宗
教
の

宗
教
的
生
命
を
枯
渇
さ
せ
て
い
く
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

【真
俗
二
諦
論
的
発
想
の
タ
イ
プ
A
と
タ
イ
プ
B
】

い
ま
問
題
に
し
た
い
真
俗
二
諦
論
的
発
想
は
、
先
に
も
少
し
言
及
し
た
よ
う
に
資

料
C

こ

が
癒
着
し
て
現
実
世
界
を
相
対
化
す
る
原
理
を
見
失
っ
て
い
く
タ
イ
プ
、
そ
れ
を
い

ま
便
宜
上

「タ
イ
プ
A
」
と
す
る
。
そ
れ
と
。
資
料
B
の
覚
如
、
資
料
G

・
資
料
H

の
蓮
如
の
言
葉
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
宗
教
問
題
と
現
実
問
題
と
を
切
り
離

し
て
い
く
、
つ
ま
り
、
現
実
世
界
を
相
対
化
す
る
原
理
を
覆
っ
て
い
く
タ
イ
プ
、
そ

れ
を
便
宜
上

「タ
イ
プ
B
」
と
す
る
。

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う

【
タ
イ
プ
A
】

先
ず
、
最
初
の
タ
イ
プ

「A
」
は
、
特
に
、
親
鸞
以
降
の
体
制
的
な
封
建
教
学
を

土
台
に
し
て
、
明
治
の
時
代
に
理
論
的
に
も
制
度
的
に
も
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

典
型
的
に
は
資
料
I
の
真
宗
大
谷
派

「宗
制
寺
法
」
に
、
そ
の
論
理
が
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
一
世
風
邸
し
た
こ
の
真
俗
二
諦
論
の

内
実
は
い
う
ま
で
も
な
く
真
諦
俗
諦
相
依
相
資
論
で
あ
る
。

こ
の
真
諦
俗
諦
相
依
相
資
論
は
、
識
者
の
言
葉
を
借
り
て
説
明
す
れ
ば
、
「真
諦
と

は
、
出
世
の
原
理
、
出
世
に
お
け
る
価
値
体
系
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
仏
や
浄
土

を
さ
し
、
よ
り
身
近
く
は
、
そ
の
主
体
的
な
信
知
体
験
と
し
て
の
信
心
の
こ
と
を
さ

し
て
い
る
。
ま
た
俗
諦
と
は
、
世
俗
の
原
理
、
世
俗
に
お
け
る
価
値
体
系
を
意
味
し
、

具
体
的
に
は
王
法
と
仁
義
、
政
治
権
力
と
体
制
倫
理
を
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

真
諦
と
俗
諦
の
関
係
は
、
こ
の
真
と
俗
、
出
世
と
世
俗
の
二
つ
の
原
理
が
、
矛
盾
な

く
相
依
し
相
資
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
宗
に
お
け
る
信
心
と
は
、

つ
ね
に
世
俗
の
価
値
体
系
、
具
体
的
に
は
時
の
政
治
権
力
、
そ
の
体
制
倫
理
と
、
何

三

三
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ら
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
深
く
相
依
し
相
資
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
真
俗
二
諦
論
的
相
依
相
資
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
の

時
代
か
ら
始
ま
っ
た
近
代
神
権
天
皇
制
国
家
体
制
に
、
真
宗
教
団
を
刷
り
込
ま
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
真
俗
二
諦
論
的
相
依
相
資
論
は
、
宗
教

が
宗
教
で
あ
る
こ
と
の
根
本
、
そ
れ
は

一
口
で
い
え
ば
、
現
世
的
世
界
を
批
判
的
に

問
う
と
い
う
、
そ
の
一
点
を
見
失
っ
た
論
理
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
論
理
に
対
し

て
は
ど
こ
ま
で
も
、
私
た
ち
の
現
世
的
世
界
を
相
対
化
す
る
超
越
的
な
原
理
、
普
遍

的
な
原
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
峙
す
る
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
真
宗
の
文
脈
で
い
え
ば
、
大
行
と
し
て
の
念
仏
の
法
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三

四

例
え
ば
、
人
間
の
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
端
的
な
表
現
で
あ
っ
た
三
井
三
池

の
労
働
争
議
に
代
表
さ
れ
る
労
働
問
題
、
戦
後
の
日
本
の
枠
組
み
を
決
定
し
て
い
っ

た
安
保
問
題
の
よ
う
な
政
治
問
題
、
戦
後
に
お
け
る
産
業
資
本
が
人
間
を
無
視
し
て

資
本
の
蓄
積
を
平
然
と
行
っ
て
い
っ
た
過
程
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
水
俣
病
に
代
表
さ

れ
る
環
境
破
壊
の
問
題
、
近
代
合
理
主
義
の
権
化
の
よ
う
な
原
子
力
発
電
所
に
見
ら

れ
る
核
干
不
ル
ギ
ー
問
題
、
戦
後
日
本
の
反
戦
平
和
運
動
の
象
徴
と
も
な
っ
た
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
問
題
、
さ
ら
に
は
、
戦
前
か
ら
引
き
継
い
で
日
本
文
化
の
底
流
に
息
づ

い
て
い
る
部
落
差
別
問
題
、
民
族
差
別
問
題
、
女
性
差
別
問
題
、
そ
し
て
、
靖
国

・

天
皇
制
問
題
に
全
く
応
答
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
真
宗
教
学
の
本
質
的
な
問
題
こ

そ
が
、
こ
の
タ
イ
プ

[B
]
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
真
宗
仏
教

が
決
し
て
現
実
問
題
を
捨
象
し
て
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検

証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

【
世
の
い
の
り
に
心
入
れ
て
】

か
つ
て
上
原
専
禄
氏
が

「国
民
文
化
と
仏
教
」
の
中
で
、
「政
治
と
の
か
か
わ
り
あ

い
を
ぬ
き
に
し
て
、
い
っ
た
い
宗
教
が
そ
の
宗
教
性
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
を
、
宗
教
自
体
の
側
の
問
題
と
し
て
考
え
ま
す
と
き
、
私
と
し
ま

し
て
は
、
ど
う
し
て
も
政
治
と
の
対
決
の
重
要
性
を
強
調
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述

べ
た
。
今
日
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
政
治
と
の
対
決
を
回
避
し
、
そ
れ
と
の
無
際

限
の
野
合
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
誰
も
が
、
現
世
的
な
も
の
を
根

本
か
ら
批
判
す
る
超
越
的
な
原
理
、
普
遍
的
な
原
理
を
忘
却
し
、
課
題
化
し
な
く
な
っ

【
タ
イ
プ
B
】

次
に
後
者
の

「タ
イ
プ
B
」
で
あ
る
が
、
こ
の

「タ
イ
プ
B
」
は
、
特
に
敗
戦
後

に
お
い
て
隆
盛
を
極
め
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
体
制
的
に

時
代
と
切
り
結
び
す
ぎ
た
戦
前
の
真
宗
仏
教
に
対
す
る
反
動
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。そ

こ
で
は
宗
教
と
い
え
ば
、
個
人
の
主
観
的
な
内
面
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
宗

教
を
現
実
問
題
と
切
り
離
し
て
徹
底
し
て
主
観
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
タ
イ
プ
は
、
宗
教
が
時
代
社
会
の
矛
盾
を
反
映
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

ず
、
宗
教
問
題
を
社
会
問
題
の
埓
外
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
体
制
社
会
に

応
答
す
る
術
を
全
く
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
教
学
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。



た
当
然
の
帰
結
で
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
は
仏
教
が
真
俗
二
諦
論
、
及
び
真
俗
二
諦
論
的
発
想
の
中

に
取
り
込
ま
れ
、
真
諦
を
根
拠
に
し
た
現
実
批
判
を
見
失
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、

仏
教
が
そ
の
宗
教
的
生
命
を
枯
渇
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
化
し
て
い
く
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
言
語
と
行
動
に
よ
っ
て
体
制
社
会
を
秩
序
づ
け
て
い
く
、
あ
る
い
は
正
当
化

し
て
い
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
実
働
し
て
い
る
と
き
、
例
え
ば
、
そ
う
い
う
事
例

と
し
て
は
戦
時
教
学
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
う
仏
教
が
現
実
批
判
を
見
失
っ
て

い
る
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
す
る
こ
と
も
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し

か
し
、

一
番
問
題
な
の
は
、
タ
イ
プ
B
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
現
実
を
無
視
し
て
い
く

仏
教
で
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た

「
こ
の
頃
は
同
和
と
か
靖
国
と
か
、
よ
く
問
題
に
な
っ
と
る
そ
う

で
す
な
。
そ
り
や
け
っ
こ
う
な
話
だ
が
、
僕
は
こ
う
い
う
こ
と
や
っ
と
る
ひ
ま
が
な

い
」
と
い
う
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
現
実
問
題
を
捨
象
し
て
宗
教
問
題
を
語
る
、

い
わ
ゆ
る
真
俗
二
諦
論
的
発
想
の
現
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
こ
そ
が
批
判
的
に
問
題
に
さ

れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
形
で
宗
教
を
考
え
る
意
識

と
発
想
は
な
に
も
今
日
の
問
題
で
は
な
く
て
、

一
般
的
な
宗
教
観
で
あ
る
。
吉
田
兼

好
著
と
し
て
有
名
な
古
典

「
徒
然
草
」
に
は
、
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
学
ば
れ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「仏
道
を
願
ふ
と
は
別
の
こ
と
な

し
、
暇
あ
る
身
に
な
り
て
世
の
事
を
心
に
か
け
ぬ
を
第

一
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
現
実
問
題
を
捨
象
し
て
こ
そ
宗
教
問
題
が
追
求
さ
れ
る
の
だ

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
現
実
問
題
は
自
己
を
見
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

脱
却
し
て
こ
そ
自
己
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
問
題
に
対
し
て
宗
教
的
世

界
を
志
す
も
の
は
見
ざ
る
言
わ
ざ
る
聞
か
ざ
る
の
三
猿
的
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
仏
教
が
戒
律
を
も
う
け
て
日
常
の
世
俗
的
な
欲
望
的
世
界
か
ら
行
者
を
遠
ざ
け

よ
う
と
す
る
の
も
、
人
里
離
れ
た
山
岳
に
伽
藍
を
建
設
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
う
い
う
形
で
宗
教
が
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
な
ら
、
宗
教
の
存
在
は
、
日
々
人
間
が

織
り
な
す
差
別
的
抑
圧
的
支
配
的
な
現
実
社
会
を
肯
定
し
無
視
し
て
い
く
体
制
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
作
用
し
て
い
く
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実
を
捨
象
し
た
宗
教
観
は
や
が
て
表
現
と
し
て
は
、
海
、
川
、
星
、

空
、
雲
、
山
な
ど
の
大
自
然
と
自
己
と
を
融
合
さ
せ

一
体
感
を
味
わ
う
宗
教
的
な
体

験
を
是
と
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
百
行
の

「何
事
の
お
は
し
ま
す
を
ば
知
ら
ね
ど

も
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る
」
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
個
相

対
有
限
な
存
在
が
絶
対
無
限
の
世
界
に
触
れ
て
、

一
個
相
対
有
限
な
存
在
を
徹
底
し

て
自
覚
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
絶
対
無
限
の
世
界
に
没
入
し
て
至

福
の
時
を
経
験
す
る
。
そ
れ
は
現
実
問
題
を
捨
象
し
て
自
然
と
自
己
と
を

一
体
化
さ

せ
て
恍
惚
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
主
観
的
な
安
心
の
極
ま
っ
た
世
界
に
は
、

も
は
や
、
靖
国
問
題
も
天
皇
制
の
問
題
も
、
人
権
侵
害
の
問
題
も
、
す
べ
て
吹
き
飛

ん
で
し
ま
う
。
吹
き
飛
ぶ
が
故
の
至
福
の
時
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
主
観
的
な
体

験
を
個
人
の
レ
ベ
ル
で
味
わ
っ
た
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
な
ら
ま
だ
許
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
体
験
的
世
界
を
例
え
ば
親
鸞
の
世
界
で
あ
る
と
か
、
釈
尊
の

世
界
で
あ
る
と
か
と
喧
伝
す
る
よ
う
に
な
る
と
も
は
や
犯
罪
的
で
あ
る
。

三
五
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こ
の
よ
う
な
大
い
な
る
自
然
と
自
己
と
を

一
体
化
さ
せ
て
い
く
梵
我

一
如
的
宗
教

観
は
、
も
っ
と
も
宗
教
ら
し
い
雰
囲
気
を
持
つ
が
、
そ
の
実
、
そ
れ
は
仏
教
が
提
示

す
る
縁
起
的
自
己
を
解
体
し
、
見
失
わ
せ
る
宗
教
で
あ
る
。
こ
う
い
う
世
界
に
窮
極

の
宗
教
的
境
地
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
説
教
さ
れ
る
こ
と
が
宗
教
の
危
機
な
の
で

あ
る
。
真
俗
二
諦
論
の
窮
極
は
、
こ
の
境
地
に
人
を
陥
れ
て
現
実
批
判
の
眼
を
奪
い

取
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
は
、
か
つ
て
の
天
皇
制
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
い

な
る
自
然
と

一
体
化
し
て
い
く
感
性
そ
の
ま
ま
に
、
人
間
の
世
の
人
工
的
世
界
と
も

一
体
化
し
て
、
現
実
を
最
大
限
正
当
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
大
い
な
る
自
然
、

そ
れ
は
神
で
あ
り
仏
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と

一
体
化
し
て
い
く
恍
惚
の
信
心
は
、
そ

の
ま
ま
神
と
か
仏
と
か
と
呼
ば
れ
る
絶
対
な
る
も
の
と
世
俗
社
会
を
重
ね
て
、
こ
の

三
六

あ
る
。
今
日
、
私
た
ち
は
あ
ら
た
め
て

「政
治
と
の
対
決
の
重
要
性
」
を
掲
げ
た
上

原
専
禄
氏
の
提
言
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
を
生
き
て
い
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

世
俗
社
会
と
無
批
判
に

一
体
化
し
て
い
く
恍
惚
の
政
治
と
な
り
果
て
て
い
く
こ
と
は

　　

B
)
覚
如

「改
邪
紗
」

火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遁
世
の
か
た
ち
を
こ
と
と
し
、
異
形
を
こ
の
み
、
裳
無
衣
を
着
し
、
黒
袈
裟

親
鸞
は
恍
惚
化
し
て
い
く
独
り
よ
が
り
の
梵
我

一
如
的
宗
教
観
に
対
し
て
、
「教
行

　　　　

を
も
ち
い
る
、
師
か
る
べ
か
ら
ざ
る
事
。

証
文
類
」
信
巻
に
、
「然
る
に
末
代
の
道
俗
・近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄

　　　　　

そ
れ
出
世
の
法
に
お
い
て
五
戒
と
称
し
、
世
法
に
あ
り
て
は
五
常
と
な
づ
く

土
の
真
証
を
慶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」
と
述
べ
、
更
に

　　　　

る
仁

・
義

・
礼

・
智

・
信
を
ま
も
り
て
、
内
心
に
は
他
力
の
不
思
議
を
た
も
つ

「御
消
息
集
」
に
は

「世
に
く
せ
ご
と
の
お
こ
り
そ
う
ら
い
し
か
ば
、
そ
れ
に
つ
け
て

　　　　

べ
き
よ
し
師
資
相
承
し
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
る
に
、
い
ま
風
聞
す

も
、
念
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
て
、
世
の
い
の
り
に
こ
こ
ろ
い
れ
て
、
も
う
し
あ
わ
せ

　　　　

る
と
こ
ろ
の
異
様
の
儀
に
お
い
て
は
、
「世
間
法
を
ば
わ
す
れ
て
仏
法
の
義
ば
か

た
ま
う
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
現
実
問
題
を
捨
象
し
な
い
宗
教

　　　　

り
を
さ
き
と
す
べ
し
」
と
云
々

　

こ
れ
に
よ
り
て
世
法
を
放
呵
す
る
す
が
た
と

問
題
の
捉
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
以
降
に
顕
著
に
現
れ
て
き

　　　　

お
ぼ
し
く
て
、
裳
無
衣
を
着
し
黒
袈
裟
を
も
ち
い
る
か
。
は
な
は
だ
、
し
か
る

た
真
俗
二
諦
論
的
発
想
は
、
基
本
的
に
は
、
宗
教
を
現
実
と
切
り
離
し
、
切
り
離
す

　　　　

べ
か
ら
ず
。

こ
と
を
通
し
て
現
実
に
宗
教
を
奉
仕
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
眼
目
が
存
在
す
る
の
で

　　

C
)
存
覚

「破
邪
顕
正
紗
」
巻
中

【真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う
】
資
料

A
)
親
鸞

「教
行
信
証
」
化
身
土
巻

「末
法
燈
明
記
」
最
澄
製
作
を
披
閲
す
る
に
日
わ
く

そ
れ

一
如
に
範
衛
し
て

も
っ
て
化
を
流
す
者
は
法
王
、
四
海
に
光
宅
し
て
も
っ
て
風
を
垂
る
る
者
は
仁

王
な
り
。
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
仁
王

・
法
王
、
た
が
い
に
顕
れ
て
物
を
開
し
、

真
諦

・
俗
諦
、
た
が
い
に
因
っ
て
教
を
弘
む
。



「仏
法
を
あ
る
じ
と
し
、
世
間
を
客
人
と
せ
よ
」
と
い
え
り
。
「仏
法
の
う
え

よ
り
、
世
間
の
こ
と
は
時
に
し
た
が
い
、
相
は
た
ら
く
べ
き
事
な
り
」
と
云
々

て
上
代
と
い
ひ
、
当
時
と
い
ひ
、
国
土
を
お
さ
め
ま
し
ま
す
明
王
み
な
仏
法
紹

　　

G
)
蓮
如

「御
文
」
二
帖
目
第
六
通

仏
法
王
法
は

一
双
の
法
な
り
。
と
り
の
ふ
た

っ
の
っ
ば
さ
の
ご
と
し
。
く
る

　　

F
)
「蓮
如
上
人
御

一
代
聞
書
」

ま
の
ふ
た
つ
の
輪
の
ご
と
し
。
ひ
と
つ
も
か
け
て
は
不
可
な
り
。
か
る
が
ゆ

へ

に
仏
法
を
も
て
王
法
を
ま
も
り
。
王
法
を
も
て
仏
法
を
あ
が
む
。
こ
れ
に
よ
り

隆
の
御
願
を
も
は
ら
に
せ
ら
れ
、
聖
道
と
い
ひ
、
浄
土
と
い
ひ
、
仏
教
を
学
す

る
諸
僧
、
か
た
じ
け
な
く
天
下
安
穏
の
祈
祷
を
い
た
し
た
て
ま
つ
る

一
向
専
念

の
と
も
が
ら
、
な
ん
ぞ
こ
の
こ
と
わ
り
を
わ
す
れ
ん
や
。
(略
)
世
々
に
か
う
ぶ

り
し
国
王
の
恩
よ
り
は
、
こ
の
と
こ
ろ
の
皇
恩
は
こ
と
に
を
も
し
、
世
間
に
つ

け
出
世
に
つ
け
恩
を
あ
ふ
ぎ
徳
を
あ
ふ
ぐ
、
い
か
で
か
王
法
を
忽
諸
し
た
て
ま

つ
る
べ
き
や
。
い
か
に
い
は
ん
や
専
修
念
仏
の
行
者
在
々
所
々
に
し
て
、

一
滴

を
の
み

一
食
を
う
く
る
に
い
た
る
ま
で
、
惣
じ
て
は
公
家
関
東
の
恩
化
な
り
と

信
じ
、
別
し
て
は
領
主
地
頭
の
恩
致
な
り
と
し
る

D
)
存
覚

「
聖
徳
太
子
講
式
」

蓋
し
是
れ
王
法
を
以
て
仏
法
を
弘
め
、
真
諦
を
以
て
俗
諦
を
守
る
。
真
俗
相

依
り
二
諦
並
べ
生

(な
)
る
。

E
)
「蓮
如
上
人
御

一
代
聞
1　
」

も
に
、
そ
れ
を
、
わ
が
、
よ
き
者
に
、
は
や
、
な
り
て
、
そ
の
心
に
て
、
御
恩

と
い
う
こ
と
は
、
う
ち
わ
す
れ
て
、
わ
が
心
、
本
に
な
る
に
よ
り
て
、
冥
加
に

つ
き
て
、
世
間

・
仏
法
、
と
も
に
、
悪
き
心
が
、
必
ず
、
出
来
す
る
な
り
。

一

大
事
な
り
と
云
々

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う

そ
れ
、
当
流
親
鸞
聖
人
の
す
す
め
ま
し
ま
す
と
こ
ろ
の
一
義
の
こ
こ
ろ
と
い

う
は
、
ま
ず
他
力
の
信
心
を
も
っ
て
肝
要
と
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
他
力
の
信
心

と
い
う
こ
と
を
く
わ
し
く
し
ら
ず
は
、
今
度
の

一
大
事
の
往
生
極
楽
は
ま
こ
と

に
も
っ
て
か
な
う
べ
か
ら
ず
と
、
教
釈
と
も
に
あ
き
ら
か
に
み
え
た
り
。
さ
れ

三
七

そ
も
そ
も
、
当
流
の
他
力
信
心
の
お
も
む
き
を
よ
く
聴
聞
し
て
、
決
定
せ
し

む
る
ひ
と
こ
れ
あ
ら
ば
、
そ
の
信
心
の
と
お
り
を
も
っ
て
心
底
に
お
さ
め
お
き

て
、
他
宗
他
人
に
対
し
て
沙
汰
す
べ
か
ら
ず
。
ま
た
、
路
次
大
道
、
わ
れ
わ
れ

の
在
所
な
ん
ど
に
て
も
、
あ
ら
わ
に
ひ
と
を
も
は
ば
か
ら
ず
、
こ
れ
を
讃
嘆
す

べ
か
ら
ず
。
つ
ぎ
に
は
、
守
護
地
頭
方
に
む
き
て
も
、
わ
れ
は
信
心
を
え
た
り

と
い
い
て
疎
略
の
義
な
く
、
い
よ
い
よ
公
事
を
ま
っ
た
く
す
べ
し
。
ま
た
諸
神
・

諸
仏

・
菩
薩
を
も
お
ろ
そ
か
に
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
み
な
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六

字
の
う
ち
に
こ
も
れ
る
が
ゆ
え
な
り
。
こ
と
に
ほ
か
に
は
王
法
を
も
っ
て
お
も

て
と
し
、
内
心
に
は
他
力
の
信
心
を
ふ
か
く
た
く
わ
え
て
、
世
間
の
仁
義
を
も
っ

て
本
と
す
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
当
流
に
さ
だ
む
る
と
こ
ろ
の
お
き
て
の
お
も

む
き
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。

文
明
6
年
2
月
17
日
書
之

皆
人
毎
に
、
よ
き
こ
と
を
云
い
も
し
、
働
き
も
す
る
こ
と
あ
れ
ば
、
真
俗
と

　　

H
)
蓮
如

「御
文
」
二
帖
目
第
十
通
)
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三
八

ば
、
そ
の
他
力
の
信
心
の
す
が
た
を
存
知
し
て
、
真
賞
報
土
の
往
生
を
と
げ
ん

　　

J
)
同
和
推
進
本
部
発
行

『身
同
』
89
年
9
号
所
収

「同
朋
社
会
の
顕
現
」

と
お
も
う
に
つ
い
て
も
、
い
か
よ
う
に
こ
こ
ろ
を
も
も
ち
、
ま
た
い
か
よ
う
に

　　　　　

こ
の
頃
は
同
和
と
か
靖
国
と
か
、
よ
く
問
題
に
な
っ
と
る
そ
う
で
す
な
。
そ

機
を
も
も
ち
て
、
か
の
極
楽
の
往
生
を
と
ぐ
べ
き
や
ら
ん
。
そ
の
む
ね
を
く
わ

　　　　

り
や
け
っ
こ
う
な
話
だ
が
、
僕
は
そ
う
い
う
こ
と
や
っ
と
る
ひ
ま
が
な
い
。
「白

し
く
し
り
は
ん
べ
ら
ず
。
ね
ん
ご
ろ
に
お
し
え
た
ま
う
べ
し
。
そ
れ
を
聴
聞
し

　　　　

己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ん
の
に
ね
。
同
和
が
何
か
靖
国
が
ど

て
い
よ
い
よ
堅
固
の
信
心
を
と
ら
ん
と
お
も
う
な
り
。
(中
略
)
そ
れ
、
国
に
あ

　　　　

う
と
、
僕
に
は
い
う
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
も
っ
ぱ
ら

「自
己
と
は
何
ぞ
や
。

ら
ば
守
護
方
、
と
こ
ろ
に
あ
ら
ば
地
頭
方
に
お
い
て
、
わ
れ
は
仏
法
を
あ
が
め

　　　　

こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
で
あ
る
」
-
清
沢
先
生
の
仰
せ
を
、
ど
う
せ
も
う
長

信
心
を
え
た
る
身
な
り
と
い
い
て
、
疎
略
の
義
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　　　　

く
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
今
し
ば
ら
く
そ
の
道
を
歩
き
た
い
、
こ
う
思
っ
て

い
よ
い
よ
公
事
を
も
っ
ぱ
ら
に
す
べ
き
も
の
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
こ
こ
ろ
え

　　　　

い
る
わ
け
で
す
」

た
る
ひ
と
を
さ
し
て
、
信
心
登
得
し
て
後
生
を
ね
が
う
念
仏
行
者
の
ふ
る
ま
い

　　

K
)
上
原
専
禄
著

「国
民
文
化
と
仏
教
」

の
本
と
ぞ
い
う
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
仏
法

・
王
法
を
む
ね
と
ま
も
れ
る
ひ
と

　　　　　

狭
い
意
味
で
の
政
治
ば
か
り
で
な
く
、経
済
や
産
業
や
社
会
の
問
題
を
も
ひ
っ

と
な
づ
く
べ
き
も
の
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。

　　　　　　　　　　　

く
る
め
て
、
そ
れ
が
生
き
た
形
で
動
い
て
い
る
全
体
を
政
治
と
い
う
こ
と
に
し

文
明
6
年
5
月
13
日
書
之

　　　　

ぼ
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
政
治
は

「現
世
的
な
も
の
」
の
集
約
で
あ
る
と
い
え
ま

I
)
「宗
制
寺
法
」
(東
本
願
寺

・
凶
年

(M
19
)
9
月
12
口
発
布

　　　　　　　　　　　

し
ょ
う
。
そ
し
て
宗
教
が
宗
教
性
を
最
も
発
揮
で
き
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
味

第
十
七
条

　

本
宗
の
教
旨
は

一
向
専
念
の
宗
義
に
し
て
、
諸
神
諸
仏
を
念
ぜ

　　　　

で
の
政
治
に
対
決
す
る
と
き
に
お
い
て
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
(中
略
)
政
治
と

ず
、
余
行
余
善
を
修
せ
ず
、

一
心
に
阿
弥
陀
如
来

一
仏
に
帰
す
る
を
以
て
、
往

　　　　

の
か
か
わ
り
あ
い
を
ぬ
き
に
し
て
、
い
っ
た
い
宗
教
が
そ
の
宗
教
性
を
実
現
す

生
浄
土
の
安
心
と
す
。
こ
の
一
念
発
起
の
と
き
、
往
生
の
業
事
成
弁
す
る
が
故

　　　　

る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
宗
教
自
体
の
側
の
問
題
と
し
て
考

に
、
ホ
後
偏
に
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
報
謝
の
経
営
と
す
。
之
を
真
諦
門
と

　　　　

え
ま
す
と
き
、
私
と
し
ま
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
政
治
と
の
対
決
の
重
要
性
を

云
ふ
。
皇
上
を
奉
載
し
、
政
令
を
遵
守
し
、
世
道
に
背
か
ず
、
人
倫
を
斎
ら
ず
、

　　　

強
調
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と

以
て
自
己
の
本
業
を
励
み
、
以
て
国
家
を
利
益
す
。
之
を
俗
諦
門
と
云
ふ
。
す

な
わ
ち
真
諦
を
以
て
俗
諦
を
資
け
、
俗
諦
を
以
て
真
諦
を
資
け
、
二
諦
相
依
で

　　　　　　

註

現
当
二
世
を
相
益
す
。
是
を
二
諦
相
資
の
法
門
と
す
。

　　　　　　　　　　　　

川

渡
瀬
信
之
著

「
マ
ヌ
法
典
-
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
世
界
の
原
型
-
」
(中
公
親
書
)
に
は

「
マ
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ヌ
は
、
世
界
の
創
造
と
宇
宙
秩
序
の
な
か
に
お
け
る
世
界
の
生
滅
に
つ
い
て
語
り
終
え

た
と
き
、
目
の
前
に
座
し
て
い
る
聖
賢
た
ち
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
ヴ
ァ
ル
ナ
体
制
の

意
義
に
つ
い
て
説
く
。

〔ブ
ラ
フ
マ
ン
は
、〕
諸
世
界
の
繁
栄
の
た
め
に
、
口
。
腕
、
腿
お
よ
び
足
か
ら

〔そ

れ
ぞ
れ
に
〕
バ
ラ
モ
ン
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
お
よ
び
シ
ュ
ー
ド
ラ
を
生
ぜ

し
め
た
。」
(11
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
カ
ー
ス
ト
制
度
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
基
づ
い
て
い

る
。

中
村
元
訳

「ブ
ッ
ダ
の

　

真
理
の
こ
と
ば

　

感
興
の
こ
と
ば
」
(岩
波
文
庫
)
に
よ
れ

ば
、
ブ
ッ
ダ
は
カ
ー
ス
ト
制
度
に
対
し
て
、
「螺
髪
を
結
っ
て
い
る
か
ら
バ
ラ
モ
ン
な

の
で
は
な
い
。
氏
姓
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
も
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ

ン
な
の
で
も
な
い
。
真
実
と
理
法
を
も
ま
る
人
は
、
安
楽
で
あ
る
。
か
れ
こ
そ

(真

の
)
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
」
(65
頁
)
と
説
い
て
生
ま
れ
に
よ
る
バ
ラ
モ
ン
を
否
定

し
た
。

山
口
益

　

横
超
慧
日

　

安
藤
俊
雄

　

舟
橋

一
哉

　

著

「仏
教
学
序
説
」
の

「第
7
章
仏

教
の
歩
み
」
の
中
、
「密
教
の
興
隆
と
仏
教
の
滅
亡
」
(366
頁
か
ら
368
頁
)
か
ら
参
照
。

山
崎
元

一
著

「
イ
ン
ド
社
会
と
新
仏
教
」
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
ベ
ド
カ
ル
博
士
は
ナ
グ

プ
ー
ル
に
お
い
て
、
四
年
10
月
14
日
に
改
宗
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。

「同
朋
社
会
の
顕
現
」
(真
宗
大
谷
派
同
和
推
進
対
策
本
部
編

(「身
同
」
第
九
号

真
宗
大
谷
派
機
関
誌

「真
宗
」

信
楽
峻
麿

「真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
の
研
究

(そ
の
I
)
(「龍
大
論
集
」
四
一
八

号
-
四
五
頁
)
」

上
原
専
禄
著
作
集
第
26
巻
所
収

「国
民
文
化
と
仏
教
」
よ
り

「徒
然
草
」
(
日
本
古
典
文
学
全
集
27

・
小
学
館
発
行

一
七
〇
頁
)

「
西
行
山
家
集
全
注
解
」
(風
間
書
房
)

　

一
〇
五
六
頁

「教
行
証
文
類
」
全
巻

(真
宗
聖
教
全
書
ニ
ー
四
七
頁
)

「御
消
息
集
」
(真
宗
聖
教
全
書
ニ
ー
六
九
六
頁
)

25】

真
俗
二
諦
論
的
発
想
を
問
う

三
九

7】【6【12】【11】【10】【9】【8】


