
経
集

の
小
品
に
お
け
る
宗
教
思
想

土

屋

好

重

A
 
真
我
が
求
め
る
理
想
的
価
値
は
寂
静

仏
典
の
中
で
最
も
古
い
も
の
が
経
集
 (s
uttm
ipg
a)
 で
あ
る
と
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
小
品

(C
u
la)
と
呼
ば
れ
る

一
篇
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
小
品
篇
の
編
集
者
が
誰
で
あ

つ
た
の
か
明
か
に
さ
れ
て

い
な
い
が
、
こ
の
篇
が
そ
の
人
の
考
え
方
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る

の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
編
集
者
は
釈
迦
牟
尼
が
説
か
れ
た
徳
目

を
寂
静

・
柔
和

・
定
な
ど
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
中

で
特
に
寂
静
を

一
義
的
に
大
切
な
も
の
と
し
た
。
彼
が
ど
の
よ
う
に
寂

静
を
重
視

し
た
か
を
系
統
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
基
礎
資
料

と
し
て
は
高
楠
順
次
郎
監
修

「
南
伝
大
蔵
経
」
小
部
経
典
昭
和
四
六
年

を
使
用
す

る
こ
と
に
し
た
。
す
な

わ
ち
同
書

の
小
部
経
典
二
の
経
集

(水
野
弘
元
訳
)
の
中
の
小
品
に
拠
る
こ
と
に
す
る
。

 
南
伝
大
蔵
経
 
小
部
経
典
二
 
小
品
二
八
四
に
は
、
次

の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
「往
昔
の
諸
の
仙
人
苦
行
者
は
、
自
ら
よ
く
自
制

し
居

れ
り
。

〔彼
等
〕
は
五
種
欲
を
ば
捨
て
て
、
自
己

の

〔真
〕
の
利

を
行

へ
り
。
」

こ
こ
に
自
己
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味

の
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

原

語

の

パ

ー

リ
語

で

は
 
a
tta
n
 又

は
 
a
tta
 で

あ

る

が
 
T
h
e
 P
a
li
 T
e
x
t

S
o
c
ie
ty
's
 P
a
li-E
n
g
lis
h
 D
ic
tio
n
a
r
y
,
 
1
9
7
2
,
 
p
.
 
2
0
 

に

は

こ
の

語

が

二

つ
の
異

つ
た
意

味

で
解

説

さ

れ

て

い
る
。
 
一

つ
の
意

味

で

は
 
s
o
u
l
 の

こ

と

で
あ

る
。

そ

し

て

今

一

つ
の
意

味

で

は
 
o
n
e
s
e
lh
,
 
h
im
s
e
lh
,
 
y
o
u
r
-

s
e
lf
 の
場

合

の

よ

う

に
、

自

分
自

身

と

か
、

彼

そ

れ
自

体

と

か

の

こ
と

で
あ

る
。

釈

迦

牟
尼

が

そ

の
宗

教

思

想

を
説

く

に
当

っ
て
、

自

己

を

自

己

そ
れ

自

体

と

か
真

我

と

か

の
意
味

に
使

用

さ

れ

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

当

然

の

こ

と

で

あ

ろ

う
。

真

の
利

の
利

は

ど

の

よ

う

に
解

釈

さ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
利

は

損

益
打

算

の
場

合

の

よ

う

な
経

済

的

な

も

の

で

は
あ

り

得

な

い
。

そ

れ

は

真

に
真

・
善

・
美

の
価

値

に
合

す

る

と
言

う

評

価

で
あ

る

と

見

ら

る

べ
き

で
あ

ろ

う
。

 

価

値

に

は
利

と

か

善

と

か

快

と

か
美

と

か
色

々
の

も

の

が

あ

る
が
、

釈

迦

牟

尼

が
求

め

た

も

の
は

寂

静

と

い
う
価

値

で

あ

つ
た
。

寂

静

は
快

で

も
あ

り
美

で

も

あ

る

が
、

そ

れ

よ

り

も

内

向
的

な

も

の
で

あ

る
。

小

品

三

三

二

に

は

左

の
如

く

綴

ら

れ

て

い

る
。

「
起

立

せ

よ
、

〔
而

し

て

静

〕

座

せ

よ
。

寂

静

の
た

め

に

懸

命

に

学

べ
。

死

の
王

を

し

て
、

汝

等

経
集

の
小
品

に
お
け
る
宗
教
思
想

(
土

屋
)
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経
集
の
小
品
に
お
け
る
宗
教
思
想

(土

屋
)

の
不
放
逸
を
知
り
て
、
〔汝
等
を
〕
翻
弄
せ
し
め
ざ
れ
」
。
寂
静
や
寂
静

美
の
世
界
は
遠
離
の
味
と
共
通
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
小
品

二
五
七
に
は
次
の
如
く
記
述
せ
ら
れ
て
い
る
。
「遠
離
の
味

と
寂
静

の

味
と
を
飲

み
巳
り
て
、
法

の
喜
の
味
を
飲
み

つ
つ
あ
る
者
は
、
悩
苦
な

く
悪
徳
あ
る
な
し
。
」

B
 
釈
迦
牟
尼
に
よ
る
五
徳
目
の
体
系
的
分
析

人
間
が
持

つ
属
性
を
身

・
語

・
心
に
分
け
る
方
法
が
古
代
イ
ン
ド
に

お
い
て
普
及
し
て
い
た
。

こ
の
用
語
は
今
日
の
思
想
か
ら
見
る
と
非
科

学
的
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
言
葉
の
上
の
形
式
に
理
解

を
も

っ
て
判
断
す
る
と
、
必
ら
ず
し
も
排
除
さ
る

べ
き
も

の
で
は
な

い
。
小
品
三
三
〇
は
こ
の
用
語
を
採
用
し
て
次

の
如
く
述
べ
て
い
る
。

「聖
者

の
宜
説
し
た
ま
え
る
諸
の
法
を
喜
べ
る
人
々
は
、
語
と
意
と
の

業
に
よ
り
て
無
上
な
り
。
彼
等
は
寂
静

・
柔
和
に
し
て
定
に
住
立
し
、

聞
と
慧
と

の
真
髄
に
証
達
せ
る
な
り
。
」
語
は
今
日
の
用
語

で
は
記
号

と
か
表
象
と
か
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
意
は
心
に
当
た
り
業
は
行
動
で

あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
図
表
は
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
法
に
立

つ
て
用
語
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
識
を
知

・
情

・
意
に
分
析
し

た
り
、
内
向
的

・
外
向
的

・
中
立
的
の
も
の
に
区
分
す
る
方
法
を
導
入

す
る
と
、
寂
静
と
か
柔
和
と
か
の
徳
目
も
体
系
的
に
理
解
し
得
る
も
の

と
言
え
る
。
柔
和
と
か
聞
と
か
の
徳
目
を
知

・
情

・
意
に
当
て
は
め
て

見
る
と
或
る
程
度

の
納
得
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
情
に
該
当
す
る
徳

目
が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で

一
応
そ
れ
を
X
・
Y
・
Z
の

記
号
で
懸

案
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
釈
迦
牟
尼

の
慧

・
寂
静

・
定
は
、
理
想
の
世

界
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
徳
目
は
情
に
関
連

が
深

い
も

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
行
く
と
、
五

つ
の
徳
目
に
意
識
心
理
学
的

な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
釈
迦
牟
尼
に
従
が

う
と
、
自
己
あ
る
い
は
真
我
の
理
想
が
慧

・
寂
静

・
定
で
あ

っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
も
寂
静
こ
そ
が
内
向
的

な
中
核
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ

こ
そ
が
究
極
的
理
想
で
あ
り
、
法

で
あ

っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

 
法
と
い
う
言
葉
は
種

々
様

々
な
意
義
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
小
品
に

お
い
て
も
法

の
意
味
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
変

り
が
な
い
。
け
れ
ど
も

小
品
篇
で
は
法
が
定
の
意
味
に
も
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き

で
あ
る
。
二
二
六
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
「最
勝

の
仏
が
讃
歎

す
る
浄

〔定
〕
、
こ
れ
を

〔世
人
は
〕
無
間
定

と
言
う
。
そ

の
定

に
等

し
き
も
の
あ
る
為
し
。
こ
の
真
理
に
よ
り
て
吉
瑞
あ

れ
。
」
ま
た
三
二

七
は
左
の
如
く
綴
ら
れ
て
い
る
。
「法
楽
あ
り
て
法
を
楽

し
み
、
法

に
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住
立
し
て
法
決
定
を
知
り
、
法
を
冒
漬
す
る
語
を
語
る
べ
か
ら
ず
。
」

C
 
法
行
と
は
梵
行
で
あ
り
寂
静
行
で
あ
る

真
我
に
立

っ
て
生
き
る
も
の
は
他
に
依
存
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な

い
。
そ
こ
で
小
品
三
六
四
は
次

の
よ
う

に
記

し
て
い
る
。
「
彼
は
諸

〔纏
〕
依
中
に

〔常
楽
等

の
〕
堅
実
を
見
ず
、
諸
取
に
対
す
る
欲
貧
を

調
伏
す
べ
し
。
彼
は
無
依
に
し
て
他
に
導
か
れ
ず
、

か
の
比
丘
は
正
し

く
世
間
を
普
行
す
べ
し
。
」
真
我

の
人
は

一
切
の
こ
と
を
自
分
自
身

に

立

っ
て
行
な
う
の
で
あ
る
。
真
我
の
人
は
他
に
導
か
れ
る
よ
う
な
も
の

で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
三
八
八
に
は
左
の
語
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
「
自
己
を
摂
制
し
て
内
を
思
念
し
、
意
を
外
に
放
散

せ
し
む

べ

か
ら
ず
。
」
自
己
自
身
に
立

つ
人
は
、
結
局
に
お
い
て
、
法

に
生

き
る

も
の
と
な
り
寂
静
を
行
ず
る
こ
と
に
な
る
。
三
四
二
に
は

「
汝
は
寂
静

に
し
て
行
ず
る
な
ら
ん
」
と
あ
る
。

 
小
品
二
七
四
に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
〔
善き
〕
法
行

と
梵
行
と
は
、
こ
れ
最
上
の
力

〔宝
〕
と
言
わ
る
。
仮
令
在
家
よ
り
非

家
に
出
家

せ
し
者
な
り
と
も
。」
法
行
 (dh
am
m
a
cariy
a)
 と
梵
行
(bra-

h
m
acariy
a)
 と
は
し
ば
し
ば
別
個

の
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
梵
行
に
広
狭
二
義
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
。
二
九
二
の

「梵
行

(不
淫
)
と
戒
と
質
直
と
柔
軟
と
苦
行
と
、

柔
和
と
不
害
と
忍
辱
と
を
、
〔彼
等
婆
羅
門
は
〕
讃
説

せ
り
」

の
場
合

は
、
梵
行
が
狭
義
の
も
の
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
の
徳
目

中
の

一
つ
で
あ
る
不
淫
と
同
じ
の
意
味
に
解

さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
、
三
五
四
で
は
広
義
の
も
の
に
用
い
ら
れ
て

い
て
、
「
そ

〔
の
浬
繋
〕

を
目
的
と
す
る
梵
行
を
ば
、
劫
波
師
は
行
ぜ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

も
し
も
梵
行
を
広
義
に
解
す
る
と
、
そ
れ
は
清
浄
行
の
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
は
寂
静
行
と
か
正
行
と
か
翻
訳
せ
ら
れ
て
い
る
 sam
a
ca
riya
 と

同
じ
内
容

の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
同
様
に
法

行
と
も
内
容
が
同
じ
も

の
に
な
る
。

三
二
七
に

「法
を
楽
し
み
」
と
あ
り
、
ま
た
二
五
七
に

「遠
離
の
味

と
寂
静
の
味
と
を
飲
み
」
と
あ
る
如
く
、
法
に
生
き
る
こ
と
は
寂
静
に

生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
法
を
楽
し
む
こ
と
が
寂
静
を
楽

し
む
こ

と
と
同

一
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼

の
究
極
的
な
理
想
は
法
に
生
き
る
こ
と

で
あ
り
法
を
楽
し
む
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
寂
静
を
楽
し
み
寂
静
を
味

わ
う
こ
と
で
あ

つ
た
。
釈
迦
の
心
境
に
お
い
て
は
法
と
か
善
と
か
は
楽

し
み
で
あ
り
美

で
あ

っ
た
。
善
は
行
な
い
た
く
な
い
も
の
で
な
く
、
寂

静
美
を
味
わ
う
た
め
に
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ

は
人
に
強
制
さ
れ
て
行
な
う
も
の
で
な
く
、
自

ら
進
ん
で
行
な
い
た
い

も
の
で
あ

っ
た
。
少
な
く
と
も
法
行
と
か
梵
行

と
か
に
関
し
て
は
倫
理

学
の
世
界
と
美
学
の
世
界
が
同

一
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 
法
行
と
か
梵
行
と
か
寂
静
行
と
か
を
出
世
間
法
の
境
地
と
見
る
と
、

こ
れ
に
対
立
す
る
も
の
に
世
間
法
の
境
地
が
あ
る
。
世
間
法
と
は
ど
の

よ
う
な

こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
間
法

の
価
値
は
利

得

・
不
利
得

・
名
声

・
不
名
声

・
賞
讃

・
殿
砦

・
楽

・
苦
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
縮
め
る
と
、
利
得

・
名
声

・
賞
讃

・
楽
を
理
想
と

経
集

の
小
品
に
お
け
る
宗
教
思
想

(
土

屋
)
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経
集
の
小
品
に
お
け
る
宗
教
思
想

(土

屋
)

す
る
も
の
と
言
え
る
。
更
に
分
析
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
感
情
系
統

の
楽

と
賞
讃
お
よ
び
意
志
系
統
の
利
得
と
名
声
と
に
整
理
す
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
の
根
底
に
な

っ
て
い
る
も
の
は
楽
ま
た
は
快
楽

と
、
利
得
ま
た
は
利
益
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
小
品
篇
で
は
世
間
法

は
出
世
間
法
の
妨
げ
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
よ
う

で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
二
六
八
は
次
の
よ
う
に
記
述
し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。
「諸

の
世
間
法
に
触
る
と
も
、
そ
の
心
動
揺
す
る
こ
と
な
く
。
無

憂

・
離
塵

・
安
隠
な
る
は
、

こ
れ
最
上
の
吉
祥
な
り
。
」
世
間
法

は

一

見
、
出
世
間
法
と
矛
盾
す
る
好
ま
し
く
な
い
価
値
体
系
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
寂
静
を

一
義
的
に
重
ん
ず
る
出
世
間
法

の
価
値

体
系
と
対
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼

の
宗
教
思
想
に
お

い
て
は
、

こ
の
二

つ
の
価
値
体
系
が
ど
の
よ
う
に
統
合
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

D
 
出
世
間
法
を
補
完
す
る
た
め
の
世
間
法

寂
静
の
境
地
に
達
し
寂
静
行
を
楽
し
む
に
至

っ
た
も
の
は
解
脱
し
た

人
で
あ
る
。
解
脱
し
た
人
は
他
の
人
も
解
脱
し
て
自
分
と
同
じ
境
地
に

入
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
分
の
理
想
と
し
て
の

寂
静
行
を
、
他
の
人
た
ち
に
も
行
な
わ
せ
た
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も

一
般

の
人
た
ち
は
世
間
法
に
従
が
う
こ
と
を
理
想
と
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
解
脱
者
が
、
ど
の
よ
う
に
強
制
的
に
相
手
方
を
納

得
せ
し
め
よ
う
と
し
て
も
、
相
手
方
は
そ
れ
に
従
が
う
こ
と
が
な
い
。

相
手
方
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
は
相
手
方
が
欲
す
る
も
の
を
与
え
る
の

他
は
な
い
。
相
手
方
に
は
相
手
方
の
欲
す
る
も

の
を
与
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
も
自
分
自
身
の
寂
静

の
境
地
が
保

て
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
自
分
は
相
手
方
が
自
分
の
境
地
に
な
る
時
ま
で
、
根
気
よ
く
待

つ

の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
即
ち
、
出
世
間
法
に
従
が

っ
て
行
動

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
補
完
の
た
め
に
世
間
法
を
併
用
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
境
地
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
相
手
方

に
対
し
て
寂
静
さ
が
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
手
方
に
は
相
手
方
が
欲
す
る
も
の
を
与
え
よ
う

と
す
る
行
き
方
な
の
で
あ
る
。
三
六
八
に

「世
間
に
て
何
物
を
も
害
す

べ
か
ら
ず
」
と
教
え
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
精
神

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
与
え
る
場
合
と
同
様
に
相
手
方
か

ら
物
を
受
け
る
場
合
も
、
世
間
法
を
併
用
し
て
、
出
世
間
法
の
理
想
を

補
完
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
具
ハ体
的
に
教
え
て
い
る
語
に
は
次
の

も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
九
五
、
「
米

〔食
〕
と
臥
具
ハと
衣
服
と
蘇

と

蜜
と
を
乞
い
求
め
、
如
法
に

〔其
等
を
〕
受
取
り
て
、
其
中
よ
り
施
与

を
営
め
り
。
」
次
に
四
〇
四
の
語
は
左
の
如
く
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
「如

法

〔に
得
た
る
財
〕
も
て
父
母
を
養
う
べ
し
。
彼
は
正
当
な
る
商
売
を

行
う
べ
し
。
斯
く
行
じ

つ
つ
あ
る
不
放
逸

の
在
家
者
は
、
〔死
し
て
後
〕

自
光
と
名
つ
く
る
天
に
生
ず
。
」

(愛
知
学
院
大
学
教
授
・
経
博
)
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