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仏教における共生・調和の思想

仏
教
に
お
け
る
共
生
・
調
和
の
思
想

　

─
天
台
智
顗
の
法
華
思
想
を
手
が
か
り
に

松
森
　
秀
幸

は
じ
め
に

　
﹁
共
生
﹂・﹁
調
和
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
場
合
、
私
た
ち
は

自
己
と
そ
の
対
象
と
の
間
に
調
和
的
な
共
存
関
係
を
見
出
そ
う

と
す
る
が
、
こ
こ
に
は
大
き
く
二
つ
の
側
面
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
側
面
は
人
間
と
人
間
の

関
係
に
お
け
る
共
生
・
調
和
で
あ
る
。
こ
れ
は
様
々
な
思
想
・

文
化
・
宗
教
・
民
族
を
背
景
に
も
つ
﹁
他
者
﹂
と
平
和
的
に
共

存
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
側
面
は
人

間
と
自
然
・
環
境
と
の
共
生
・
調
和
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
を

取
り
巻
く
よ
り
大
き
な
﹁
他
者
﹂
と
調
和
的
に
共
存
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
主
に
前
者
の
﹁
他

者
﹂
と
の
共
存
と
い
う
問
題
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
天
台
智
顗

︵
五
三
八
│
五
九
七
︶
の
﹃
法
華
経
﹄
理
解
と
そ
の
思
想
的
展
開
を

手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
仏
教
の
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
共
生
・

調
和
の
思
想
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
考

察
し
た
い
。

　
﹃
法
華
経
﹄
は
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
か
ら
紀
元
二
世
紀
頃
に
古

共 
生
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代
イ
ン
ド
に
お
い
て
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
初
期
大
乗
経
典

で
あ
り
、
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
由
し
中
国
へ
と
伝
え

ら
れ
た
。
こ
の
間
、﹃
法
華
経
﹄
は
様
々
な
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た

が
、
中
国
で
は
鳩
摩
羅
什
︵
三
四
四
│
四
一
三
、
あ
る
い
は
三
五
〇

│
四
〇
九
︶
が
漢
訳
し
た
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
が
広
く
受
容
さ
れ
、

朝
鮮
・
日
本
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
に
広
ま
っ
た
。
中
国
の
陳
・
隋

の
時
代
に
活
躍
し
た
智
顗
の
仏
教
思
想
は
、﹃
法
華
経
﹄
を
中
心

と
す
る
中
国
天
台
宗
の
仏
教
思
想
の
礎
を
築
き
、そ
の
﹃
法
華
経
﹄

理
解
は
中
国
・
日
本
を
は
じ
め
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
全
体
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。

　

智
顗
は
﹃
法
華
経
﹄
の
根
本
的
真
理
を
﹁
諸
法
実
相
﹂
に
見

出
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
に
仏
教
の
共
生
・
調
和
の
思
想

の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
智
顗
は
﹁
諸
法

実
相
﹂
を
、
思
想
的
に
は
﹁
中
道
実
相
﹂
と
﹁
三
諦
円
融
﹂
と

し
て
理
解
し
、
実
践
的
に
は
﹁
円
頓
止
観
﹂︵﹁
一
念
三
千
﹂︶
と
し

て
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
円
頓
止
観
﹂︵﹁
一
念
三
千
﹂︶
と
い
う

実
践
思
想
か
ら
は
異
な
る
他
者
と
そ
の
国
土
を
自
己
の
心
の
問

題
と
し
て
理
解
す
る
﹁
十
界
互
具
﹂、﹁
国
土
世
間
﹂
と
い
っ
た

特
徴
的
な
共
生
・
調
和
の
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
以
下
、
本
稿
で
は
智
顗
の
思
想
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、
仏

教
に
お
け
る
共
生
・
調
和
の
思
想
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。『

法
華
経
』
の
根
本
的
真
理
と
し
て
の
「
諸
法
実
相
」

　

智
顗
は
﹃
法
華
玄
義
﹄︵
智
顗
の
﹃
法
華
経
﹄
の
講
説
を
、
彼
の
弟

子
の
章
安
灌
頂
︹
五
六
一
│
六
三
二
︺
が
ま
と
め
た
著
作
︶
に
お
い
て
、

鳩
摩
羅
什
訳
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
を
名
︵
経
題
の
解
釈
︶・
体
︵
経
典

の
根
本
と
な
る
真
理
︶・
宗
︵
経
典
に
説
か
れ
る
仏
の
修
行
と
果
報
︶・

用
︵
経
典
の
衆
生
救
済
の
働
き
︶・
教
︵
釈
尊
一
代
の
教
化
に
お
け
る
位

置
づ
け
︶
と
い
う
五
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
、﹃
法
華
経
﹄
全
体

の
思
想
を
総
合
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
中
の
﹃
法
華

経
﹄
の
﹁
体
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
は
、﹃
法
華
経
﹄
に
明
か
さ
れ

る
根
本
的
な
真
理
を
分
析
・
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
﹃
法
華
玄
義
﹄
の
﹁
体
﹂
に
関
す
る
考

察
を
中
心
に
、
智
顗
が
﹃
法
華
経
﹄
に
明
か
さ
れ
る
根
本
的
な

真
理
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。

　

智
顗
は
﹃
法
華
玄
義
﹄
巻
一
上
に
お
い
て
﹃
法
華
経
﹄
に
お

け
る
体
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
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善
と
悪
、
凡
夫
と
聖
者
、
菩
薩
、
仏
と
い
う
す
べ
て
［
の

存
在
］
は
法
性
︵
万
物
の
真
実
の
本
性
︶
で
な
い
も
の
は
な
い
。

ず
ば
り
実
相
を
指
し
て
、［﹃
法
華
経
﹄
の
］
正
体
と
す
る

の
で
あ
る
。

　

善
悪
・
凡
聖
・
菩
薩
・
仏
、
一
切
不
出
法
性
。
正
指
実

相
、
以
為
正
体
也
。︵T33 . 682 b25 -26

︶

　　

こ
こ
で
智
顗
は
、
善
悪
、
凡
聖
、
菩
薩
、
仏
な
ど
の
あ
ら
ゆ

る
存
在
︵
＝
諸
法
︶
が
万
物
の
真
実
の
本
性
︵
＝
法
性
︶
に
内
包

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
法
性
＝
実
相
を
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
体
﹂
と

す
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

智
顗
が
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
体
﹂
と
規
定
し
た
﹁
諸
法
実
相
﹂

に
つ
い
て
、﹃
法
華
経
﹄
方
便
品
で
は
﹁
仏
の
成
就
す
る
所
は
第

一
の
希
有
な
る
難
解
の
法
に
し
て
、
唯
だ
仏
と
仏
と
の
み
乃
し

能
く
諸
法
の
実
相
を
究
尽
す
。
い
わ
ゆ
る
諸
法
の
如
是
相
、
如

是
性
、
如
是
体
、
如
是
力
、
如
是
作
、
如
是
因
、
如
是
縁
、
如

是
果
、
如
是
報
、
如
是
本
末
究
竟
等
な
りあ
﹂
と
説
か
れ
て
い
る
。

﹃
法
華
経
﹄
で
は
仏
の
獲
得
し
た
悟
り
の
内
容
が
﹁
諸
法
実
相
﹂、

す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
真
実
の
様
相
を
理
解
し
尽
す
こ

と
と
明
か
さ
れ
る
が
、
こ
の
﹁
諸
法
実
相
﹂
を
理
解
す
る
こ
と

は
困
難
で
、
た
だ
仏
の
み
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

　
﹃
法
華
玄
義
﹄
は
﹁
諸
法
実
相
﹂
を
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
体
﹂
と

規
定
し
た
後
に
、﹃
法
華
経
﹄
の
如
来
寿
量
品
、﹃
十
地
経
論
﹄、

﹃
中
論
﹄
な
ど
の
文
を
引
用
し
て
、
こ
れ
ら
の
経
論
に
も
実
相
を

体
と
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

う
ち
﹃
法
華
経
﹄
の
如
来
寿
量
品
に
つ
い
て
は
、
智
顗
は
次
の

よ
う
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
［﹃
法
華
経
﹄
如
来
］
寿
量
品
に
、﹁［
如
来
が

知
見
す
る
世
界
の
あ
り
方
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
］

三
界
［
の
衆
生
］
が
三
界
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

如
︵
同
一
性
・
平
等
性
︶
で
も
な
く
、
異
︵
差
別
性
・
相
違
性
︶

で
も
な
いい
﹂
と
い
う
。
三
界
の
人
は
三
界
を
異
［
の
世
界
］

と
見
、［
声
聞
・
縁
覚
の
］
二
乗
の
人
は
三
界
を
如
［
の
世

界
］
と
見
、
菩
薩
の
人
は
三
界
を
如
で
も
あ
り
異
で
も
あ

る
［
世
界
］
と
見
て
、
仏
は
三
界
を
如
で
も
な
く
異
で
も

な
い
［
世
界
］
と
見
て
、
如
と
異
を
ど
ち
ら
も
明
ら
か
に
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見
る
。
今
、［
私
は
］
仏
が
［
三
界
を
］
見
る
視
点
を
実
相

の
正
体
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

故
寿
量
品
云
、
不
如
三
界
見
於
三
界
、
非
如
非
異
。
若

三
界
人
見
三
界
為
異
、
二
乗
人
見
三
界
為
如
、
菩
薩
人
見

三
界
亦
如
亦
異
、
仏
見
三
界
非
如
非
異
双
照
如
異
。
今
取

仏
所
見
、
為
実
相
正
体
也
。︵T33 . 682 b26 -c1

︶

　　
﹃
法
華
玄
義
﹄
が
引
用
す
る
﹃
法
華
経
﹄
如
来
寿
量
品
の
文
は
、

如
来
が
真
実
の
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
如
来
が

ど
の
よ
う
に
衆
生
が
輪
廻
す
る
世
界
の
あ
り
方
を
知
見
し
て
い

る
の
か
を
示
し
た
箇
所
に
当
た
る
。﹃
法
華
玄
義
﹄
は
、﹃
法
華
経
﹄

が
提
示
す
る
﹁
非
如
非
異
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
三
界
の

人
︵
六
道
の
衆
生
︶、
二
乗
︵
声
聞
・
縁
覚
︶、
菩
薩
、
仏
で
は
、
衆

生
が
輪
廻
す
る
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
と
い
う
世
界
の

見
え
方
が
相
違
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
仏
か
ら
見
た
世
界
の
あ

り
方
が
﹁
実
相
の
正
体
﹂
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。﹁
如
﹂
と
﹁
異
﹂

と
は
そ
れ
ぞ
れ
梵
本
で
は
﹁
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
﹂︵tathā

︶
と

﹁
別
の
あ
り
方
﹂︵anyathā

︶
と
に
対
応
す
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者

が
対
を
な
す
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
、﹁
如
﹂
と
は
物
事
の
同
一

性
・
平
等
性
を
指
し
、﹁
異
﹂
と
は
物
事
の
差
別
性
・
相
違
性
を

意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
るう
。﹃
法
華
玄
義
﹄
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、
六
道
を
輪
廻
す
る
衆
生
は
世
界
を
﹁
異
﹂︵
差
別
性
︶
と
し

て
認
識
し
、
声
聞
・
縁
覚
と
い
う
聖
者
の
境
涯
の
人
々
は
世
界

を
﹁
如
﹂︵
同
一
性
︶
と
し
て
認
識
し
、
菩
薩
は
世
界
を
﹁
亦
如

亦
異
﹂︵
差
別
性
も
あ
り
同
一
性
も
あ
る
も
の
︶
と
し
て
認
識
し
、
仏

は
世
界
を
﹁
非
如
非
異
﹂︵
差
別
性
も
同
一
性
も
な
い
も
の
︶
と
し

て
認
識
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
﹁
異
﹂・﹁
如
﹂・﹁
亦
如
亦
異
﹂・﹁
非

如
非
異
﹂
と
い
う
認
識
の
相
違
は
、
そ
の
認
識
す
る
主
体
者
の

宗
教
的
な
境
涯
の
相
違
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、﹁
実
相
の
正

体
﹂
と
さ
れ
る
﹁
非
如
非
異
﹂
と
い
う
世
界
の
あ
り
方
は
、
仏

道
修
行
の
終
着
点
で
あ
る
仏
の
境
涯
に
到
達
し
な
け
れ
ば
獲
得

し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
るえ
。

　

こ
の
﹁
異
﹂・﹁
如
﹂・﹁
亦
如
亦
異
﹂・﹁
非
如
非
異
﹂
と
い
う

四
種
類
の
分
類
は
、﹁
如
﹂
と
﹁
異
﹂
と
い
う
対
と
な
る
概
念
を

四
句
分
別
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
関
連
す
る
内
容
が
智

顗
の
﹃
摩
訶
止
観
﹄
で
は
諸
法
を
観
察
す
る
主
体
者
の
見
る
世

界
の
あ
り
方
と
し
て
、﹁
有
﹂・﹁
空
﹂・﹁
仮
﹂・﹁
中
道
﹂
を
用
い

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
第
五
に
は
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次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

大
乗
［
仏
教
］
は
ま
た
心
か
ら
一
切
法
が
生
じ
る
こ
と

を
明
か
す
。
十
法
界
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
心
が
有0

で
あ

る
と
観
察
す
れ
ば
、
善
と
悪
と
が
存
在
す
る
。
悪
に
は
三

品
あ
る
。［
す
な
わ
ち
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
］
三
途
の
因

果
の
こ
と
で
あ
る
。
善
に
は
三
品
あ
る
。［
す
な
わ
ち
］
修

羅
・
人
・
天
の
因
果
で
あ
る
。
こ
の
六
品
が
無
常
で
あ
り

生
滅
す
る
と
観
察
す
れ
ば
、
観
察
の
主
体
と
な
る
心
も
ま

た
僅
か
な
間
も
と
ど
ま
ら
な
い
。
ま
た
観
察
の
主
体
と
観

察
の
対
象
と
は
す
べ
て
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
縁
に
よ
っ

て
生
じ
る
と
は
つ
ま
り
空0

で
あ
る
。［
こ
れ
ら
は
］
な
ら
び

に
二
乗
の
因
果
の
法
で
あ
る
。
も
し
こ
の
空0

が
二
辺
︵
二
種

の
極
端
な
理
解
︶
に
堕
落
し
、
空0

に
沈
ん
で
有0

に
と
ど
ま
る

こ
と
が
あ
る
と
観
察
す
れ
ば
、
大
慈
悲
を
起
こ
し
、
仮0

に

入
っ
て
衆
生
を
教
化
す
る
。
実
際
に
身
体
は
存
在
し
な
い

が
仮
に
身
体
を
作
り
、
実
際
に
空0

［
と
い
う
概
念
］
は
存

在
し
な
い
が
仮
に
空0

を
説
い
て
衆
生
を
化
導
す
る
。［
こ
れ

は
］
菩
薩
の
因
果
の
法
で
あ
る
。
こ
の
法
の
救
済
の
主
体

と
そ
の
対
象
と
を
観
察
す
れ
ば
、
す
べ
て
中
道
実
相
の
法

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
究
極
的
な
清
浄
で
あ
る
。
何
が
善
で
、
何
が
悪

で
あ
ろ
う
か
、
何
が
有
で
、
何
が
無
で
あ
ろ
う
か
、
何
が

救
済
で
あ
り
、
何
が
救
済
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
切
の
存

在
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
で
あ
る
。［
こ
れ
は
］
仏
の
因
果
の

法
で
あ
る
。

　

大
乗
亦
明
心
生
一
切
法
。
謂
十
法
界
也
。
若
観
心
是
有
、

有
善
有
悪
。
悪
則
三
品
、
三
途
因
果
也
。
善
則
三
品
、
修

羅
人
天
因
果
。
観
此
六
品
無
常
生
滅
、
能
観
之
心
亦
念
念

不
住
。
又
能
観
所
観
悉
是
縁
生
。
縁
生
・
即
空
。
並
是
二

乗
因
果
法
也
。
若
観
此
空
有
堕
落
二
辺
、
沈
空
滞
有
、
而

起
大
慈
悲
、
入
仮
化
物
。
実
無
身
仮
作
身
、
実
無
空
仮
説
空
、

而
化
導
之
。
即
菩
薩
因
果
法
也
。
観
此
法
能
度
所
度
、
皆

是
中
道
実
相
之
法
、
畢
竟
清
浄
。
誰
善
誰
悪
、
誰
有
誰
無
、

誰
度
誰
不
度
。
一
切
法
悉
如
是
。
是
仏
因
果
法
也
。︵T46 . 
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︶

　　
﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
よ
る
と
、
観
察
す
る
主
体
者
の
宗
教
的
な
あ

り
方
は
、
そ
の
主
体
者
が
諸
法
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
に
よ
っ
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て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
法
を
﹁
有
﹂︵
永

遠
に
実
在
す
る
固
定
的
実
体
が
あ
る
こ
と
︶
で
あ
る
と
観
察
す
る
場

合
に
は
そ
の
人
は
迷
い
の
世
界
を
輪
廻
す
る
六
道
の
衆
生
と
な

り
、﹁
空
﹂︵
固
定
的
実
体
が
な
い
こ
と
︶
で
あ
る
と
観
察
す
る
場
合

に
は
声
聞
・
縁
覚
と
い
う
聖
者
と
な
り
、﹁
仮
﹂︵
固
定
的
実
体
は

な
い
が
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
仮
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
︶
で
あ
る

と
観
察
す
る
場
合
に
は
菩
薩
と
な
り
、﹁
中
道
実
相
の
法
﹂︵
空
と

仮
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
る
こ
と
な
く
、
両
者
を
統
合
す
る
こ
と
︶
と

観
察
す
る
場
合
に
は
仏
と
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
自
己
の
宗

教
的
な
あ
り
方
に
基
づ
き
、
自
己
を
取
り
巻
く
他
者
と
し
て
の

世
界
を
規
定
す
る
と
い
う
思
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

六
道
の
衆
生
は
諸
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
定
的
実
体
が
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
諸
法
の
差
別
性
︵﹁
異
﹂︶
を
認
め
て
い
る
。
二

乗
は
声
聞
・
縁
覚
と
い
う
仏
教
的
な
聖
者
で
あ
る
が
、
彼
ら
は

諸
法
と
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
固
定
的

実
体
が
な
い
︵﹁
空
﹂︶
と
観
察
す
る
。
こ
の
﹁
空
﹂
の
認
識
に
お

い
て
は
、﹁
空
﹂
と
い
う
同
一
性
︵﹁
如
﹂︶
の
も
と
に
諸
法
の
差

別
性
が
解
消
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
智
顗
に
よ
る
と
、
極
端
な
﹁
空
﹂

の
認
識
は
、﹁
空
﹂
で
あ
る
こ
と
自
体
に
執
着
が
生
じ
、﹁
空
﹂

が
固
定
的
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
菩
薩

は
諸
法
に
は
固
定
的
実
体
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
因
縁
︵
様
々
な

原
因
・
要
素
︶
に
よ
っ
て
仮
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
す

る
こ
と
で
、
実
際
に
は
身
体
が
な
い
の
に
仮
に
身
体
を
出
現
さ

せ
た
り
、
実
際
に
は
空
と
い
う
概
念
が
な
い
の
に
仮
に
空
を
説

い
て
化
導
し
た
り
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
に
は
﹁
如
﹂

と
﹁
異
﹂
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︵﹁
亦
如
亦
異
﹂︶。
し

か
し
、
菩
薩
も
﹁
仮
﹂
の
一
方
に
偏
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
が

新
た
な
執
着
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
﹁
空
﹂
や
﹁
仮
﹂
の

い
ず
れ
に
も
偏
ら
ず
に
、
よ
り
高
い
次
元
で
統
合
さ
れ
る
真
理

が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
が
仏
の
認
識
す
る
世
界
と
し
て
﹁
中
道
﹂

と
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、﹁
如
﹂
と
﹁
異
﹂
の
対
立

的
な
区
別
は
用
い
ら
れ
ず
︵﹁
非
如
非
異
﹂︶、
諸
法
の
真
実
の
様
相

が
中
道
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
智
顗
に
お
い
て

﹁
異
﹂・﹁
如
﹂・﹁
亦
如
亦
異
﹂・﹁
非
如
非
異
﹂
と
﹁
有
﹂・﹁
空
﹂・

﹁
仮
﹂・﹁
中
道
﹂
と
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、﹁
実
相
の
正
体
﹂
と
規
定
さ
れ
る
﹃
法
華
経
﹄
の

﹁
非
如
非
異
﹂
は
、﹁
中
道
実
相
の
法
﹂
に
対
応
し
、
差
別
的
・

対
立
的
な
思
考
を
超
え
、
諸
法
の
あ
り
の
ま
ま
の
様
相
を
観
察
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す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
境
涯
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
智
顗
は
﹃
法
華
経
﹄
に
﹁
諸
法
実
相
﹂
と
し
て
示
さ

れ
る
世
界
を
、
仏
の
視
点
か
ら
の
世
界
の
真
実
の
様
相
と
し
て

捉
え
、
こ
れ
を
差
別
的
・
対
立
的
な
思
考
を
超
え
た
中
道
︵﹁
中

道
実
相
﹂︶
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
智
顗
は
こ
の

﹁
中
道
実
相
﹂
を
さ
ら
に
円
融
の
思
想
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。

　

諸
法
の
真
実
の
様
相
が
﹁
空
﹂・﹁
仮
﹂・﹁
中
﹂
と
認
識
・
観

察
さ
れ
る
こ
と
を
、
天
台
仏
教
の
用
語
で
は
空
諦
・
仮
諦
・
中

諦
の
三
諦
と
い
い
、こ
れ
を
認
識
・
観
察
す
る
主
体
、す
な
わ
ち
、

自
己
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
と
空
観
・
仮
観
・
中
観
の
三
観
と

な
る
。
そ
し
て
智
顗
は
﹁
空
﹂
か
ら
﹁
仮
﹂、﹁
仮
﹂
か
ら
﹁
中
﹂

へ
と
三
観
の
観
察
を
進
め
、
段
階
的
に
真
理
に
到
達
す
る
こ
と

を
﹁
次
第
三
観
﹂
と
呼
び
、
そ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
る
真

理
観
を
﹁
隔
歴
三
諦
﹂
と
規
定
し
た
。
一
方
、﹃
法
華
経
﹄
に
代

表
さ
れ
る
＂
円
教
︵
完
全
な
教
え
︶＂
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
三

諦
は
段
階
的
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
観
察
さ

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
︵﹁
一
心
三
観
﹂︶。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し

て
獲
得
さ
れ
る
真
理
観
を
﹁
三
諦
円
融
﹂
と
呼
び
、
諸
法
の
真

実
の
様
相
を
﹁
空
﹂・﹁
仮
﹂・﹁
中
﹂
の
三
諦
が
そ
れ
ぞ
れ
他
を

融
合
す
る
円
融
無
礙
︵
完
全
で
欠
け
る
こ
と
が
な
く
一
体
と
な
っ
て

互
い
に
妨
げ
な
い
こ
と
︶
の
世
界
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
智
顗
は
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
体
﹂
を
﹁
諸
法
実
相
﹂

と
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
﹁
中
道
実
相
﹂・﹁
三
諦
円
融
﹂
と
い
う

円
融
の
思
想
を
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
異
な
る
経

典
間
で
提
示
さ
れ
る
様
々
な
仏
教
的
真
理
を
峻
別
し
、
そ
れ
ら

を
一
つ
の
価
値
の
も
と
に
位
置
づ
け
て
い
く
過
程
で
提
示
さ
れ

て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
智
顗
は
そ
の
区
別
の
果
て
に
、
差

別
的
・
対
立
的
な
思
考
を
超
え
、
諸
法
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実

の
様
相
を
観
察
す
る
と
い
う
、
仏
教
者
が
目
指
す
べ
き
仏
の
境

涯
を
提
示
し
た
。
仏
と
は
仏
教
に
お
け
る
最
も
理
想
的
な
人
格

の
実
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
多
く
の
大
乗
仏
教
経
典
は
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
に
仏
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

智
顗
に
お
い
て
は
諸
法
の
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
の
様
相
を
観
察

す
る
こ
と
が
、
仏
と
し
て
の
人
格
の
完
成
に
至
る
方
途
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
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円
頓
止
観

─
実
践
的
思
想
に
み
る
共
生
・
調
和
の
思
想

　

前
述
の
よ
う
に
、
智
顗
は
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
諸
法
実
相
﹂
に
﹁
中

道
実
相
﹂・﹁
三
諦
円
融
﹂
と
い
う
円
融
の
思
想
を
見
出
し
、
差

別
的
・
対
立
的
な
思
考
を
超
え
、
あ
り
の
ま
ま
に
﹁
諸
法
実
相
﹂

を
観
察
す
る
と
い
う
、
仏
の
視
点
か
ら
見
た
真
理
観
を
提
示
し

た
。
ま
た
智
顗
は
＂
円
教
︵
完
全
な
教
え
︶＂
に
お
い
て
そ
の
よ
う

な
真
理
を
観
察
す
る
方
法
と
し
て
、
三
諦
を
同
時
に
観
察
す
る

﹁
一
心
三
観
﹂
と
い
う
実
践
思
想
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
一
心

三
観
﹂
は
、
智
顗
の
﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
お
い
て
は
﹁
円
頓
止
観
﹂

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
円
頓
止
観
﹂
に
つ
い
て
、﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
一
の
灌
頂
に
よ

る
序
文
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　

　

円
頓
［
止
観
］
と
は
、
最
初
か
ら
実
相
に
よ
っ
て
［
観

察
す
る
方
法
で
あ
る
］。［
観
察
が
］
そ
の
対
象
と
な
る

﹁
境お
﹂
に
到
達
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
中
［
道
］
で
あ
り
、
真
実

で
な
い
も
の
は
な
い
。［
さ
ま
ざ
ま
な
］
縁
を
法
界
に
合
致

さ
せ
、
心
を
法
界
と
一
つ
に
す
れ
ば
、
一
つ
の
色
か
た
ち

で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
香
り
で
あ
っ
て
も
、
中
道
で
な
い

も
の
は
な
い
。
自
己
の
世
界
も
、
仏
の
世
界
も
、
衆
生
の

世
界
も
同
様
で
あ
る
。﹁
五
陰
﹂
も
﹁
十
二
入
﹂
もか
す
べ
て

［
真
実
の
］
こ
の
あ
り
方
で
あ
る
の
で
、
捨
て
さ
る
べ
き
世

界
が
す
べ
て
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
真
理
︵﹁
苦
﹂︶
は
な
い
。

無
明
や
煩
悩
は
そ
の
ま
ま
菩
提
で
あ
る
の
で
、
断
ち
切
る

べ
き
苦
し
み
の
原
因
︵﹁
集
﹂︶
は
な
い
。
極
端
で
あ
っ
た
り

邪
で
あ
っ
た
り
［
す
る
思
想
］
も
す
べ
て
正
道
で
あ
る
の

で
、
修
行
す
べ
き
苦
し
み
の
消
滅
を
実
現
す
る
た
め
の
道

︵﹁
道
﹂︶
は
な
い
。
生
死
は
そ
の
ま
ま
涅
槃
で
あ
る
の
で
、

証
得
す
べ
き
苦
し
み
の
消
滅
︵﹁
滅
﹂︶
は
な
い
。
苦
し
み
も

な
く
、
苦
し
み
の
原
因
も
な
い
の
で
、
世
間
［
に
お
け
る

原
因
と
結
果
］
は
な
く
、
苦
し
み
の
消
滅
を
実
現
す
る
た

め
の
道
も
な
く
、
苦
し
み
の
消
滅
も
な
い
の
で
、
出
世
間

［
に
お
け
る
原
因
と
結
果
］
も
な
い
。
純
粋
に
実
相
で
あ
れ

ば
、
実
相
以
外
に
さ
ら
に
別
の
存
在
は
な
い
。
法
性
︵
万
物

の
真
実
の
本
性
︶
が
寂
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
﹁
止
﹂
と
名

づ
け
、［
法
性
が
］
寂
然
と
し
な
が
ら
も
常
に
照
ら
し
だ
す
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こ
と
を
﹁
観
﹂
と
名
づ
け
る
。［﹁
止
﹂
か
ら
］
始
ま
り
［﹁
観
﹂

に
］
終
わ
る
と
い
う
が
、［
両
者
に
］
二
つ
［
の
あ
り
方
］

が
あ
る
の
で
な
く
、
区
別
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を

円
頓
止
観
と
い
う
。

　

円
頓
者
、
初
縁
実
相
。
造
境
即
中
、
無
不
真
実
。
繋
縁

法
界
、
一
念
法
界
、
一
色
一
香
、
無
非
中
道
。
己
界
及
仏

界
衆
生
界
亦
然
。
陰
入
皆
如
、
無
苦
可
捨
。
無
明
塵
労
、

即
是
菩
提
、
無
集
可
断
。
辺
邪
皆
中
正
、
無
道
可
修
。
生

死
即
涅
槃
、
無
滅
可
証
。
無
苦
無
集
、
故
無
世
間
。
無
道

無
滅
、
故
無
出
世
間
。
純
一
実
相
、
実
相
外
更
無
別
法
。

法
性
寂
然
名
止
。
寂
而
常
照
名
観
。
雖
言
初
後
、
無
二
無
別
。

是
名
円
頓
止
観
。︵T46 . 1 c23 -2 a2

︶

　　
﹁
円
頓
止
観
﹂
と
は
、
段
階
を
経
て
真
理
に
到
達
し
よ
う
と
す

る
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
直
接
、﹁
中
道
実
相
﹂
を
対
象
と
し

て
観
察
を
行
う
実
践
的
な
思
想
で
あ
る
。
こ
の
観
察
が
完
成
す

れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
お
け
る
差
異
が
解
消
さ
れ
、﹁
一
つ
の

色
か
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
香
り
で
あ
っ
て
も
、
中
道
で

な
い
も
の
は
な
い
︵
一
色
一
香
、
無
非
中
道
︶﹂
と
い
う
円
融
的
な

仏
の
悟
り
の
境
涯
に
到
達
す
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
﹁
円
頓
止
観
﹂
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
仏
の
境

涯
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
の
調
和
を
実
現
さ
せ
る
も
の
と
し
て

規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
間
と
人
間
の
関
係
に
お
け
る

差
異
は
お
ろ
か
、
人
間
と
環
境
世
界
と
の
差
異
を
も
超
越
し
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
調
和
す
る
実
相
の
世
界
を
示
し
て
い
る
。
仏

教
の
修
行
者
の
目
標
が
仏
の
境
涯
の
実
現
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
智
顗
が
提
示
し
た
こ
の
よ
う
な
仏
の
境
涯
の
意
義
に
、
修

行
者
が
修
行
の
実
践
を
通
し
て
そ
の
境
涯
の
実
現
を
目
指
す
と

い
う
側
面
だ
け
を
見
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
修
行
の
実
践
者
が

仏
の
視
点
か
ら
見
た
調
和
の
世
界
を
実
現
す
る
た
め
に
、
現
実

の
調
和
的
で
な
い
世
界
に
参
与
し
、
そ
れ
を
調
和
の
方
向
へ
と

向
け
て
ゆ
く
側
面
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
筆

者
は
こ
こ
に
仏
教
者
が
現
代
社
会
に
対
し
て
貢
献
し
て
い
く
こ

と
へ
の
一
つ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
仏
教
者
に
は
現
実
の
世
界
に
存
在
す
る
民
族
・
文
化
・
宗

教
な
ど
に
起
因
し
た
差
別
や
対
立
を
克
服
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
在

が
調
和
的
に
共
存
す
る
世
界
を
実
現
す
る
た
め
に
尽
力
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
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さ
て
、
こ
の
﹁
円
頓
止
観
﹂
は
﹁
一
心
三
観
﹂
と
と
も
に
﹁
一

念
三
千
﹂
と
い
う
原
理
を
そ
の
基
盤
と
し
て
い
る
。﹁
一
念
三
千
﹂

に
つ
い
て
は
﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
五
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
一
つ
の
心
に
は
［
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿

修
羅
・
人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
仏
の
］
十
の
法
界
を
備

え
て
い
る
。
一
つ
の
法
界
に
は
さ
ら
に
十
の
法
界
を
備
え

て
お
り
、［
合
わ
せ
て
］
百
の
法
界
と
な
る
。
一
つ
の
［
法
］

界
に
は
三
十
種
の
世
間
を
備
え
て
お
り
、
百
の
法
界
に
は

三
千
種
の
世
間
を
備
え
て
い
る
。
こ
の
三
千
［
種
の
世
間
］

は
一
瞬
の
心
に
あ
る
。
も
し
心
が
な
け
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ

が
、
少
し
で
も
心
が
あ
れ
ば
、
三
千
［
種
の
世
間
］
を
備

え
る
。

　

夫
一
心
具
十
法
界
。
一
法
界
又
具
十
法
界
、
百
法
界
。

一
界
具
三
十
種
世
間
、
百
法
界
即
具
三
千
種
世
間
。
此
三

千
在
一
念
心
。
若
無
心
而
已
、
介
爾
有
心
、
即
具
三
千
。

︵T46 . 54 a5 -9

︶

　　
﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
お
い
て
説
か
れ
る
﹁
円
頓
止
観
﹂
で
は
、﹁
諸

法
実
相
﹂
を
観
察
す
る
の
に
、
修
行
者
に
と
っ
て
一
番
身
近
な

自
己
の
心
を
用
い
て
、
そ
こ
か
ら
思
慮
分
別
を
超
え
た
仏
の
見

る
世
界
の
様
相
を
観
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。﹃
摩
訶
止
観
﹄
の

上
記
の
引
用
文
は
、
後
代
の
天
台
宗
に
お
い
て
﹁
一
念
三
千
﹂

説
を
規
定
し
た
箇
所
と
し
て
注
目
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ

に
﹁
一
念
﹂
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
短
い
時
間
、
す
な
わ
ち

一
瞬
の
心
を
意
味
しき、﹁
三
千
﹂
と
は
﹁
百
法
界
﹂
に
﹁
三
十
世
間
﹂

を
乗
じ
た
﹁
三
千
種
の
世
間
﹂
を
指
し
て
い
る
。
世
間
と
は
区

別
の
意
で
あ
り
、﹁
三
千
種
﹂
と
は
、﹁
十
法
界
﹂・﹁
十
如
是
﹂・﹁
三

世
間
﹂
と
い
う
三
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ

る
存
在
の
分
類
を
意
味
し
て
い
る
。﹃
摩
訶
止
観
﹄
で
は
﹁
十
法

界
﹂
の
そ
れ
ぞ
れ
一
法
界
が
十
法
界
を
備
え
る
︵﹁
十
界
互
具
﹂︶

た
め
﹁
百
法
界
﹂
と
な
り
、
ま
た
一
方
で
、
十
法
界
の
そ
れ
ぞ

れ
一
法
界
に
は
、﹁
三
世
間
﹂
と
﹁
十
如
是
﹂
を
乗
じ
た
三
十
種

の
世
間
が
あ
る
た
め
、
合
計
で
三
千
種
の
世
間
が
備
わ
る
こ
と

が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
十
法
界
﹂︵
十
界
︶
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・

人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
の
十
種
の
世
界
に
住
む

様
々
な
衆
生
を
指
し
た
も
の
で
、﹁
三
世
間
﹂
と
は
、﹃
大
智
度
論
﹄
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に
基
づ
きく
、
五
陰
世
間
︵
色
・
受
・
想
・
行
・
識
と
い
う
人
間
を
構

成
す
る
五
つ
の
要
素
︶・
衆
生
世
間
︵
五
陰
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
仮

に
和
合
し
た
も
の
︶・
国
土
世
間
︵
衆
生
が
居
住
す
る
環
境
と
世
界
︶

の
区
別
を
示
し
た
も
の
で
、﹁
十
如
是
﹂
と
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
﹃
法

華
経
﹄
方
便
品
の
﹁
仏
の
成
就
す
る
所
は
第
一
の
希
有
な
る
難

解
の
法
に
し
て
、
唯
だ
仏
と
仏
と
の
み
乃
し
能
く
諸
法
の
実
相

を
究
尽
す
。
所
謂
、
諸
法
の
如
是
相
、
如
是
性
、
如
是
体
、
如

是
力
、
如
是
作
、
如
是
因
、
如
是
縁
、
如
是
果
、
如
是
報
、
如

是
本
末
究
竟
等
な
り
﹂
と
い
う
教
説
に
基
づ
き
、
存
在
の
十
種

の
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
﹁
三
千
﹂

と
い
う
数
自
体
に
特
別
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、﹃
摩
訶

止
観
﹄
は
﹁
三
千
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
差
異
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

さ
て
筆
者
は
、
こ
の
﹁
一
念
三
千
﹂
説
は
仏
教
側
か
ら
提
出

す
る
こ
と
の
で
き
る
共
生
の
原
理
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
際
に
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
観
察
の
主
体
者
が
﹁
三
千
種
﹂

と
い
う
数
に
象
徴
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
、
自
己
の
一
瞬
の

心
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
十
界
の
衆
生
が
居
住
す
る
﹁
国
土
世
間
﹂
に
つ

い
て
、﹃
摩
訶
止
観
﹄
は
十
界
の
衆
生
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

国
土
に
居
住
し
て
い
る
の
か
を
指
摘
し
て
い
るけ
。
そ
し
て
﹁［
十

種
の
衆
生
の
居
住
す
る
］
土
地
が
異
な
る
の
で
、
国
土
世
間
と

名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
十
種
の
世
間
は
す
べ
て
心
か
ら

造
ら
れ
る
︵
土
土
不
同
、
故
名
国
土
世
間
也
。
此
三
十
種
世
間
、
悉
従

心
造
︶﹂︵T46 . 53 a9 -10

︶
と
述
べ
、
国
土
世
間
な
ら
び
に
五
陰
世

間
・
衆
生
世
間
の
三
世
間
に
十
法
界
を
乗
じ
た
三
十
種
の
世
間

が
す
べ
て
心
か
ら
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
十
法
界
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
十
種
の
衆
生
は
あ
ら
ゆ
る
生

命
体
を
想
定
し
て
い
る
以
上
、
十
法
界
に
は
そ
れ
ら
の
衆
生
が

居
住
す
る
あ
ら
ゆ
る
国
土
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
の
生
き
る
現
実
の
世
界
に
当
て
は
め
て

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
民
族
・
思
想
・
宗
教
・
価
値
観

な
ど
を
異
に
す
る
他
者
と
、
そ
の
他
者
が
住
ま
う
世
界
と
が
す

べ
て
自
身
の
心
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
現

実
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
は
自
身
の
心
に
即
し
て
存
在
し
て
い
る

と
観
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、﹁
一
念
三
千
﹂
説
を
構
成
す
る
重



176

要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
﹁
十
界
互
具
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。﹁
十
界
互
具
﹂
と
は
、﹁
十
法
界
﹂
の
そ

れ
ぞ
れ
一
法
界
が
十
法
界
を
備
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

﹁
十
法
界
﹂
は
、
仏
教
的
な
世
界
観
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
あ
ら

ゆ
る
衆
生
を
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
・
声
聞
・

縁
覚
・
菩
薩
・
仏
と
い
う
十
種
の
範
疇
と
、
そ
の
十
種
の
衆
生

が
住
む
十
種
の
世
界
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
界
の

衆
生
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
﹁
十
界
互
具
﹂
が
示
さ
れ
た
こ
と

の
意
義
は
、
大
乗
仏
教
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
あ
ら
ゆ
る

衆
生
が
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
が
よ
り
理
論
的

に
示
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
自
己
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
と
そ
れ

ら
衆
生
が
住
む
世
界
と
が
自
己
の
心
の
中
に
内
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
己
の
心
に
仏
と
仏
の
住
む
世
界
と
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
人
界
の
衆
生
の
成
仏

の
理
論
的
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
﹁
十

界
互
具
﹂
の
意
義
を
共
生
・
調
和
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し

て
み
る
と
、﹁
十
界
互
具
﹂
と
は
十
法
界
と
い
う
範
疇
を
用
い
て

表
現
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
自
己
の
心
と
関
連
づ
け
、
そ
れ

ら
を
自
己
の
心
と
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
己
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
＝
他

者
を
自
己
の
心
の
中
に
内
在
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
﹃
摩
訶
止
観
﹄
の
﹁
国
土
世
間
﹂
の

説
明
で
は
、
十
界
の
衆
生
が
居
住
す
る
場
所
︵
国
土
︶
に
は
そ
れ

ぞ
れ
違
い
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。﹁
十
界
互
具
﹂
が

示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
と
そ
れ

ら
が
居
住
す
る
国
土
は
、
自
己
と
ま
っ
た
く
異
な
る
無
関
係
な

他
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
象
徴
的
、
比
喩
的
な
言
説
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
自
己
の
心
に
備
わ
る
十
種
の

存
在
の
差
異
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

さ
ら
に
こ
れ
を
﹁
仏
界
﹂︵
仏
教
的
真
理
を
体
現
し
た
仏
と
そ
の
国

土
︶
を
自
己
の
心
に
実
現
さ
せ
る
と
い
う
﹁
十
界
互
具
﹂
の
実
践

的
な
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
仏
界
の
実
現
は
他
の
九
界
を
捨
て
去

る
こ
と
で
は
な
く
、
仏
界
の
う
ち
に
も
他
の
九
界
を
備
え
る
と

い
う
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
仏
界
は
悟
り
を
体
現
し
、
他

の
九
界
は
迷
い
を
指
し
て
い
る
。
仏
教
で
は
衆
生
の
身
心
を
乱

し
悩
ま
せ
る
精
神
の
働
き
の
こ
と
を
煩
悩
と
呼
び
、
衆
生
は
煩

悩
に
よ
る
業
が
原
因
と
な
っ
て
、
苦
し
み
と
い
う
結
果
を
受
け

る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
の
煩
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悩
を
段
階
的
に
対
治
す
る
こ
と
で
解
脱
︵
悟
り
︶
が
獲
得
さ
れ
る

と
説
く
。
つ
ま
り
、
仏
と
は
そ
れ
ら
の
煩
悩
を
克
服
し
た
存
在

で
あ
り
、
九
界
の
衆
生
は
煩
悩
に
よ
っ
て
迷
い
の
世
界
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
存
在
と
い
え
る
。
し
か
し
、﹁
十
界
互
具
﹂
が
提
示

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
迷
い
の
九
界
の
衆
生
の
心
に
仏
界
が

備
わ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
煩
悩
を
克
服
し
た
存

在
で
あ
る
は
ず
の
仏
の
心
に
も
九
界
の
迷
い
の
存
在
が
内
在
し

て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
智
顗
の
﹁
十
界
互
具
﹂
の
思
想
は
、

自
己
の
心
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
心
の
煩
悩
を

対
治
し
、
仏
の
悟
り
の
世
界
に
到
達
す
る
方
法
を
提
示
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
修
行
に
よ
っ
て
到

達
し
た
悟
り
の
世
界
に
は
、
煩
悩
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
煩
悩
も
仏
の
世
界
と
一
体
と
な
っ
て
存
在
し
続
け
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
仏
の
世
界
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
内
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
完
璧
な
存
在
で
あ
る
は
ず
の
仏
に
も

迷
い
の
存
在
で
あ
る
九
界
の
衆
生
と
同
様
の
側
面
が
あ
る
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
が
仏
の
他
の
九
界
の
衆
生
へ
の
働
き
か

け
を
説
明
す
る
理
論
的
根
拠
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
悟
り
と
迷
い
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
仏
界
と
他
の

九
界
と
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、
両
者
が
お
互
い
に
そ
の
存
在
を
支
え
て
い
る
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
的
な
真
理
の
体
現
に
は
、

非
仏
教
的
な
存
在
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。　

　

こ
の
よ
う
に
﹁
十
界
互
具
﹂
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
差
異

を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
心
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
存
在

の
差
異
が
内
在
し
て
い
る
と
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

と
他
者
と
の
差
異
を
自
己
の
心
の
中
の
差
異
と
し
て
引
き
受
け
、

調
和
的
に
現
実
の
差
異
を
超
え
ゆ
く
思
想
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
十
種
の
存
在
︵
十
界
︶
の
差
異
を
超
越
し
調

和
に
向
か
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、﹁
十
界
互
具
﹂
は
﹁
諸
法

実
相
﹂
と
い
う
差
異
を
超
え
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
真
実
の
様
相

を
表
現
す
る
思
想
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

自
己
の
心
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
調
和
的
に
内
在
す
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
た
め
に
、
智
顗
が
採
用
し
た
具
体
的
な
実
践
方
法

は
、
修
行
者
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
自
己
の
心
に
対
す
る
徹
底

的
な
観
察
で
あ
っ
た
。
自
己
の
心
に
内
包
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
存

在
の
差
異
を
徹
底
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
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存
在
が
仏
界
と
一
体
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
智
顗
の
仏
教
思
想
に
基
づ
け
ば
、
仏
教
的
な
共

生
・
調
和
と
は
究
極
的
に
は
自
己
の
心
へ
の
働
き
か
け
を
通
し

て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
と
し
て
の
環
境
世
界
に
直

接
的
に
働
き
か
け
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
智
顗
の
﹁
十

界
互
具
﹂
論
に
は
、
自
己
の
心
に
あ
ら
ゆ
る
衆
生
と
そ
の
居
住

す
る
世
界
が
内
在
す
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち

の
生
き
る
現
実
の
世
界
に
は
、
実
際
に
様
々
な
思
想
・
宗
教
・

文
化
な
ど
に
基
づ
く
価
値
観
が
多
元
的
に
存
在
し
て
い
る
。
自

己
と
は
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
他
者
と
の
共
生
を
考
え
た
場
合
、

そ
の
異
質
な
他
者
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
が
問
題
と
な
る

が
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
自
己
の
心
と
一
体
の
も
の
と
し
て
観
察

す
る
﹁
十
界
互
具
﹂
論
に
お
い
て
は
、
他
者
は
も
は
や
自
己
と

は
無
関
係
な
存
在
と
み
な
さ
れ
ず
、
異
質
な
他
者
も
ま
た
自
己

の
心
に
強
く
結
び
つ
い
た
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
智
顗
は
﹁
諸
法
実
相
﹂
と

い
う
概
念
を
、﹃
法
華
経
﹄
の
根
本
的
な
真
理
と
み
な
し
て
、
そ

れ
を
宗
教
理
論
と
し
て
は
﹁
中
道
実
相
﹂
と
﹁
三
諦
円
融
﹂
と

し
て
提
示
し
、
実
践
的
思
想
と
し
て
﹁
円
頓
止
観
﹂︵﹁
一
念
三
千
﹂︶

を
展
開
し
た
。
こ
の
﹁
円
頓
止
観
﹂
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
仏

の
境
涯
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
の
調
和
を
実
現
さ
せ
る
も
の
と

し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
人
間
と
人
間
の
関
係
に
お
け

る
﹁
他
者
﹂
と
の
差
異
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
大
き
な
﹁
他
者
﹂

で
あ
る
人
間
と
環
境
世
界
と
の
差
異
を
も
超
越
し
、
あ
ら
ゆ
る

存
在
が
調
和
す
る
﹁
諸
法
実
相
﹂
の
世
界
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、そ
の
﹁
円
頓
止
観
﹂
の
実
践
の
思
想
的
基
盤
の
一
つ
に
﹁
十

界
互
具
﹂
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
の
心
に
、
思
想
・
文
化
・

宗
教
な
ど
を
異
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
存
在
を
見
出
し
、
そ

れ
ら
と
自
己
の
心
と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
観
察
す
る
思
想
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
仏
教
か
ら
の
共
生
・
調
和
の
思
想
の
一
視
座

が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
うこ
。

　

実
際
の
現
実
の
世
界
に
は
、
人
種
、
文
化
、
宗
教
、
思
想
、

ま
た
経
済
的
な
環
境
の
相
違
な
ど
に
起
因
す
る
様
々
な
差
異
が

存
在
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
多
元
的
な
価
値
観
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
仏
教
も
本
来
は
こ
の
よ
う
な
多
元
的
な
価
値
観
を
構
成
す

る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
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仏教における共生・調和の思想

う
に
、﹁
諸
法
実
相
﹂
と
し
て
示
さ
れ
た
仏
の
視
点
か
ら
見
た
世

界
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
調
和
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
智

顗
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
仏
の
視
点
は
、
多
元
的

な
価
値
観
が
存
在
す
る
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
の
様
相
を
自
己
の

心
の
問
題
と
し
て
徹
底
的
に
観
察
し
、
自
己
の
心
に
仏
界
を
見

出
す
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
仏
界
と
同
一
の
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
心
の
変

革
に
基
づ
い
た
共
生
・
調
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
仏
教
の
共

生
・
調
和
の
思
想
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　　
注︵

１
︶﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
方
便
品
第
二
、﹁
仏
所
成
就
第
一
希
有
難
解
之

法
、
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
諸
法
実
相
。
所
謂
諸
法
如
是
相
、
如

是
性
、
如
是
体
、
如
是
力
、
如
是
作
、
如
是
因
、
如
是
縁
、
如

是
果
、
如
是
報
、
如
是
本
末
究
竟
等
﹂︵T9 . 5 c10 -13

︶。

︵
２
︶﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
五
、﹁
諸
所
言
説
、
皆
実
不
虚
。
所
以
者
何
。

如
来
如
実
知
見
三
界
之
相
、
無
有
生
死
、
若
退
若
出
、
亦
無
在

世
及
滅
度
者
、
非
実
非
虚
、
非
如
非
異
、
不
如
三
界
見
於
三
界
、

如
斯
之
事
、
如
来
明
見
、
無
有
錯
謬
﹂︵T9 . 42 c12 -16

︶。

︵
３
︶
菅
野
博
史
﹃
新
国
訳
一
切
経
・
中
国
撰
述
部
①
─２ 

法
華
玄
義

Ⅰ
﹄︵
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
一
年
︶、
二
二
九
│
二
三
〇
頁
を
参

照
。

︵
４
︶
な
お
、
智
顗
は
広
く
大
乗
仏
教
経
典
の
﹁
体
﹂
を
﹁
諸
法
実
相
﹂

と
し
、﹃
法
華
経
﹄
の
根
本
的
な
真
理
と
し
て
提
示
さ
れ
る
﹁
諸

法
実
相
﹂
を
、
仏
教
修
行
者
の
到
達
す
る
種
々
の
真
理
を
峻
別

す
る
こ
と
を
通
し
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
智
顗
が
た
だ
単

純
に
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
平
等
性
を
重
視
し
、
そ
れ
ら
の
共
存
を

主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

︵
５
︶
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
根
︵
感
覚
器
官
︶
と
六
識
︵
心

の
認
識
能
力
︶
が
は
た
ら
く
対
象
の
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
色
境
・

耳
境
・
声
境
・
香
境
・
味
境
・
触
境
に
対
応
す
る
。

︵
６
︶﹁
五
陰
﹂
も
﹁
十
二
入
﹂
も
と
も
に
、
現
実
世
界
の
構
成
要
素

を
い
う
。﹁
五
陰
﹂
と
は
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
陰
の

こ
と
を
い
う
。﹁
十
二
入
﹂
の
﹁
入
﹂︵yatana

︶
と
は
、﹁
処
﹂

と
も
訳
さ
れ
、
知
覚
が
生
じ
る
場
や
条
件
の
こ
と
を
い
う
。

眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
と
い
う
六
つ
の
感
覚
器
官
︵
六
根
︶

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
た
る
色
・
声
・
香
・
味
・
触
・
法
の
六

つ
︵
六
境
︶
と
の
総
称
の
こ
と
で
あ
る
。

︵
７
︶﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
三
下
に
は
、﹁
一
念
﹂
に
つ
い
て
﹁
又
経
言
、

一
念
六
百
生
滅
。
成
論
師
云
、
一
念
六
十
刹
那
﹂︵T46 . 27 c23 -

25

︶、﹁
或
言
、
一
念
心
六
十
刹
那
。
或
言
、
三
百
億
刹
那
。
刹

那
不
住
、
念
念
無
常
﹂︵T46 . 32 b4 -5

︶
な
ど
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。

︵
８
︶
た
と
え
ば
、﹃
大
智
度
論
﹄
巻
70
に
は
﹁
世
間
有
三
種
。
一
者

五
衆
世
間
、
二
者
衆
生
世
間
、
三
者
国
土
世
間
﹂︵T25 . 
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︶
と
い
っ
た
例
が
あ
る
。

︵
９
︶﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
五
に
は
﹁
十
種
所
居
通
称
国
土
世
間
者
、
地

獄
依
赤
鉄
住
、
畜
生
依
地
水
空
住
、
修
羅
依
海
畔
海
底
住
、
人

依
地
住
、
天
依
宮
殿
住
、
六
度
菩
薩
同
人
依
地
住
、
通
教
菩
薩

惑
未
尽
同
人
天
依
住
、
断
惑
尽
者
依
方
便
土
住
、
別
円
菩
薩
惑

未
尽
者
、
同
人
天
方
便
等
住
、
断
惑
尽
者
依
実
報
土
住
、
如
来

依
常
寂
光
土
住
。
仁
王
経
云
、
三
賢
十
聖
住
果
報
、
唯
仏
一
人

居
浄
土
。
土
土
不
同
、
故
名
国
土
世
間
也
。
此
三
十
種
世
間
、

悉
従
心
造
﹂︵T46 . 53 a1 -10

︶
と
あ
り
、
実
際
に
は
︵
１
︶
地

獄
界
の
衆
生
、︵
２
︶
畜
生
界
の
衆
生
、︵
３
︶
修
羅
界
の
衆
生
、

︵
４
︶
人
界
の
衆
生
、︵
５
︶
天
界
の
衆
生
、︵
６
︶
蔵
教
の
菩
薩
、

︵
７
︶
通
教
の
菩
薩
で
惑
を
断
ち
切
っ
て
い
な
い
者
、︵
８
︶
通

教
の
菩
薩
で
惑
を
断
ち
切
っ
た
者
、︵
９
︶
別
教
・
円
教
の
菩

薩
で
惑
を
断
ち
切
っ
て
い
な
い
者
、︵
10
︶
別
教
・
円
教
の
菩

薩
で
惑
を
断
ち
切
っ
た
者
、︵
11
︶
如
来
の
十
一
種
の
衆
生
を

挙
げ
て
い
る
。
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
く
、

代
わ
り
に
菩
薩
を
蔵
教
・
通
教
・
別
教
・
円
教
の
四
教
を
用
い

た
経
典
分
類
法
に
基
づ
き
、︵
ａ
︶
六
波
羅
蜜
の
菩
薩
︵﹁
六
度

菩
薩
﹂︶
＝
蔵
教
の
菩
薩
、︵
ｂ
︶
通
教
の
菩
薩
で
惑
を
断
ち
切

っ
て
い
な
い
者
︵﹁
通
教
菩
薩
惑
未
尽
﹂︶、︵
ｃ
︶
通
教
の
菩
薩

で
惑
を
断
ち
切
っ
た
者
︵﹁［
通
教
菩
薩
］
断
惑
尽
者
﹂︶、︵
ｄ
︶

別
教
・
円
教
の
菩
薩
で
惑
を
断
ち
切
っ
て
い
な
い
者
︵﹁
別
円

菩
薩
惑
未
尽
者
﹂︶、︵
ｅ
︶
別
教
・
円
教
の
菩
薩
で
惑
を
断
ち

切
っ
た
者
︵﹁［
別
円
菩
薩
］
断
惑
尽
者
﹂︶
の
五
種
に
分
け
、

さ
ら
に
凡
聖
同
居
土
、
方
便
有
余
土
、
実
報
無
障
碍
土
、
常
寂

光
土
の
四
種
の
浄
土
か
ら
凡
聖
同
居
土
以
外
を
用
い
て
そ
れ
ぞ

れ
の
菩
薩
の
国
土
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。

︵
10
︶
た
だ
し
、
智
顗
は
中
国
の
陳
・
隋
代
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、

彼
の
思
想
に
は
当
然
、
時
代
的
な
制
約
も
存
在
す
る
。
あ
る
意

味
で
は
、
智
顗
は
独
善
的
な
共
生
論
者
で
あ
る
と
も
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
統
一
的
・
統
合
的
な
概
念
に
よ
っ
て
調
和
的
世

界
を
実
現
す
る
と
い
う
理
論
に
は
全
体
主
義
的
な
傾
向
に
転
化

す
る
可
能
性
を
含
む
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
ま
た
、
智
顗
は

無
条
件
で
全
て
の
存
在
が
雑
然
と
共
存
す
る
世
界
を
認
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
差
別
的
・
対
立
的
な
思
考
を
超

越
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
あ
り
の
ま
ま
の
様
相
を
観
察
す
る
、

と
い
う
智
顗
が
目
指
し
た
仏
の
境
涯
は
、
時
代
性
に
左
右
さ
れ

な
い
宗
教
的
な
境
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
現
代
の
仏
教
者
が

共
生
・
調
和
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
一
つ
の
基
本
的
立

場
を
提
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

︵
ま
つ
も
り　

ひ
で
ゆ
き
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
︶


