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健

も

と
も
と
仏
教

と
儒
教
は
そ
の
思
想
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
り
、

反
対

の
立

場
に
立

つ
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
儒
教

は
、
仁
義
礼
智
信
を
と
く
五
倫

五
常

の
人
倫

の
道
、

い
わ
ゆ
る
世
間
道
を
と
く

の
に
対
し

て
、
仏
教
は
、
空
、
無

常
、

無
我
を
と
き
、
世
間

一
切
の
執
著
を
は

な
れ
、
さ
と
り
を
開
く

と
い
う
出
世
間

道
を
と
く
も

の
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
相
い
反
す

る
思
想
は
、

と
う

て
い

一
致
す
る
こ
と

の
で
き
な

い

も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ
こ
に
仏
教
が
中
国
に
受
容
さ
れ
る

一
つ
の
大
き
な
か

べ

が
あ

つ
た
と
い
え
る
。

い
わ
ば
中
国
仏
教
は
儒
教
と
仏
教
と
の
衝
突
と
妥
協

と

調
和

の
歴
史
で
あ

つ
た

と
も

い
え
る

(
か
と

い
つ
て
道
家
思
想
あ
る

い
は
道

教

な
ど

と
の
か
か
わ
り
が
な
か

つ
た
と
い
う

の
で
は
な
い
)
。

仏
教
が
中
国
に
受
容
さ
れ
る
過
程
に
お

い
て
、

い
わ
ゆ
る
外
来
と
土
着
、

受

容
と
展
開
と
い
う
観
点
よ
り
追
善
と
追
孝

と

い
う
問
題

を
取
り
上
げ
て
み
る

こ

と
に
す
る
。
『
孝
経
』

の
紀
孝
章
第
十
に
は
、

孝

子

の
親
に
事
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
居

は
敬

を
致
し
、
養
は
楽
を
致
し
、

病

は
憂
を
致

し
、
喪
は
哀
を
致
し
、

祭
は
厳
を
致
し
。

と
あ
り
、

こ
の
五

つ
が
そ
ろ

つ
た
な
ら
ば
、

よ
く
親

に
事
え
た
と

い
う
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。

儒
教
を
基

盤
と
す

る
孝

社
会
に
お
い
て
、
ま
ず

「
親
に
事
え

る
」

と
い
う
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、

そ

の
最
後
に
、
祭

に
は
尊
敬
を

つ
く
す

と

い
う
、

い
わ
ゆ
る
祖
先

の
ま

つ
り
が
明
確
に
う
た
わ
れ
、

こ
れ
ら
が
完
成
す

る

こ
と
に
よ
り
孝

は
全
う
さ
れ
る
と
す

る
。

つ
ま
り
孝

は
、
単
に
生
前
だ
け

で
な

く
、

死
後

の
葬
式
、

墓
、

三
年
の
喪
中
、

忌

日
の
法
会
や
、

さ
ら
に
祖
先

に
対

す
る
祭
り

の
作

法
ま
で
も
含

む
も
の
で
あ

つ
た
。

『
孝
経
』

の
最
後

の
喪

親

章

に
は
、

こ
と
こ
ま
か
に
そ

の
意
義
を

の
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
祖
先
崇
拝

は
、
孝

の
延
長
で
あ
り
、
孝
道
上
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
た
。

し
た
が

つ
て

孝

の
倫
理
か
ら
す
れ
ば
、
祖

先

の
ま

つ
り
を

し
な
い
も
の
が
あ

つ
た
り
、

ま
た

祖
先

の
ま

つ
り
を
す
る
も

の
が
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
ま
ま
大

不
孝

を
意
味
し
た

の
で
あ
る
。

中
国

の
家
族
は
家
父
長
制
度

の
典
型

で
あ

つ
て
、
祖

先
崇
拝

の
観
念
に
よ

つ

て
強
く
規
制
さ
れ
た
共
同
体
で
あ

つ
た
。
祖
先

と
子
孫

と
は
、

い
わ
ば
孝
道

に

よ

つ
て
さ
さ
え
ら
れ
た
家
族
関
係

の
延
長

と
し
て

つ
よ
く
結

ば
れ
て
い
た
。

し

た
が

つ
て
祖
先

の
ま

つ
り
を
担
当
す

る
子
孫

の
た
え
る
こ
と
が
、
も

つ
と
も
不

孝

で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た

の
は
当
然

で
あ

る
。

祖
先
崇
拝
は
、

ま
た
家
族
内
に
お
け
る
権
威
関
係

の
源

泉
で
も
あ
り
、
父

子

関
係
、

夫
婦

の
関
係
、
婚
姻
を
も
厳
重

に
規
制
す

る
こ
と
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。

『
礼
記
』

の
中
庸
篇

に
い
う
よ
う
に
、

死
に

つ
か
う
る
は
生
に

つ
か
う
る
が
如
く

せ
よ
。

こ
れ
が
孝

の
至
り
で
あ
る

と
い
つ
た
り
、

ま
た
坊
記
篇
に
、

宗
廟
を
修
し
、
祀
事
を
敬
す
は
民
に
追
孝

を
教
ゆ
る
な
り
。

と

い
う
よ
う
に
、
敬

の
至
れ
る
も
の
と
し
て
孝

を
説
く

こ
と
は
、
孝
を
宗
教
的

な

も
の
と
し
、

こ
れ
に
よ

つ
て
親
の
権
威

を
絶
対
化
し
、

親
を
神
聖
化
し
よ
う

と
す
る
封
建
社
会

の
要
請
と
見
る
こ
と
が
で
き
、

孝
を
宗
教
化
し
よ
う
と
す
る

も

の
と
解
釈
す
る
こ
と
も

で
き
る
が
、

む
し
ろ
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
を
相
対

化

し
、
宗
教
的
な
も
の
を
倫
理

の
次
元
に
引
き
よ

せ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

こ

と
に
あ

つ
た
と
見
る

べ
き

で
、

こ
こ
に
む
し
ろ
儒
教

の
立
場
が
あ
る
と
す

べ
き
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で
あ

る
。
祭
り
と

い
う
宗
教
的
礼
を
も

つ
て
、
世
俗
的
な
孝

の

一
部
と
し
、
あ

る
い
は
孝

の
延
長

と
解

し
て
い
る

こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。

道
紳

の
あ
ら
わ
し
た

『
安
楽
集
』
は
、

中
国
に
展
開
し
た
浄
土
往
生
の
信
仰

を
す
す
め

る
書
物
で
あ

り
、
そ

の
題
名
が
示
す
ご
と
く
、

安
楽
浄

土

の
要

文
集

で
あ

る
。
し
た
が

つ
て
当
時

の
申
国
人

の
仏
教
受
容

の
諸
相

<ま
さ
し
く
中
国

人
が
求
め
た
救
い
の
宗
教

と
し

て
の
仏
教
>
を

端
的
に
示
す
も

の
と
し
て
注
目

す
る

こ
と
が
で
き
る
。
現
世

に
お

い
て
は
た
と
え
救
わ
れ
な
く
と
も
、

臨
終
を

契
機
と
し

て
死
後
安
楽

な
浄
土
に
必
ず
往

生
で
き
る
と

い
う
浄
土
教
典

の
説
示

は
、

た
と
え
そ
れ
が
未
来
往
生

で
あ

つ
て
も
、
苦
悩
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
せ

ら
れ
た

一
般
民
衆

の
大

い
な
る
救

い
と
な

つ
た

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

死
後

と
い
う
未
知

の
世
界
に
対
す
る
お
そ
れ
は
、
浄
土
欣
求
と

い
う
熱
烈
な
る
信
仰

と
は
う
ら
は
ら
に
、
地
獄

に
堕
す

こ
と
も
あ
り
う
る
と

い
う
不
安
を

い
つ
そ
う

か
き
た
て
る
も
の
で
あ

る
。

こ
と
に
孝
倫
理

に
さ
さ
え
ら
れ
た
彼
等
に
と

つ
て

肉
親
と
く

に
父

母
の
死
後

の
受

生
に
必
然
的
に
関

心
が
よ

せ
ら

れ
た

こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
父

母

へ
の
追
慕

の
念
は
追
孝
と
い
う
祖
先

の
ま

つ
り

と
複
雑

に
か

ら
み
あ

い
死
者

へ
の
追
善
供
養
を
か
り
た
て
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ
の
証
拠

に
道
紳
は

『
安
楽
集
』
に
お
い
て
、
『
灌
頂
経
』
巻
十

一
を

引

き

つ

つ
、

若
し
臨
終
お
よ
び
死
し
て
地
獄
に
堕
す
も
の
あ
ら
ん
に
、
家
内
の
春
属
、
そ

の
亡
者
の
た
め
に
念
仏
お
よ
び
転
諦
、
斎
福
す
れ
ば
、
亡
者
す
な
わ
ち
地
獄

を
出
で
て
浄
土
に
往
生
す
。
(中
略
)現
在
の
春
属
、
亡
者
の
た
め
に
追
福
す

れ
ば
、
遠
人
に
餉
す
る
に
定
ん
で
食
を
得
る
が
ご
と
し
。

と
、
現
在
の
春
属
が
追
善
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
獄
に
堕
し
て
い
る
亡
者
を
救

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
う
い
つ
た
追
善
思
想
は
な
に
も
『灌
頂
経
』

に
限
る
の
で
は
な
く
、
『
優
婆
塞
戒
経
』
(餓
鬼
中
の
父
の
た
め
に
、
子
が
追
善

す

る
)
、
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
(地
獄
中

の
父
母
に
追
福

す
る
こ

と

に

よ

り

人
天

に
往

生
す

る
)
、
『
梵
網
経
』
に
も
み
ら

れ
る
。

こ
と
に

『
梵
網
経
』
は
中

陰
中

の
亡
者

の
追
善
を
説
く
も

の
と
し
て
有
名

で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、

こ
れ
ら
追
善
、

追
福
を
強

調
す
る

一
連

の
仏
教
経
典
は
、

ま

さ
に
儒
教

が
孝

の
完
成
と
し

て
重
視
す
る
祖
先

の
ま

つ
り
、
追

孝

の
教
え
と
密

接

に
関
連

し
あ
い
、
仏
教

の
祖
先

の
ま

つ
り
、
追
善
供
養
と
し
て
展
開

し
た
こ

と
は
疑
い
な
い
と
い
え

る
。
現
在
生
存
中
の
者
が
死
者

の
た

め

に

行

う

追

勝

福
、
追
善

と
い
う
光

(功
徳
)
が
死
後

の
世
界
、

亡
者

に
ま

で
お
よ

ぶ
と
い
う

論
理
は
、

ま
さ
に
孝

が
生
存
中
に

の
み
有

効
で
あ

る
だ
け

で
な
く
、

そ

の
孝
は

死
者
に
ま
で
お
よ
ぶ
と
い
う
追
孝

の
論
理
と
何
ら
矛
盾
す

る
も

の
で
は
な
い
。

仏
教

の
追
善

の
仏
事
、

た
と
え
ば
孟
蘭
盆
会
、

中
陰

七
七
四
十
九

日
の
忌

の
ま

つ
り
は
、

ま
さ
に
彼

等
に
と

つ
て
は
、
そ
れ
が
そ

の
ま
ま
追
孝

と
し
て
意
義

づ

け
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
死
者
や
父
祖
に
対

す
る
孝

の

つ
づ
き
で
あ

つ
た

の
で
あ
る
。

仏
教

の
孝
を
説
く
経
典
は
数
多
く

あ
る
。

た
と
え
ば

『
六
方
礼
経
』
(
安
世
高

訳
)
、
『
四
十

二
章
経
』
(
迦
葉
摩
騰
、

竺
法
蘭
共
訳
)
な
ど

で
、
そ

の
他
に
も
多

数
あ

る
。

こ
と
に

『
観
無
量
寿
経
』
は
、
「
父

母
孝
養
」
を
往
生

の
正
因
と
す
る

点
に
お
い
て
著
名

で
あ
る
。

ま
た
、

中
国
人
自
ら
に
よ

つ
て
製
作
さ
れ
た
と

い

う

『
父

母
恩
重
経
』
、
『
孟
蘭
盆
経
』
な
ど
は
、
広
く

民
間
に
流
布
し
た
孝
経
典

の
代
表

で
あ

る
。

現
在
、

日
本
仏
教
を
さ
さ
え
る
、

葬
儀

は
も
ち
ろ
ん
中
陰
、

年
忌
、

盆
会
な

ど
も
、
形
骸
化
さ
れ
た
法
事
仏
教
と
批
判

さ
れ
な
が

ら
も
、

実
は
祖
先

に
対
す

る
、

も

つ
と
身
近
か
に
は
父
母

へ
の
追
孝

と
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
は
単
に
死
者

の
対
す

る
追
善
に
お
わ
る

こ
と
な
く
、
自
身

の
孝

の
完
成
と

い
う
喜

び
と
し

て

意
義

づ
け

ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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