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観

相

依

に

つ

い

て

柏

倉

明

裕

一
、

問
題
提
起

天
台
教
学

は
、
灌
頂
が
治
定
再
治
す
る
際
に
、
吉
蔵

の
も
の
を
依
用

　
ユ
　

し
て
成
立
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
確

か
に
智
〓

の
預
か
り
知
ら
ぬ
所
で
吉
蔵
の
も
の
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
吉
蔵
の
引
用
文

が
天
台
教
学
全
体

の
中

で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
何
を
目
的
と
し

て
引
用
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
我
々
は
そ
も
そ
も
天
台

教
学
の
本
質
的
な
特
徴
は
如
何
な
る
思
想
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

第

一
に
問
題

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

吉
蔵

の
も

の
の
引
用
文
は
、
あ
る
時
は
南
北
朝
時
代
の
諸
師

の
異
説

異
解
の
紹
介

で
あ
っ
た
り
、
語
句
の
説
明
で
あ

っ
た
り
、
天
台
教
学
の

本
質
に
直
接
関
わ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
、
既
に
い
さ
さ
か
論
じ
た

　　
　

所
で
も
あ
る
が
、
今
回
の
発
表
で
は
、
何
を
以
て
天
台
教
学

の
特
徴
と

す
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
教
観
相
依

の
持

つ
意
味

に

つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

二
、
教
観
相
依

観
は
教
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
教
は
観
に
よ
っ
て
立

つ
。
正
し
い
教
え

に
基
づ
い
た
修
行
と
主
体
的
に
教
え
の
意
味
を
考

え
な
が
ら
深
く
教
法

を
戴
く
こ
と
が
、
車
の
両
輪

の
如
く
備
わ
る
と
き
、
悟
り

へ
の
完
成
を

期
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
教
観
相
依
と
も
教
観
双
美
と
も
い
う
。

我
々
が
悟
り
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
自
己
に
と
っ
て
の
教
え
の
意
味
を

深
く
考
え
、
教
え
と
現
実

の
あ
り
方
を
比
較
し
、
教
え
に
よ
っ
て
自
己

を
照
ら
し
、
教
え
を
心
に
刻
み
実
践
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
教
法

を
自
ら
の
こ
と
と
し
て
観
達
体
同
し
、
証
得
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
も

の
で
あ
る
。
仏
教
が
学
問
と
し
て
成
立
す
る
に
は
経
典
や
論
書

に
説
か

れ
て
い
る
こ
と
を
客
観
的
に
分
析
す
る
姿
勢
が
求

め
ら
れ
る
。し
か
し
、

こ
の
よ
う
な

一
歩
突
き
放
し
て
物
事
を
論
ず
る
こ
と
は
、
自
己
を
切
り

離
し
、
自
己
と
は
無
関
係
に
他
人

の
財
宝
を
数
え

る
が
如
き
行
為
に
陥

り
や
す
い
。
ま
た
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
主
体
的
に

法
を
求
め
る
実
践
行
も
依
り
所
の
な
い
我
情
に
よ
る
思
い
つ
き
や
思
い
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込
み
に
陥

る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
問
と
実
践
の
偏
執
を
正

し
く
導
く

の
が
教
観
相
依
な
の
で
あ
る
。
『摩
詞
止
観
』
に

慧
浄
於
行
。
行
進

於
慧
。
照

潤
導

達
。
交
絡
螢
飾
。

一
体

二
手
。
更
互
楷
摩
。

非
但
開
拓
遮
障
内
進
己
道
。
又
精

通
経
論
。
外
拓

未
聞
。
自
匠
匠
他
。
兼
利

具
足
。
人
師
国
宝
。
非
此
是
誰
。

(大
正
、

四
六
、

四
九
、

a
)

と
あ
る
よ
う
に
、
教
え
に
基
づ
い
た
正
し
い
理
解
は
智
慧
を
生
じ
、
そ

の
智
慧
は
行
を
清
浄
に
し
、
行
は
さ
ら
に
智
慧
を
進
め
る
。
こ
の
よ
う

な
智
慧
と
修
行
、
学
解
と
実
践
は

一
体

の
二
手
の
よ
う
に
更
互
に
相
依

兼
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
障
磯
が
開
か
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
内
に
は
自
分
な
り
の
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
、
外
に

は
経
論
に
精
通
し
、
未
聞
を
拓
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
を
整
え
、
他

人
を
整
え
、
自
利
利
他
具
足
し
、
こ
の
人
こ
そ
人
師
国
宝
に
ふ
さ
わ
し

い
と
い
え
る
と
す
る
。

三
、
智
〓

の
生
涯
と
教
観
相
依

天
台
実
相
論

の
構
成

の
ス
ケ
ー
ル
の
壮
大
さ
は
、
諸
法
に
対
し
て
実

相
を
開
顕

せ
ん
と
す
る
意
欲

の
所
産
で
あ
る
と
い
え
る
。
智
〓

の
旺
盛

な
真
実
を
求
め
ん
と
す
る
意
欲
の
至
奥
に
は
首
尾

一
貫
し
た
教
観
相
依

と

い
う
教
風
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

智
〓

の
思
想
形
成

の
経
過
を
探

っ
て
み
る
と
、
我
々
は
前
期
と
後
期

に
質
的
な
変
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
般
若
空
観
よ
り
円
融
三

諦

へ
の
円
熟
で
あ
る
。
前
期
時
代
を
代
表
す
る
講
説
と
し
て

『釈
禅
波

羅
蜜
次
第
法
門
』
(『次
第
禅
門
』)
が
あ
る
が
、
本
書
に
於
い
て
智
〓

は

「弁
釈
禅
波
羅
蜜
総
摂

一
切
衆
行
法
門
」
と
述

べ
て
、
禅
波
羅
蜜
に
よ
っ

て

一
切

の
行
法
の
分
類
総
合
化
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
禅
波
羅
蜜
は
、

十
波
羅
蜜

の
中
で
も
特
に
中
心
的
な
役
割
を
与

え
ら
れ
、
「行
者
善
修

禅
故
即
便
成
就
十
波
羅
蜜
。
満
足
万
行

一
切
法
門
。
是
故
菩
薩
欲
具

一

切
願
行
諸
波
羅
蜜
要
修
禅
定
」
と
説
か
れ
る
。
ま
た
禅
は
単
に
心
を
静

め
る
だ
け
の
働
き
と
し
て
で
は
な
く
、
「因
修
禅
定
具
足
般
若
波
羅
蜜
」

「非
禅
不
慧
。
従
禅
発
慧
」
と
あ
る
よ
う
に
、
禅

は
智
慧
の
源
と
し
て
、

禅
に
よ
っ
て
智
が
得
ら
れ
、
智

は
禅
に
裏
付
け
ら
れ
る
と
い
う
関
係
に

あ
る
。
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
は
禅
波
羅
蜜
と
い
う
行
の
徹
底
に

よ
っ
て
悟
り
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
、
行
の
占
め
る
ウ
エ
イ

ト
の
大
き
い
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
こ
に
は
智
慧
に
っ
い
て
の
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
禅
に
よ

っ
て
智
慧
が
発

こ
り
、

智
慧
は
禅

に
基
づ
く

こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
智
〓

の
前
期
時
代
に

あ
っ
て
既
に
定
慧
具
足
の
仏
教
理
解
は
見
ら
れ
、
こ
れ
は
智
〓

の

一
貫

し
た
仏
道
姿
勢
と
し
て
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
智
〓

は
智
慧
に
裏
付

け
ら
れ
た
実
践
行
に
よ
っ
て
諸
法
の
真
実
相
を
顕
ら
か
に
し
、
諸
法
の

真
実
相
を
得
る
た
め
に
、
具
体
的
な
行
法
を
整

理
分
類
、
統
摂
し
て
お

り
、
実
相
開
顕

の
立
場
か
ら
大
小
浅
深

の
行
法

に
智
慧
と
禅
定
に
裏
付

け
ら
れ
た
生
き
生
き
と
し
た
息
吹
を
吹
き
込
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
慧
思
の
生
涯
と
教
観
相
依

次
に
智
〓

の
面
授
に
師
で
あ
り
、
智
〓

の
前

期
教
学
に
深
い
影
響
を
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及
ぼ
し
た
慧
思
の
禅
観
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
慧
思
は
江
東
の
仏

教

の
義
門
を
重
ん
じ
、
禅
法
を
侮
蔑
す
る
風
潮
に
憤
り
を
感
じ
て
、
定

に
よ
っ
て
慧
を
発
こ
す
定
慧
双
開
を
鼓
吹
し
た
。
以
後
、
南
北
朝

の
禅

を
行
う
者

で
こ
の
定
慧
双
開

の
教
風
を
受
け
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
と

　ヨ

評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『続
高
僧
伝
』
に
は

『妙
勝
定
経
』
と
の
出
会

　　
　

い
が
、慧
思
を
し
て
修
禅
を
志
す
緒
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

『妙
勝
定
経
』
は
お
そ
ら
く
南
北
朝
に
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
経
典
で
、
南

朝
の
二
諦
論
争
や
多
聞
執
文

の
風
潮
に
対
し
て
辛
辣
な
風
刺
を
込
め
て

禅
定
の
最
妙
最
勝
な
る
こ
と
を
説
く
経
典

で
あ
る
。
『妙
勝
定
経
』
に

は
、
多
聞
義
解
の
者
に
智
慧
を
勧
め
、
未
法
時

の
教
界
や
僧
侶

の
腐
敗

堕
落
を
粛
正
す
る
唯

一
の
方
法
と
し
て
禅
定
が
説
か
れ
、
禅
に
よ
っ
て

智
慧
を
導

き
、
智
慧
は
禅
定
を
根
本
と
し
、
定
慧
具
足
を
理
想
と
す
る

仏
道
が
示

さ
れ
て
い
る
。

こ
の

『
妙
勝
定
経
』
の
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
が
慧
思
で
あ

り
、
そ
の
精
神
を
具
体
的
に
組
織
化
し
大
成
し
た
の
が
智
〓

で
あ
る
。

慧
思
は
仏
教
教
団
内
部
の
腐
敗
を
是
正
せ
ん
と
し
て
衆
悪
論
師
に
幾
度

と
な
く
毒
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
お
り
、
慧
思
は
禅
に
よ
っ
て

一
切
仏

法
を
統
摂
し
、
真

の
仏
法

の
生
命
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
慧

思
の
説
く
禅
は
智
慧
を
本
質
と
し
た
禅
で
あ
り
、
智
慧
は
禅

よ
り
生
じ
、
禅
と
智
慧
は
不
二
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
慧
思
は
智
慧
を

本
質
と
し
た
禅
に
よ
っ
て
、
四
種
安
楽
行
を
具
足
し
、
衆
生
も
仏
と
同

じ

一
如
な
る
こ
と
を
明
か
す
。
つ
ま
り
慧
思
の
頓
覚
説
や

一
乗
、
如
来
蔵

義
は
禅
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
お
り
、
慧
思
は

一
切
諸
法
を

し
て
成
立
せ
し
め
る
根
本
と
し
て
禅
定
を
意
義
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
慧
思
の
仏
教
姿
勢
を
以
て
、
『智
度
論

』
や
諸
経
論
に
説
か
れ

た
具
体
的
な
行
法
を
整
理
し
、
発
心
よ
り
帰
大
処
に
至
る
ま
で
の
始
終

の
行
位
を
示
し
て
、
体
系
的
に
大
成
さ
せ
た

の
が
智
〓

で
あ
る
。
智
〓

は
定
慧
具
足
、
教
観
相
依
を
本
質
と
し
な
が
ら
、
我
々
の
現
前
の
あ
ら

ゆ
る
法
が
三
千
三
諦
不
可
思
議
実
相
と
し
て
あ

る
こ
と
を
開
顕
す
る
教

学
を
樹
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
天
台
教
学

の
大
綱
と
し
て
の
教
観
相
依

以
前
は

『天
台
四
教
儀
』
の
五
時
八
教
を
以

て
天
台
教
学
の
概
論
を

論
ず
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
関
口
真
大
氏
に
よ
っ
て
、
五
時
八
教

の

名
目
は
天
台
三
大
部
を
は
じ
め
と
す
る
如
何
な

る
講
説

の
中
に
も
見
出

す

こ
と
が
で
き
ず
、
天
台
大
師
の
所
説
と
異
質

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

　　
　

指
摘
さ
れ
て
以
来
、
何
を
以
て
天
台
教
学
の
大
綱
と
す
べ
き
か
の
必
要

性
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
私
は
教
観
相
依

の
理
念
を
基
本
姿

勢
と
す
る
三
種
教
相
、
三
種
止
観
の
二
本
柱
が
大
綱
と
な
り
得
る
と
思

う

の
で
あ
る
。
『法
華
玄
義
』
に

一
大
綱

三
種
。

一
頓

二
漸
三
不
定
。

(中
略
)

一
約
教
門
解
。

二
約
観
門
解
。

(
大
正
三
三
、
八
〇
六
、

a
)

と
あ
る
よ
う
に
、
教
門
に
約
し
て
頓
教
、
漸
教
、
不
定
教
の
三
種
教
相

に
対
応
し
て
、
円
頓
止
観
、
漸
次
止
観
、
不
定

止
観
の
三
種
止
観
を
大
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綱
と
し
、
教
門
と
観
門
の
相
依
相
修
に
よ
っ
て
、
我
々
が
そ
の
ま
ま
で

不
可
思
議
妙
と
し
て
あ
る
こ
と
が
開
顕
さ
れ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
示

せ
ば
、
教
門
に
は
四
門
、
四
教
、
偏
円
の
峻
別
、
五
時
等

の
綱
目
が
あ

り
、
『
法
華
経
』
の

一
仏
乗
の
教
え
に
よ
っ
て
法
の
開
会
が
示
さ
れ
、
迩

門
十
妙
、
本
門
十
妙
、
相
待
絶
待

の
開
会
な
ど
の
種
々
の
観
点
か
ら
不

可
思
議
妙

の
あ
り
方
が
示
さ
れ
、

一
切
仏
法
を
有
機
的
に
総
合
統
摂
し

て
い
る
。

ま
た
、
観
門
の
立
場
か
ら
は
、
三
種
止
観
、
四
種
三
昧
、
十

乗
観
法
、
十
境
な
ど
に
よ
っ
て
、
独
自
に
大
乗
小
乗

の
各
種
行
法
を
分

類
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
法
に
則
っ
て
一
心
三
観
を
修
し
、

一
念
三

千
、
不
可
思
議
妙
な
る
実
相
が
開
顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

教
門
、
観

門
の
相
依
相
修

こ
そ
天
台
教
学

の
大
綱
と
す
べ
き
教
説
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
は

一
応
便
宜
上
、教
門
と
観
門
に
分
け
た
も
の
で
あ
り
、

本
来
、
定

は
慧
を
導
き
、
慧

は
定

に
基
づ
く
も
の
で
、
定

の
な

い
慧
は

あ
り
え
ず
、
不
可
分
な
る
も
の
で
あ
る
。
定
慧
は
両
輪
両
翼
に
讐
え
ら

れ
る
た
め
に
二
者
あ
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
抱
か
せ
る
が
、

讐
え
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
両
者
が
等
し
く

一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
悟
り

へ
向
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
し
て

『法
華

玄
義
』
や

『法
華
文
句
』
が
単
な
る

『法
華
経
』
の
教
義
解
釈

の
書

で

も
な
く
、

『摩
詞
止
観
』
も
単
な
る
実
践
指
南

の
書
に
と
ど
ま
る
も
の

で
も
な
く

、
こ
の
よ
う
に
教
と
観
を
二
つ
に
分
け
て
し
ま
う

こ
と
も
、

か
え
っ
て
天
台
教
学
の
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

六
、
教
観
相
依

の
持

つ
意
味

天
台
教
学
は
、
既
に
我
々

の
現
前
に
あ
る

一
切
の
存
在
が
、
我
々
が

自
覚
し
て
い
る
、
し
て
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず

三
千
三
諦

の
不
可
思
議

実
相
と
し
て
あ
る
こ
と
を
開
顕
す
る
。
あ
と
は
我
々
が
そ
れ
を
ど
う
受

け
取
り
、
自
ら
の
こ
と
と
し
て
意
味
を
見
出
し
、
自
ら
の
あ
り
方
を
観

法
に
よ
っ
て
照
ら
し
、
い
か
に
顕
現
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
天
台

三
大
部

の
い
た
る
所
で
そ
の
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
智
〓

に
よ
っ
て

体
系
化
さ
れ
た
壮
大
な
実
相
論
も
、
単
に
教
義
学
と
し
て
の
み
理
解
さ

れ
た
な
ら
ば
、
次
第

に
形
骸
化

し
、
知
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
対
象
と

し
か
意
味
を
な
さ
な

い
も
の
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
き
て

い
る
自
己
と
無
関
係
で
、
人
間

の
苦
悩

の
痛
み
が
な
い
文
字
の
羅
列

で

あ
る
。
智
〓

自
身
、
学
解
を
超
え
、
突
き
破

っ
た
宗
教
的
な
要
求

に

よ
っ
て
、
生
き
た
教
学
を
語

っ
て
い
る
。
我
々
は
教
観
相
依
に
よ

っ
て
、

単
な
る
学
解
に
よ
る
知
的
関
心
を
突
き
破

っ
て
、
智
〓

の
心
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
、
教
え
を
自
分
の
身
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一

人

一
人
に
生
き
た
教
学
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
現
代

に
於
い

て
、
教
学
を

一
人

一
人
が
個
々
の
問
題
と
し
て
身
に
当
て
は
め
、
そ
の

意
味
を
問

い
、
自
ら

の
こ
と
と
し
て
表
現
し
直

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
時

代
を
超
え
て
、
教
学
が
本
当
の
意
味
で
生
き
た
思
想
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
我

々
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、
智
〓

の
教
学

の
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教
観
相
依

に

つ
い
て

(柏

倉
)

讃
仰

で
も
、
教
学
を
利
用
し
て
の
知
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
も

な
く
、
智
〓

の
説
い
た
教
法
を
し
て
教
法
た
ら
し
め
る
本
質
を
明
か
に

し
、
智
〓

の
心
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
教
観
相
依
に

よ
っ
て
、
教
学
の

一
つ
一
っ
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
問
い
返
し
、
教
え

を
以
て
我

が
身
を
照
ら
し
、
我
が
身

の
本
来
的
あ
り
方
を
深
く
鑑
み
る

必
要
が
あ

る
。
教
観
相
依
こ
そ
普
遍
的
な
理
論
を
し
て
自
ら
の
問
題
と

し
て
問
い
を
提
起
さ
せ
る
働
き
を
持
ち
、
教
学

の
形
骸
化
を
打
破
し
、

教
学
に
生
き
生
き
と
し
た
息
吹
き
を
吹
き
込
む
原
動
力
と
な
る
仏
道

の

歩
み
で
あ

る
と
い
え
る
。

七

、

ま

と

め

教
観
相
依
は
、
慧
思
、
智
〓

に
わ
た
る

一
貫
し
た
仏
法
を
求
め
る
仏

道
姿
勢
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
を
貫
く
教
風

で
あ
る
。
こ
こ
に

我
々
は
天
台
教
学

の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
三
論
教
学
に
よ
っ
て

天
台
教
学

が
成
立
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
教
観

相
依
は
天
台
教
学

の
大
綱
と
す
べ
き
思
想

で
あ
る
と

い
え
る
。

我
々
は
教
観
相
依
に
よ
っ
て
実
相
を
証
得
す
べ
き
が
期
さ
れ
て
お
り
、

教
観
相
依

は
、
現
代
に
於
い
て
も
教
学
の
形
骸
化
を
打
破
し
、
教
法
を

自
ら
の
問

題
と
し
て
問

い
、
理
解
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
え
に

生
き
た
息

吹
を
吹
き
込
み
、
社
会
問
題

の
本
質
を
照
ら
す
も
の
と
な
る
。

し
か
し
出

世
間
の
法
は
世
俗
の
本
質
を
照
ら
す
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り

良
く
生
き

る
た
め
の
処
世
術
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
本
来
、
出
世
間

の
法
は
世
俗
を
超
越
し
、
よ
り
根
源
的
で
、
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
現
代
社
会

の
限
界
が
見
え
る
と
き
、
生
き
る
こ
と
そ

の
も
の
が

問
題
と
な
り
、
自
己
と
は
何
か
、
仏
法
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持

つ

の
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
を
教
え
に
問
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に

自
己
や
世
俗
が
明
か
と
な
る
。
教
え
が
自
己
の
問
題
と
無
関
係
な
ら
ば

仏
教
と
は
い
え
ず
、
仏
教
は
自
覚
の
道
と
無
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
教
観
相
依
と
は
こ
の
よ
う
な
仏
道
を
歩
む
者

の
自
然
な
自
己
確
認

の
姿
勢
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
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