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仏
教

の
教
え
と
生
活
実
践

吉

田

実

盛

一
、
問
題

の
所
在

長

い
歴
史
を
持

つ
宗
教
が
今
日
の
世
俗
社
会
に
ど
う
影
響
を
与
え
得

る
の
か
と

い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
に
倫
理
の
問
題
な
く
し
て
は
、
不

可
能
で
あ

ろ
う
。
仏
教
と
倫
理

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
二

つ
の
方

面
に
思

い
が
走
る
。

一
つ
は
戒
律
を
保

つ
な
ど
仏
教
者
と
し
て
社
会
生
活
の
中

で
生
き
る

こ
と
に
お

い
て
で
あ
る
。
我
々
に
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
守
る
べ
き

も
の
が
あ
る
。
聖
書
に
お
け
る
十
戒

で

「あ
な
た
の
父
と
母
を
敬
え
」

「殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
「姦
淫
し
て
は
な
ら
な

い
」

「盗
ん
で
は
な
ら

な
い
」

「あ
な
た
の
隣
人
に
対
し
、
偽
り
の
訓
言
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

「あ
な
た

の
隣
人
の
家
を
欲
し
が
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
倫
理
内
容
を

　ユ
　

戒
律
に
定

め
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
も

「不
殺
生
・不
楡
盗

・

不
邪
淫

・
不
妄
言

・
不
飲
酒
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
と
な
る
た
め
の
手

だ
て
と
し
て
の
戒
律
に
倫
理
的
内
容
が
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の

と
し
て
組

み
込
ま
れ
て
い
る
。
六
波
羅
蜜
な
ど
の
実
践
徳
目
を
入
れ
る

こ

と

も
可

能

で
あ

ろ
う

。

と

も

か

く

、

修
行

者

個

人

の
倫

理

実

践

と

し

て

の
意

味

で
あ

る
。

ま

た

二

つ
め

に

は
、

誓

願

の
内

容

を

あ

げ

る

こ
と

が

で

き

る
。

大
乗

仏

教

で

は
利

他

精

神

が
強

調

さ

れ

る

が
、

そ

れ

は
倫

理

と
大

い
に
関

与

し

て

い
る

こ

と

で

は

な

い

だ

ろ
う

か
。

特

に

四
弘

誓

願

に

「衆

生

無

邊

誓

願

度

」

な

ど

は

そ

の
最

た

る

も

の

で

あ

る
。

自

己

の
成

仏

に

他

人

(万
人
)

の
成

仏

が
関

係

つ

い
て

い

る
点

に

お

い
て
、
仏

教

と
倫

理

は
直

結

し

て

い
る

と
結

論

つ
く

の

で
あ

る

。

こ

の
こ

と

は
、

壬
生

台

舜

博

士

が

仏
教

は
宗

教

で
あ

る
以
上
、
転
迷
開
悟

を
目
指
し

て
、
聖
な

る
価
値

を
追

求

す
る
こ
と
が
第

一
次
的
な
も

の
で
あ
る

こ
と
は
当
然

で
あ

る
。
し

か
し
、
宗

教

と
言

っ
て
も
抽
象
的
な
も

の
で
は
な
く
、
具
体
的

に
は
夫

々
信
仰
心

を
持

つ
人
間
存

在

の
問
題

で
あ

る
。

し
か
も
、
そ

の
人
間

は
た
だ

一
人

の
存
在

で

は
な

い
の
で
、

「人
間
共
同
体

の
存
在

根
拠

で
あ

る
秩
序
あ
る

い
は
道
」
は
何

か
と
い
う
問
題
か
ら
離
れ
去
る

こ
と
は

で
き
な

い
。従

っ
て
シ
ャ
カ

ム
ニ
ブ

ッ

ダ

を
初

め
多

く

の
仏
教
者
た

ち
は
、

此

の
人
間
関
係

の
秩
序

と
も

い
う

べ
き
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倫
理
を
語
る
こ
と
は
少
な
し
と
し
な
い
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
合
致
す
る
。
確
か
に
例
え
ぼ
天
台
宗
で

は

「
一
隅
を
照
ら
す
運
動
」
を
生
活
実
践
上
に
展
開
さ
せ
る
よ
う
推
進

し
て
い
る
な
ど
仏
教
が
生
活
実
践
と
し
て
倫
理
的
内
容
を
も
包
括
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
か
の
親
鷺
聖
人

の

「悪
人
正
機
」
も
造
悪

無
碍

の
問
題
を
出
す
ま
で
も
な
く
、
悪
の
勧
め
で
な
い
こ
と
は
周
知
の

ご
と
く

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
生
活
上
の
倫
理
を
説
く
こ
と

が
仏
教

と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仏
教
で
は
倫
理
を
ど
の
程
度
包

括
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論

で
は
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
脳
死
・

臓
器
移

植
問
題
に
お
け
る
実
例
と
教
理
の
二
方
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二
、
仏

教
界

の
倫
理

に
対
す

る
現
実
的

対
応

ま
ず

、
現
在
の
各
宗
派
が
倫
理
に
対
し
て
ど
う
現
実
的
に
対
応
し
て

い
る
か

に
つ
い
て
、
生
命
倫
理
の
観
点
か
ら
脳
死

・
臓
器
移
植
の
問
題

を
例
に
あ
げ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

筆
者

は
か
つ
て
、
脳
死

・
臓
器
移
植

の
問
題
に
対
し
て
各
宗
派
が
ど

の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
て
き
た
か
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

賛
成
派
、
反
対
派
な
ど
と
き
れ
い
に
分
か
れ
る
は
ず
も
な
く
、
脳
死
に

は
反
対

だ
が
、
菩
薩
道
精
神
に
よ
っ
て
臓
器
移
植

は
認
め
ら
れ
る
べ
き

だ
と
か
、

一
人

一
人
が
主
体
的
な
意
志
や
判
断
を
も
と
に
し
て
、
永
遠

の

「
い
の
ち
」
に
生
き
よ
う
と
す
べ
き
で
あ
る
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
見
解

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
国
会
で
臓
器
移
植
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前

の
動

き

で
あ

っ

た
。

今

回

、

確

認

で
き

た

各

宗

派

の
動

向

を

交

え

て
、

こ
れ

ら

を

整

理

す

る
と

次

の

よ
う

に

な

る
。

(
一
)

天

台

宗

・
日

蓮

宗

の

場

合

こ

の

二
宗

派

は
、

次

の

よ
う

な

同

種

の
見

解

を

出

し

て

い

る
。

脳

死
を
人

の
死

と
す
る

こ
と
は
認
め
が
た

い
。
心
身

一
如

の
考
え

を
基
本

と

し
、
社
会
的
合

意

の
未
成
立
、
弱
者

の
権
利
侵
害

の
可
能
性
な

ど
が
そ

の
主

な
理
由

で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
決
定

に
基

づ
く
臓

器
移
植

は
仏
教

の
慈
悲

　
ヨ

　

心
に
も
か
な
う
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
。

と
い
う
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
に
臓
器
提
供
を
希
望
す
る
患
者
は
脳
死
を
人
の
死

で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
臓
器
移
植
法
が
制
定
さ
れ
た
わ

け
で
、
こ
の
法
律
の
下
で
は
、
脳
死
は
人

の
死

で
な
い
と
し
た
上
で
の

臓
器
提
供
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
二
宗
派

の
見
解
に
は

矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。

だ
が
、
臓
器
移
植
法
が
制
定
以
降
、
宗
派
内

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
な
さ
れ
て
は
い
る
と
聞
く
が
、
こ
の
二
宗
派

か
ら
は
正
式
な
見
解
は

出
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
現
実
社
会

の
法
律
に
は
適
合
で
き
な
い

形
で
、
宗
派
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(二
)
浄
土
宗

・
真
言
宗

・
曹

洞
宗

の
場
合
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こ

れ

ら

の
宗

派

は
、

細

か

い
部

分

で

は
各

宗

派

と

も

微

妙

な

異

な

り

を

見

せ

て

い

る
。

例

え
ば

、

浄

土

宗

で

は

人
間

の
死

の
問

題
は
、
多
数
決

で
決

め
ら

れ
る

の
で
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ

の

状
況

に
あ

っ
て
、

一
人

一
人
が
主
体
的
な
意
志

や
判
断
を
も

と
に
し
て
、
永

　　

　

遠
の

「い
の
ち
」
に
生
き
よ
う
と
す
る
の
が
浄
土
宗
の
立
場
で
あ
る
。

な
ど
の
五
項
目
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
義
と
主
体
的
判
断
と
が

ど
う
い
う
関
係
な
の
か
を
説
明
す
る
と
自
ず
か
ら
各
宗
の
独
自
性
が
若

干
顔
を
覗
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
宗
派
は
総
論
と
し
て
は
、
各
個
人
の
主
体
的
な

判
断
を
重
ん
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
後

に
法
律
が
制
定
さ
れ
て
、
臓
器
移
植
に
係
わ
る
患
者
が
脳
死
で

な
け
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
が
加
わ
っ
て
も
各
自

の
判
断
で
行
え
ぼ

よ
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

(
三
)
真
宗
本
願
寺
派

の
場
合

法
律
制
定
前
の
調
査
で
は
、
こ
の
宗
派
は
宗
派
統

一
見
解
と
し
て
は

出
さ
れ
ず
、
教
学
研
究
所
が
所
報
の
中
で
他
宗
に
は
見
ら
れ
な
い
独
創

　
ら
　

的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

基
本
的
に
脳
死

・
臓
器
移
植
に
は
賛
成
で
あ
る
。
各
国
の
情
勢
や
医

療
発
達
か
ら
間
違
っ
た
方
向

へ
進
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
。
日
本
と

イ
ス
ラ

エ
ル
だ
け
が
古
い
死
生
観
に
固
執
し
て
い
て
、
国
民
的
合
意
が

得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
が
、
医
療
現
場
で
は
脳
死
は
死
で
あ
る
と
の

認
識
で
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
の
で
、
コ
ン
セ

ン
サ
ス
を
得
る
に
は
反
対

論
者
が
容
認
す
る
し
か
手
だ
て
が
な
い
だ
ろ
う
。
自
己
決
定

で
臓
器
摘

出
を
行
う
に
し
て
も
、
広
く
脳
死
が
死
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い

く
よ
う
願
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
法
律
制
定
後
、

「共
に
あ
ゆ
む
42
号

・
脳
死
と
臓
器
移

植
」
が
発
行
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
本
願
寺
派
基
幹
運
動
本
部
専
門
委
員

の
逸
見
道
郎
氏
と
打
本
顕
真
氏
の
意
見
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
氏

は
明
確
に
反
対
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

本
人
が
了
解
し
て
い
る
な
ら
ど
の
よ
う
に
死
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
も
構
わ

な
い
で
は
な
い
か
と
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
い
の
ち
と
の
つ
な
が
り
を
無
視

　
　
　

す
る
こ
と
で
あ
り
、
他

の
い
の
ち

の
冒
濱
に
も

つ
な
が
り

ま
す
。

と
逸

見

道

郎

氏

が

い

い
、

ま

た

打

本

顕
真

氏

も

長

く
生
き
ら
れ
な

い

「
脳
死
者
」
を
な
ぜ

「ひ
と

の
死
」
と

し
た

い
か
と

い

う

と
、
臓
器
移
植

が
目
的

と
し
て
あ
る
か
ら

で
す
。
(中
略
)

こ
こ
に
は
、
生

命

を
利

用
価

値

で
み
て

い
こ
う
と
す
る
危
な
さ
が
あ
る

こ
と

を
見

の
が
す

べ

　
　
　

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
い
、
脳
死

・
臓
器
移
植
に
は
諸
手
を
挙
げ

て
賛
成
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
慎
重
に
注
意
し
な
が
ら
係

わ
っ
て
い
く
必
要
性
を
指

摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
や
や
反
対
の
立
場
に
あ
る
と
結

論
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
教
学
研
究
所
報
と
施
本

「共

に
あ
ゆ
む
」
で
見
解
が
異
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な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
門
信
徒
生
活
上

の
一
々
の
行
動
に
宗
派
が
強

制
力
を
も
つ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
、
脳
死

・
臓
器

移
植

の
問
題
に
対
し
て
も
、
賛
成
意
見
の
論
理
や
反
対
意
見

の
論
理
、

さ
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
観
点
を
示
す
の
が
大
事
で
あ
っ
て
、

決
し
て

「こ
う
し
な
さ
い
」
と
が

「
こ
う
す
る
べ
き
で
す
」
な
ど
と
宗

派
が
強
制
す
る
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

大
き
く
賛
成
に
傾
い
た
意
見
や
反
対
に
近

い
意
見
で
注
意
を
喚
起
さ
せ

る
意
見
な
ど
が
あ
る
も
の
の
最
終
的
に
は
個
人

の
自
己
決
定
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(四

)
真

宗
大
谷
派

の
場
合

こ
の
宗

派
だ
け
が
、
臓
器
移
植
法
成
立
後
に
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い

る
。
そ
れ
に
注
目
し
な
が
ら
、
動
向
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
法
成
立
前
に
は
法
案
が
衆
議
院
を
通
過
し
た
時
点
で

人
々
の
中
に
あ
る
様
々
な
医
療
不
信
や
脳
死
の
判
定
に
対
す
る
危
惧
が
払
拭

さ
れ
な
い
ま
ま
に
強
引
に
脳
死
と
い
う
状
態
に
あ
る
人
を
死
ん
で
い
る
者
と

し
て
し
ま
う
脳
死
:
個
体
死
と
す
る
法
案
に
は
、
全
く
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
(中

略
)
こ
の
法
案
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
遺
憾
の
意
を
表
す
る
と
と

も
に
、
も
う
一
度
臓
器
移
植
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
我
々
一
人
ひ
と
り

の
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
根
本
か
ら
問
い
か
け
ら
れ
た
問
題
と
し
て
、
充
分

　
　
　

に
論
議
さ
れ
る
場

が
確
保

さ
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

と

強

い
調

子

で
反

対

を
唱

え

て

い
た
。

今

回

コ
メ

ン
ト

が

出

さ

れ

た

の

は
、

一
九
九
七
年
に
法
律
が
制
定
さ
れ
、
今
年

三
月
に
初
め
て
の
脳
死

臓
器
移
植
が
高
知
赤
十
字
病
院
と
大
阪
大
学
病
院
な
ど
と
の
問

で
行
わ

れ
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
コ
メ
ン
ト
の
中

で
二
年
前
に
法
案
可
決
に
反
対
し
た
経
緯
を
述

べ
、
「脳
死
判
定
の
過
程
で
無
呼
吸
テ
ス
ト
が
脳
波
検
査
よ
り
先
に
行

わ
れ
る
な
ど
手
続
き
に
ミ
ス
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
脳
死
患
者

の
家
族
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
い
う
問
題
が
論
議
さ
れ
と
い
る
こ
と
」
な
ど

を
挙
げ
て
脳
死
臓
器
移
植
と
い
う
医
療
そ
の
も

の
が
必
要
以
上
に
美
化

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
い
の
ち
の
尊
厳
を
見
失
わ
せ
る
危

険
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
の
二
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
反
面
、

今
回
の
脳
死
臓
器
移
植
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
あ
ら
た
め
て
生
と
死
の

意
味
を
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の
尊
い
縁
を
と
お
し
て
、
広
く
こ
の
問
題

が
論
議
さ
れ
、
私
た
ち
の
間
に

「い
の
ち
の
尊
厳
」
「生
死
」
の
豊
か
な
意
味

　
　
　

が
回
復
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

と
い
い
、
こ
の
移
植
実
施
が

「尊

い
縁
」
だ
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
、
強
硬
な
反
対
姿
勢
は
影
を
潜
め
た
と
言
え
る
。

こ
こ
で
も
、
宗
派
と
し
て
は
危
惧
や
懸
念
は
払
拭
で
き
な
い
が
、
自

己
決
定
で
行
う
に
あ
た
り
、
多
く
の
問
題
を
通

し
て
よ
く
議
論
し
吟
味

し
た
上
で
あ
れ
ぼ
自
己
決
定
が
望
ま
し
い
と
認
め
て
い
る
こ
と
に

つ
な

が
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
仏
教
界
各
宗
派
の
脳
死

・
臓
器
移
植
問
題

の
現
在
に
注
目
し
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仏
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八

て
報
告
し

て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
法
律
制
定
前
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
宗

派
間
の
ぼ
ら

つ
き
は
影
を
潜
め
、
脳
死
問
題
に
い
く

つ
か
の
考
え
る
視

座
を
与
え
は
す
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
先
は
自
己
決
定
に
委
ね
る
と
い

う
風
に
ど

の
宗
派
と
も
足
並
み
が
自
然
に
揃
っ
て
き
た
と
い
え
、
つ
ま

り
、
そ
こ
が
宗
教

(特
に
仏
教
)

の
倫
理
と

の
関
係

に
お
け
る
限
界
で

は
な
い
だ

ろ
う
か
。

三
、

仏
教
教
理
上

の
倫

理

で
は
、
仏
教

の
教
理
の
上
で
倫
理
は
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
平
川
彰
博
士
は
、

「倫
理
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
の
経
典
に
は
用
い
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。

原
始
仏
教
の
経
典
や
律
蔵
、
大
乗
経
典
な
ど
を
注
意
し
て
見
て
い
る
が
、
「倫

　む

理
」
と

い
う
訳
語

は
見
当
た
ら
な

い
。

と
仏

教

で
倫

理

と

い
う
用

語

こ
そ

は
見

ら

れ

な

い
と
指

摘

す

る
も

の

の
、

仏
教

の
用
語

に
第

一
義
諦

と
世
俗
諦

が
あ

る
。

二
諦

は
大
乗
仏
教

で
は
重
要

な
思
想

で
あ

る
。

そ
し
て
第

一
義
諦

が
重
要

で
あ

る

こ
と
は

い
う
ま

で
も
な

い
が
、

し
か
し

そ
れ
だ

か
ら
世
俗
諦

は
方
便

で
あ
り
、

ど
う

で
も
よ

い
も

の

で
あ

る
と

い
う

の
で
は
な
い
。
世
俗
諦

も
第

一
義

諦
と
同
様

に
重
要

で
あ
る
。

人
間

は
た

と

い
悟

っ
た
と
し

て
も
、
世
間

の
中

に
住
す

る

の
で
あ
る
。
仏

陀

と

い
え
ど

も
、

世
間
を
捨

て
て
別

の
住
処

が
あ

っ
た

の
で
は
な

い
。
出

世
間

は
世

間
を
離

れ
な

い
出

世
間

で
あ
る
。

し
か
も
世
間

に
住

し
な
が
ら
、
倫

理

　　
　

を
破

り
、
倫
理
を
捨

て
て
住
し
う
る
も

の
で
は
な

い
。

と

い

っ
て
、

二
諦

に

よ

っ
て
倫

理

の
関

係

に
迫

る

こ
と

が

で
き

る

よ

う

に
指

摘

し

て

い
る

。

そ

こ

で
二
諦

を
概

観

す

る
。

『中

論

』

に

は

世
俗
諦
は

一
切
の
法
性
は
空
な
れ
ど
も
、
世
間
は
顛
倒
す
る
が
故
に
虚
妄
の
法
を
生

ず
。
世
間
に
於

い
て
は
是
れ
実
な
り
。
諸
賢
聖
は
真
に
顛
倒
の
聖
を
知
る
が
故
に

一
切

法
の
皆
空
に
し
て
無
生
な
る
を
知
る
。聖
人
に
於
い
て
は
是
の
第

一
義
諦
を
名
づ
け
て

　
ね
　

実
と
為
す
。

と

い

い
、

こ

の
世

の
な

い
を
世

俗

諦

と

し
、

本

来

の
空

に
通

達

し

て

い

な

い
。

こ
れ

に
通

達

し

た

ら

一
切

は
空

だ

と

了
解

す

る
。

こ

の
聖

な

る

見

方

を

第

一
義

諦

と

い
う

。

た

だ

し
、

世

俗

、

第

一
義

と

も

に
実

で
あ

る
と

す

る
点

が

注

目

さ

れ

る
。

ま

た

『
大

乗
義

章

』

に

は

、

世
諦
は
ま
た
俗
諦
と
名
つ
く
。
世
の
名
は
時
の
為
な
り
。
事
相
の
諸
法

の
生
滅
に
は
時

在
り
。
時
に
就
い
て
法
を
弁
ず
。
故
に
世
諦
と
云
う
。
若
し
爾
ら
ば
無
為
非
生
滅

の
法

　ま

は
応
に
世
諦
に
非
ず
。

と

い

い
、

ま

た

若

し
縁
起

に

つ
い
て
以

っ
て
二
を
明

か
さ
ば

、
清

浄

の
法
界
、
如
来
蔵

体

の

縁
起

し
て
、
生

死
涅
藥
を
造
作
す
。
真
性

の
自

体
説

い
て
真
諦

と
為

し
、
縁

　ご

起

の
用
判

じ
て
世
諦
と
為
す
。

と

い
う

文

が
あ

る
。

以
上

、

二
諦

に

も

大

き

く

四
種

ほ

ど

の
意

味

の
ち

が

い
や
変

化

が

あ

る
と

い
え

、

こ
れ

を

整

理

す

る

と

(
一
)
世
俗
諦
は
顛
倒
し
た
も

の
の
見
方

で
虚
妄
を

つ
く

り
あ
げ

る
。
第

一
義

諦
は
世
俗

の
顛

倒
を
知
り
、
皆

空
を
知

る
聖
な

る
も

の
の
見
方
を

い
う
。
妄
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な
る
世
諦

・
聖
な
る
真
諦
が
対
峙
す

る
。

(二
)
世
俗

の
言
説
行
為

に
よ

っ
て
、
、真
諦

の
涅
藥

に
至

る
と
い
う
。
方
便

の

世
諦

・
真
実

の
真
諦
が
対
峙
す

る
。

(三
)
時
間
の
経
過

に
伴
う
事
象

の
変
化

を
世
俗

と

い
い
、
時
間

の
超
過
と
絶

対
常
住
な
る
を
真
諦
と
す
る
。生
滅

の
世
諦
と
非
生
滅

の
真
諦
が
対
峙
す

る
。

(
四
)
如
来
蔵

の
法
体
を
真
諦
と

し
て
、
縁
起

の
は
た
ら
き
を
世
諦
と
す

る
。

真
如

の
体

で
あ

る
真
諦

と
真
如

の
用

で
あ

る
世
諦

が
対
峙
す

る
。

こ

れ

ら

に

よ

る
内

容

を
表

に

す

る
と

、

俗
諦
:
虚
妄

・
生

滅

・
無
常

・
縁
起

の
用

・
事
相

真
諦
:
皆
空

・
非
生
滅

・
常
住

・
空
性

の
体

・
理
性

と

い
う

関

係

に
な

る
。

し

か

し
、

こ

の

よ
う

な

世

諦

と

真

諦

と

い
う

二

つ

の
対

立

概
念

と

し

て
捉

え

る
も

の

の
、

こ

の

四
種

の
対

立

概

念

の

一
方

に

は
必
ず

と

も

に

真

実

で
あ

る
と

融

和

す

る
考

え

が

あ

り

、

こ

の

こ
と

が
と

て
も
重

要

な

示

唆

を

含

ん

で

い
る

。

つ
ま

り

対

立

概

念

と

融

和
概

念

の
重

層
構

造

を

も

つ
も

の
が

二
諦

論

の
生

命

と

い
う

べ
き

も

の

で
あ

ろ
う
。

こ

の

二
諦

論

が
、

三
論

や

天

台

で

は

さ

ら

に

発

展

す

る

。

『
三
論

玄

義

』

で

は

二
諦

は
是
れ
中
道
な
り
。
既

に
二
諦

を
以

っ
て
宗

と
為
す
。
即

ち
是
れ
中

道

を
宗

と
為
す
。
然

る
所
以

は
還

っ
て

二
諦

に
就

い
て
は
以

っ
て
中
道

を
明
か

お
　

す

が
故

に
。
世
諦
中
道
、
真
諦
中
道

、
非
真
非
俗
中
道
有
り
。

と

い

い
、
非

真

非

俗

の
中

道

を

正

義

づ

け

て
、

三
重

構

造

を

示

し

て

い

る
。

こ

れ

が
天

台

の

『法

華

玄

義

』

に
な

る
と

言
う
所

の
七
種

の
二
諦
と

は
。

一
は
実
有
を
俗

と
為

し
、
実
有

の
滅
を
真

と

為
す
。

(中
略
)
七

は
幻
有
、
幻
有

に
即
す
る
空

を
皆
俗

と
為

し
、

一
切
法
有

　あ
　

に
趣
き
空
に
趣
き
不
有
不
空
に
趣
く
を
真
と
為
す
。

と
い
い
、
世
諦
も
実
有
◇
幻
有
・▽
幻
有
、
幻
有

即
空
と
三
重
に
、
真
諦

も
実
有
滅
・▽
幻
有
・▽
不
有
不
空

へ
と
重
層
を
重
ね
、
全
体
と
し
て
七
種

の
二
諦
を
説
き
明
か
し
て
い
る
。

た
だ
、
い
か
な
る
二
諦
分
別

で
あ
っ
て
も
、
縁
起

の
世
界
で
あ
る
こ

の
世
の
現
象
と
有

・
空

・
非
有
非
空
の
交
錯

の
中
で
捉
え
ら
れ
る
悟
り

の
世
界
が
い
つ
も
二
諦
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

と
す
る
と
、
現
実
の
世
界
で
あ
る
世
諦
を
通
し

て
、
悟
り
の
世
界
で
あ

る
真
諦
を
体
得
し
よ
う
と
い
う
求
道

の
精
神
を
二
諦
か
ら
見
た
仏
教
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
反
面
、
悟
り

の
世
界

で
あ
る
真
体
を

ど
う
現
実

の
世
界

で
あ
る
世
諦
に
関
連
づ
け
、
現
世
に
お
い
て
ど
う
い

う
生
き
方
を
望
む
の
か
が
も
う

一
つ
の
二
諦
か
ら
見
た
仏
教
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
悟
り
の
世
界
で
あ
る
真
諦
を
ど
う
現
実
の
世
界
で
あ
る

世
諦
に
関
連
づ
け
、
現
世
に
お
い
て
ど
う
い
う
生
き
方
を
望
む
の
か
が

も
う

一
つ
の
二
諦
か
ら
見
た
仏
教
で
あ
る
と
見

て
く
る
と
、
理
性

で
あ

り
皆
空
で
あ
る
真
諦
を
現
世

に
お
い
て
ど
う
表
現
し
て
い
く
か
が
問
題
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仏
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五
〇

と
な
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
観
点
で
第
二
項

で
述

べ
た
脳
死

・
臓
器
移

植
問
題

の
宗
派
見
解
を
分
析
し
て
み
る
と
、
兎
角

一
方
的
な
意
見

の
押

し
つ
け
を
行
い
、
斯
く
斯
く
然
々
の
思
い
を
持
ち
、
斯
く
斯
く
然
々
の

行
動
を
せ
よ
と
い
っ
た
強
制
力
を
も
っ
た
姿
勢
は
皆
空
の
原
理
原
則
か

ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
、
法
案
成
立

前
に
出
さ
れ
た
各
宗
派
の
見
解
か
ら
今
日
の
現
状
を
見
た
時
に
、
一
見
、

進
展
が
な

い
よ
う
に
見
え
た
り
、主
張
が
後
退
し
た
よ
う
に
思
え
た
り
、

自
己
の
判
断
に
任
せ
て
宗
派
と
し
て
の
指
導
性
が
欠
如
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
た
り
し
た
現
状
が
二
諦
論
を
通
し
て
見
た
仏
教

の
教
え
が

生
活
実
践

に
関
わ
る
あ
り
方
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
も
知
れ
な
い

と
考
え
る
。

1

『
聖
書

・
新
改
訳
』

日
本
聖
書

刊
行
会
出

エ
ジ
プ
ト
記

二
〇
-

三
～

一
七

2

壬
生
台
舜
編

『仏
教

の
倫

理
思
想
と
そ

の
展
開
』

(大
蔵
出
版
)

P

一

3

『
比
叡
山
時
報
』

一
九

九
六
年
三
月
八
日
付
及
び

「日
蓮
宗
勧
学
院

答
申

書
」

(
一
九
九

四
年
八

月
三

一
日
付
)

に
よ
る

4

浄
土
宗
総
合
研
究
所

「脳
死

・
臓
器
移
植
問
題

に
対
す

る
報
告
」

(
一
九

九
二
年

九
月
)

5

『
現
代

に
お
け

る

「
い
の
ち
」

の
問
題
＼脳
死

・
臓
器
移
植

に
関

す
る
見

解
』

(
一
九
九

二
年

二
月

・
浄

土
真
宗
教
学
研
究
所
)

6

施
本

『
共

に
あ

ゆ
む
』

四
二
号

P
三

7

施
本

『
共

に
あ

ゆ
む
』

四
二
号

P

一
〇

8

「臓
器
移
植
法
案

の
衆
議
院
可
決

に
対
す

る
声

明
」

(
一
九
九
七
年

四
月

二
五

日
付
)

9

「初

め
て
の
脳
死
臓
器
移
植

に

つ
い
て
の
見
解
」
(
一
九
九
九
年

三
月
付

)

10

壬
生
台
舜
編

『仏
教

の
倫
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