
空

海

の

六

大

思

想

村

上

保

壽

序

問

題

の
所
在

と
方

法

真
言
密
教

の
根
本
的
教
義
が

「即
身
成
仏
」
に
あ
る
こ
と
は
、

一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
即
身
成
仏
思
想
が
真
言

密
教
の
み
の
思
想
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
思
想
に
真
言
密
教
の
本
質
が
明
僚
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る

理
由
は
、
ど
こ
に
も
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
即
身
成
仏
思
想
に
真
言
密
教

の
思
想
的
本
質
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
空
海
の

『
即
身
成
仏
義
』

で
語
ら
れ
る
思
想
に
空

海

の
密
教
理
解
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
決
し
て
間
違

っ
た
理
解
で
は
な

い
と
言
え
よ
う
。

『
即
身
成
仏
義
』

の
思
想
的
内
容
は
、
「
即
身
成
仏
頒
」
と
言
わ
れ
る
二
頬
八
句
の
順
文
と
そ
の
注
解
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頬
文

と
注
解
の
詳
細
な
意
味
内
容

の
読
み
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ

え
て
こ
こ
で
同
様
の
作

業
を
重
ね
る
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、

い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
解
説
書
等
を
読
ん
で
も
、
ど
う
し
て
も
氷
解
し
な
い
疑
問
が
残
る
こ
と

空

海

の

六

大

思

想
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で
あ
る
。
そ
の
疑
問
と
い
う
の
は
、
即
身
成
仏
思
想
が

二
頬
八
句
の
順
文
に
明
か
ざ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、

そ
も

そ
も
冒
頭
の
「
六
大
無

(1
)

碍
に
し
て
常
に
楡
伽
な
り
」
と
い
う
六
大
概
念

の

「
六
大
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
が
理
解
し
か
ね
る
こ
と
で
あ

る
。
「
何
故
、
六
大
な
の

か
」
。
つ
ま
り
、空
海
は
即
身
成
仏
を
語
る
と
き
、
何
故
、
「
六
大
」
と
い
う
概
念
を
必
要
と
し
た
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で

「
何
故
」
と
い
う
問
い
は
、
「
六
大
」
の
直
接
的
な
意
味
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
に
、

六
大

(2
)

説
自
体
は
必
ず
し
も
密
教
独
自
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
即
身
成
仏
順
」が
宥
快
を
は
じ
め
多
く

の
研
究
者
の
認
め
て
い

(3
)

る
よ
う
に
、
空
海
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
当
然
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

「
六
大
」
の
思
想
も

ま
た
空
海
独
自
の
も
の

(4
)

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
正
当
な
理
解
で
あ
る
。

従

っ
て
、
「
六
大
」
と
そ
の
思
想
に
空
海
の
密
教
理
解
の
本
質
が
匿
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
間
違

っ
た
理
解

で
は
な
い
。
「
何
故
」と
は
、
そ
の
匿
さ
れ
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
意
味
を
求
め
る
問
い
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ
の
問
い
は
、

空
海

の
密
教
理
解
の
独
自
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
哲
学
的
な
接
近
の
仕
方
で
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
の
方
法
と
は
、
「
即
身
成
仏
順
」
の
「
六
大
」
を

(5
)

概
念
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
主
体
と
客
体

の
問
題
に
置
き
か
え
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
を
と
り
出

す
こ
と
で
あ
る
。

一

六
大
概

念

と

「
智

」

の
主
客
問

題

(
6
)

空
海
は
「
即
身
成
仏
頒
L
の
注
解

で
、
「
六
大
と
は
五
大
と
及
び
識
と
な
り
。
」
と
述
べ
て
、
「
六
大
」
の
も

つ
意
味
を
『
大
日
経
』
具
縁

(7
)

品

か
ら

の
引

用

に

よ

っ
て
解

明

し

て

い
る
。

そ

し

て
、

「
六

大
」
の
注
解

の
終

り

の
方

で
、

こ

の

五
大

(
地
、
水
、

火
、

風
、
空
)
に

つ
い

て
、

次

の

よ
う

に
語

っ
て

い

る
。
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(8
)

「も
ろ
も
ろ
の
顕
教
の
中
に
は
、
四
大
等
を
も

っ
て
非
情
と
な
す
。
密
教
に
は
す
な
わ
ち
こ
れ
を
説
い
て
如
来

の
三
摩
耶
身
と
な
す
。
」

こ
こ
で
空
海
の
把
捉
し
て
い
る
四
大
、
五
大
あ
る
い
は
六
大
は
、
顕
教
の
四
大
等
と
ま

っ
た
く
異
な
る
概
念
な

の
で
あ
る
。
顕
教
の
四

大
等
が
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
空
海
の

「
六
大
」
は
、
如
来
の
三
摩
耶
身
す
な
わ
ち
如
来
の
象
徴

で
あ
る
。

こ
の
「
六
大
」

に
つ
い
て
の
理
解
は
、
そ
れ
故
に
、
顕
教
と
は
根
本
的
に
違

っ
た
世
界
観
を
前
提
に
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
空
海
に
と

っ
て
密
教

は
、
本
質
的
に
顕
教
と
は
ま
っ
た
く
異
な

っ
た
世
界
観
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
界
観
の
問
題
と
は
、
い
わ
ば
、
世
界
と
世
界
の
真
相
を
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
把
え
る
か
と
い
う

「
智
」

の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
世
界
観
の
問
題
を
顕
教
と
密
教
に
お
け
る
「
智
」
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
六
大
概
念
の
枠
づ
け
を
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
顕
教
に
お
け
る

「
智
」
の
問
題
か
ら
識

(心
)
と
五
大
の
関
係
を
簡
単
に
見
て
お
き
た

い
。

四
大
等
を
非
情
と
す
る
限
り
、
顕

教
に
お
い
て
世
界

(宇
宙
)
は
、

五
大
を
構
成
要
素
と
す
る
智
の
対
象
と
し
て
の
客
観
で
あ
る
。

世
界
は
、
客
観
的
存
在
世
界
と
し
て
主

観
の
前
に
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
客
観
的
存
在
世
界
の
真
理
を
形
而
上
学
的
に
認
識
す
る
「
智
」が
、

顕
教
の
「
一
切
智
」
の
意
味
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
世
界
の
真
相
が
空
で
あ
る
こ
と
、

一
切

の
存
在
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
無
で
あ
る
こ
と
を
「

知
る
こ
と
」
に
人
間
存

在
の
根
本
的
な
在
り
方
、

い
わ
ば
覚
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
知
る
こ
と
」
は
現
実
的
実
証
的
な
知
識
で

は
な
く
、
現
象
世
界
を
越
え
た
形
而
上
学
的
な
知
識
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

論
理
的
に
言
え
ば
、

こ
の

「
知
る
こ
と
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
客
観
世
界
に
つ
い
て
の
主
観
(識
)
の
形
而
上
学
的

な
認
識
作
用
で
あ
る
。

単
純
に
図
式
化
し
て
し
ま
う
と
、

顕
教
に
お
け
る
識
と
五
大

(存
在
世
界
)
の
関
係
は
、

主
観

・
智
と
客
観

・
対
象
世
界
の
認
識
関
係
に

要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

空
海
が
密
教
と
顕
教
と
は
異
な
る
と
言
う
と
き
、
識
と
五
大
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
決
し
て
主
観
と
客
観

の
認
識
関
係
に

空

海

の

六

大

思

想
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要
約
さ
れ
る
問
題
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
密
教
の
把
え
た
世
界

の
真
相
、
宇
宙
の
真
理
は
、
単
な
る
主
観
と
客
観
の
認
識
関
係
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
智
の
問
題
で

は
な
か
っ
た
。
空
海
に
と

っ
て
世
界

の
真
相
、
宇
宙
の
真
理
は
、
認
識
で
は
な
く
、
直
接
に
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
密
教
だ
け
が

こ
の
存
在
そ
の
も
の
の

「
智
」

(
=
一
切
智
々
)
を
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
智
の
問
題
に
お
い
て
、
『
大
日
経
』
と

『
金
剛
頂
経
』
と
で
は
い
さ
さ
か
趣
き
が
違
う
こ
と
に
、
空
海
は
気
が

つ
い
て

い
た
と
思
う
。
気
が
つ
い
た
か
ら
こ
そ
、
六
大
概
念
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
、
順
序
と
し
て

『大
日
経
』
と

『
金
剛
頂
経
』
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
、
簡
単
に
押
え
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

『大
日
経
』
住
心
品
は
、
世
界
の
永
遠
の
真
理
と
も
言
う
べ
き
、

一
切
智
々
」
を
明
か
す
菩
提
心
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
菩

(9
)

提
は
、

実
の
如
く
自
心
を
知
る
」
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
意
味
で
、
菩
提
と

一
切
智

々
は
「
知
自
心
」
の

問
題
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

一
切
智
々
は
、
世
界
の
真
相
が
戯
論
分
別
を
遠
離
し
た
空
、

不
生
不
滅
の
因
縁
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
絶
対
の
無
で
あ
る
こ
と
を

'

明
か
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、

一
切
の
論
理
性
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、

一
切
智
々
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

一
切

智

々

は
、
主
観
と
客
観
の
認
識
関
係
を
前
提
す
る
よ
う
な
論
理
的
認
識
知
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

言

い
換
れ
ば
、
菩
提
と

一
切
智
々
は
、

一
切
の
論
理
性
を
越
え
、
主
観
と
客
観
の
認
識
関
係
が
止
場
さ
れ
る
と

こ
ろ
に
明
か
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
実
存
す
る
も
の
と
し
て
の

「
わ
れ
」
と
「
世
界
」
の
存
在
、
す
な
わ
ち
主
体
と
客
体

の
区
別
が
消
減
す
る
こ

と
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
存
在
と
認
識
に
お
け
る
主

・
客
の
消
滅
す
る
と
こ
ろ
に
、
菩
提
と

一
切
智

々
が
明
か
さ
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
そ
れ
が

「如
実
知
自
心
」
の
意
味
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
自
心
に
菩
提
と

一
切
智
凌
を
求
め
る
に
し
て
も
、
伯
心
も
ま
た
虚
空
の
相
で
あ
る
。
自
心
が
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
心
を
知
る
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
確
定
的
な
本
質
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
心
を
規
定
す
る
こ
乏

で
は
な
く
、
本
質
規
定
を
否
定
す

る
展
開
の
中
に
心
を
置
き
続
け
る
こ
と
で
あ

る
。

も
し
も
確
定
的
な
本
質

(自
性
)
を
も
つ
も
の
と
し
て
心
を
規
定
し
た
と
し
た
ら
、

こ
の
心
は
無
自
性
で
は

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

心
が
絶
対
の
無

(阿
字
本
不
生
)
で
あ
り
続
け
る
為
に
は
、
心
は
自
己
の
何
か
で
あ
る
こ
と

(自
性
)
を
否
定
し
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

1
0

)

こ
の
心
の
在
り
方
が
、
『
大
日
経
』
で
説
か
れ
て
い
る

「
心
続
生
の
相
」
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
、
『大
日
経
』
が
主
観
と
客
観
、
主
体
と
客
体
の
関
係
を
止
場
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
完
全
に
止
揚
で
き
て
い
な
い
理
由

が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
菩
提
と

一
切
智
々
は
、
「
自
心
」が
無
自
性
隔
虚
空
の
相
で
あ
る
こ
と
を

「知
る
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る

か

ら

で

あ

る
。
た
し
か
に
、
戯
論
分
別
を
遠
離
し
、
主
体
と
客
体
の
関
係
を
離
れ
て
、
不
生
不
滅

の
因
縁
か
ち

「智
」
が
問

わ
れ
て
い

る

に

し

て

も
、

し
か
し
、
自
性
の
心
を
否
定
す
る
展
開
の
主
観
昌
主
体
と
し
て
の
心
、
「知
一
自
一

心
」
と
い
う

「
わ
れ
」
の
存
在
と
認

識

の
立

場

は
、
完
全
に
止
揚
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
密
教
に
お
け
る

『
大
日
経
』
の
限
界
が
あ
る
。
智
の
認
識
を
越
え
よ
う
と
し
な
が
ら
、
し
か
し

「
知
一
自
一
心
」
に
お
い
て
、

認
識
主
観
と
主
体

の
影
を
引
き
つ

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
『
大
日
経
』

の
心

(識
)
は
、
顕

教

の
識

(心
)
か
ら
完
全
に
離
れ
て
は
い
な
い
と
言
え
る
。
い
わ
ば
、
「
六
大
」
の
識
大

(心
大
)
に
は
な

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
六
大
思
想
を
.
 大
日
経
』

の
立
場
の
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
正
し
い
理
解
と

空

海

の

六

大

思

想
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(11
)

は
言

え

な

い
。

こ
れ

に

対

し

て
、

『
金

剛

頂

経

』
は

ど

う

で
あ

ろ
う

か
。

『
三
巻

教

王
経

』

(
不
空
訳
)

は
、

『
大

日

経

』
の
よ

う

な

意

味

の
「

智
」

の
展

開

に

つ
い

て
は

何

も

語

っ
て

い
な

い
。

そ

れ

は
、

「
智

」

(旨
般
若
の
智
)

の
現
象

(旨
方
便
)

と

し

て
、

世

界

の
認

識

で
は

な

く
宇

宙

す

な

わ

ち
存
在
そ
の
も
の
が
直
接
に
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

智
の
存
在
が
い
き
な
り
明
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
と
客
観
の
認
識
関
係
に
よ
ら
な
い
で
、
直
接
世
界

の
真
相
、
宇
宙
の
真
理

が
把
捉
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は
、
智
を
ど
の
よ
う
に

「
知
る
」
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
智
の

存
在
を
直
接

「
観
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
「
知
一
自
心
」
に
対
し
て
言
え
ば
、
さ
し
づ
め

「
観
一
自
心
」
す
な
わ

ち
宇
宙
で
あ
る
自
心
を
直
接
に
観
る
こ
と
と
で
も
言
え
る
。

そ
し
て
、
観
る
主
体
は
認
識
主
観
の
よ
う
な
意
識
で
は
な
い
。
直
接
に
世
界
の
真
相
を
観
る
と
い
う
意
味
で
、

こ
の
主
体
は
存
在
す
る

も
の
と
し
て
の
主
体
と
客
体
の
関
係
を
離
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
存
在
を
主
体
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

現
実
に
智
の
世
界
を
観
て
い
る
の
は
、
真
言
行
者
で
あ
る
。
し
か
し
行
者
は
、
智
の
世
界
の
外
に
立

っ
て
、
か

つ
対
し
て
、
智
の
存
在

を
観
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

智
の
世
界

(宇
宙
)
と
同
化
し
て
い
る
行
者
、
宇
宙
で
あ
る
行
者
、

い
わ
ば
主
体
=
客
体
存
在
が
観
て
い

る
の
で
あ
る
。

智
の
存
在

(現
象
)
を
観
て
い
る
行
者
は
、

ま
さ
に
一
こ
こ
に
一
存
在
す
る
現
象
と
し
て
は
、
身
体
」

で
あ
る
。

存
在
が
存
在
を
直
接

に
観
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
と
き
行
者
は
、
意
識
一
存
在
で
は
な
く
、
身
体
一
存
在
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
身
体
と
言

っ
て
も
、
物
質
的
意
味
の
身
体
で
も
、
精
神
に
対
立
す
る
意
味
の
身
体
で
も
な
い
。
他
に
適
当
な
こ
と
ば
が
あ

れ
ば
、

そ
れ
を
使

っ
た
方
が
よ
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、

定
義
す
る
な
ら
ば
、

心
で
あ
る
身
、
精
神
で
あ
る
身
体
す
な
わ
ち
主
体
=
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客
体
存
在

の
意
味

で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

こ
こ
に
存
在
す
る
宇
宙

(世
界
)
で
あ
る
身
体
が
、

宇
宙
を
宇
宙
と
共
に
観
て
い
る
の
で
あ
る
。

決
し
て
識

(心
)
が
宇

宙
を
客
観

(対
象
)
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宇
宙
は
身
体
に
お
い
て
直
接
に
観
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
身
体

の
直
接
性
に
お
い
て
、
心
と
身
と
宇
宙

(世
界
)
が
主
体
と
客
体

の
関
係
と

一
切
の
論
理
性
を
越
え
た
「

一
」
(
無
碍
)
な
る

存
在
と
し
て
存
在
す
る
智
の
世
界
が
、
『
金
剛
頂
経
』
の
世
界
で
あ
る
。
「
四
大
等
、
心
大
を
離
れ
ず
、

心
色
異
な
る
と
い

へ
ど
も
、

そ
の
性

(
12
)

す
な
わ
ち
同
な
り
。
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
金
剛
頂
経
』
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
身
体

の
直
接
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
可

能
な
世
界
で
あ
る
。

こ
の
身
体

の
直
接
性
に
存
在
す
る

「観
る
こ
と
」
が
楡
伽
で
あ
る
。

楡
伽
に
お
い
て
、

世
界

(宇
宙
)
は
認
識

の
対
象
で
あ
る
こ
と
を

や
め
、
行
者
と
宇
宙
は

二
」

な
る
主
体
目
客
体
存
在
、
宇
宙
そ
の
も
の
と
化
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
身
体

の
直
接
性
に
お
い
て

「智
」

(
一般
若
の
智
)
の
存
在
を
把
捉
す
る

(観
る
)
こ
と
は
、

一
切

の
論
理
と
論
理
的
認
識

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
か
る
論
理
性

の
消
滅
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
直
接
性
に
お
い
て
宇
宙
の
真
理
、
存
在
そ
の

も
の
の
投
映
と
し
て
、
智
が
現
象
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、

一
体
わ
れ
わ
れ
は
、
論
理
的
認
識
を
離
れ
て
智
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
真
理
を
客
観
に
つ
い
て
の
知
識
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
論
理
的
認
識
を
離
れ
て
も
、
智
が
身
体

の
直
接
性
に
お
い
て
こ
の
身
に
現
象
す
る
な
ら
ば
、
世
界

の
永
遠

の
真
相
、
宇
宙
の
真
理
を
自
ら
の
も
の
と
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

喩
伽
は
、
か
か
る
可
能
性
の
時
間
と
空
間
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
顕
教
と
密
教
に
お
け
る

「智
」
の
主

・
客

の
問
題
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
た
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
六
大
概
念
に
関
し
て
次
の
二

空

海

の

六

大

思

想
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つ
の
問
題
点
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
『大
日
経
』
と
『
金
剛
頂
経
』
の
違
い
に
六
大
概
念
が
ど
の
よ
う
に

関
わ

っ
て
く
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
は
、
論
理
的
認
識
を
離
れ
て
、
身
体

の
直
接
性
に
お
い
て
世
界
の
真
相
、
宇
宙
の
真
理
を
自
ら
の
も
の
と
し
う
る
と
し
た
ら
、
そ

の
こ
と
が

六
大
概
念
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
ま
た
空
海
が
六
大
概
念
に
よ
っ
て
自
己
の
密
教
を
ど
の
よ
う
に
組

み
立
て
て
い
る
か
を
明
ら

か
に
し
て
・み
る
こ
と
で
あ
る
。

二

六
大

概
念

の
意

味

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も

「
六
大
」
は
、
論
理
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き

こ
と
ば
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
限
り
、
「
六
大
」
を
概
念
化
し
て
把
え
る
こ
と
は
、
実
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
「
六
大
」
を

把
捉
理
解
し
、
そ
こ
に
空
海
の
密
教
理
解
の
本
質
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

や
む
な
く
概
念
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
六
大
能
生
」
「に
つ
い
て
、
「
能
所
の
二
生
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
都
て
能
所
を
絶
せ
り
。

(略
)
能
所
等

の
名
は
み
な
こ
れ

(13
)

密
号
な
り
。
」
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
六
大
」
は
能
生
で
あ
る
と
概
念
規
定
し
て
し
ま

っ
て
は
、
理
,
 
解
を
誤
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
本
当
は
、
能
生
も
所
生
も
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
立

っ
て
、
「
六
大
能
生
」
の
意
味
を
把
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言

っ
て
い
る
の

(
14

)

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
六
大
概
念
自
体
が
密
教
的
世
界
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
六
大
」
は
、
五
大
に
識
大

(心
大
)
を
加
え
た
も
め
で
あ
る
。
仮
に
顕
教
の
四
大
、
五
大
の
概
念
と
同
じ
意
味
に
と
れ
ば
、
「
六
大
」

は
「宇
宙
の
,
 
根
本
的
な
構
成
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

宇
宙
を
単
純
な
構
成
要
素

(元
素
)
に
還
元
し
て
把
捉
す

る
思
想
は
、

タ
レ
ス
の
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水
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
火
、

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
地
、
水
、
火
、

風
の
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
も
あ
る
思
想
で
、
こ
と
さ
ら
に
特

殊
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
思
想
態
度
は
、
人
間
が
宇
宙
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
把
捉
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
終
的
に
は
、

こ
の
態
度
は
人
闘
と

自
然
を
連
続
、
同
質
的
親
縁
関
係
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
東
洋
の
思
想
態
度
に
も
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。

、
と
こ
ろ
で
こ
の
思
考
は
、
他
方
で
宇
宙
を
い
か
に
正
し
く
認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
結
す
る
。
そ
れ
は
、
主
観
と
客
観
の
関
係
に

お
け
る
主
観

(人
間
)
の
真
理
認
識
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

仮
に

「
六
大
」
を
宇
宙
の
構
成
要
素
と
考
え

る
な
ら
ば
、
「
六
大
」
は

主
観
と
客
観
の
認
識
関
係
に
還
元
さ
れ
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
密
教
の

「
一
」
な
る
主
体
一
客
体
世
界
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
六
大
概
念

の
理
解
は
、
空
海
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
か

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
顕
教
が
四
大
等
を
物
質
的
な
宇
宙
の
構
成
要
素
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
密
教

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は

如
来
の
三
摩
耶
身
す
な
わ
ち
宇
宙
の
象
徴
で
あ
る
と
空
海
は
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
宇
宙
の
本
体
を

「
六
大
」
に
よ
っ
て
象
徴
的

に
把
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
空
海
の
意
図
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
、
「
六
大
」
に
は
宇
宙
の
構
成
要
素
と
い
う
意
味
も
、

ま
し
て
や
物
質
的
な
い
か
な
る
意
味
も
決
し
て
存

し
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
空
海
の
「
六
大
」

は
、
四
大
、

五
大
等
を
非
情
と
見
る
顕
教
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
意
味
を
異
に
す
る
概
念
で
あ

つ
た
。
(
15)

そ
れ
で
は
、
「
六
大
」
が
如
来
の
三
摩
耶
身
、
如
来
の
象
徴
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
如
来

の
象
微
と
は
、

い
わ
ば
世

界

の
永
遠
の
真
相
で
あ
る

一
切
智
々
の
象
徴
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
「
六
大
」

は
、

一
切
智
々
の
意
味
で
あ
る
阿
字
本
不
生
を
多
面

的
立
体
的
に
現
前
さ
せ
る
表
現
的
概
念
で
あ
る
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

空

海

の

六

大

患

想
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そ
れ
故
に
、
「
六
大
」
を
地
、
水
、
火
、
風
、
空
、
識
に
開
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
宇
宙
の
真
理
、
阿
字
本
不
生
が
六
つ
の
根
元
的
な

も
の
、
本
質
的
な
意
味
に
類
型
化
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
語

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
六
大
」
を
そ
の

一
々
に
分
析
し
て
問
題

に

す
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
無
意
味
な
作
業
で
あ
る
。
「
六
大
」
は
、
宇
宙
の
真
理
を
分
析
的
に
把
捉
す
る
為
の
概
念
で
は
な
い
。
実
存
す
る
人
間

(16
)

と
宇
宙
の
存
在
を

「
一
し
な
る
主
体
日
客
体
世
界
と
し
て
総
合
的
に
把
え
る
全
体
的
概
念
な
の
で
あ
る
。

全
体
的
概
念
で
あ
る
が
故
に
、
「
六
大
」
は
宇
宙
の
真
理
、
阿
字
本
不
生
の
象
微
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
分
析
的
概
念
で
あ

っ
て
は
、

結
局
は
、
「
六
大
」
は
宇
宙
の
構
成
要
素
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
絶
対
の
無
で
あ
る
阿
字
本
不
生
が
分
析
的
に
認
識
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
六
大
」
は
識
大
を
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
。

こ
の
識
大
を
加
え
た
こ
と
が
、

四
大
、

五
大
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
仮
に
識
大
を
加
え
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
な
が
ら
、
識

(心
)
も
ま
た
宇
宙
の
本
体
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

六
大
概
念
の
理
解
の
為
に
、
五
大
を
「
六
大
」
と
同
じ
概
念
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。

つ
ま
り
、
宇
宙
の
本
質
を

「
六
大
」
で
は
な
く
五

大
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
と
き
主
体
と
客
体

(
つ
ま
り
実
存
す
る

「わ
れ
」
と

「世
界
」
の
存
在
)
が
「

一
」

(無
碍
)
で
あ

る
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
。

論
理
的
に
言
う
と
、
主
体
で
あ
る
識

(心
)
の
な
い
五
大
は
ど
こ
ま
で
も
客
体
で
あ

っ
て
、

ど
跡
時
に
主
体
と
な
り
え
な
い
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
ま
た
い
か
に
如
来

の
象
徴
と
し
て
把
え
て
、
主
体

(わ
れ
)
が
同
時
に
客
体

(宇
宙
)
、
客
体
が
同
時
に
主
体
で
あ
る
と
観
念

し
た
と
こ
ろ
で
、
し
か
し
依
然
と
し
て
、
観
念
し
て
い
る
識

(心
)
は
、
観
念

の
外
に
存
在
し
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
識
大

(心
大
)
を
含
む
「
六
大
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
識
大

(心
大
)
は
、
客
体
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(宇
宙
)
の
外
に
存
在
す
る
主
体

(わ
れ
)
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
識
大

(心
大
)
が
客
観

(
対
象
)
を
認
識
す
る
主
観

で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

識
は
識
大
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

他
者

(客
体
)
を
前
提
す
る
自
我
や
自
己
意
識
の
よ
う
な
主
体

性
の
意
味
を
失

い
、
客

体
自
体
い
わ
ば
宇
宙
そ
の
も
の

(本
体
)
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
主
体
一
客
体
世
界
、
「
六
大
無
碍
」

の
世
界
が
は
じ
め
て
成
立

(17
)

す
る
。
そ
し
て
、
「
真
言
者
は
心
大
な
り
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
世
界
は
真
言
行
者
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
前
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
真
言
行
者
に
お
い
て
主
体
と
客
体
の
区
別
は
消
滅
し
て
宇
宙
そ
の
も

の
が
現
前
し
、
宇
宙
が
行
者

で
あ
り
、
行
者
が
宇
宙

で
あ
る
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
世
界
の
永
遠
の
真
相
で
あ
る

一
切
智

々
が
覚
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
識
大
を
加
え
た
六
大
概
念
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、
真
言
行
者
に
お
い
て
宇
宙
そ
の
も

の
と
な
る
覚
り
の
世
界

(成
仏
)
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
「
四
大
等
、

心
大
を
離
れ
ず
、
心
色
異
な
る
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
性
す
な
わ
ち
同
な
り
。
」
と
語

っ
て
い
た
よ
う
に
、
六

大
概
念
に
お
い
て
は
、
四
大
等
が
識
大

(心
大
)
の
外
に
ま

っ
た
く
無
関
係
な
客
観
的
存
在

(
一色
)
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
六
大
」
は
、
識
大
を
離
れ
て
五
大
の
存
在
を
、
あ
る
い
は
五
大
を
離
れ
て
心
大
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
体
的
概
念
で

あ
る
。

「
六
大
」

の
外
に
宇
宙

(世
界
)
は
な
い
。
「
六
大
能
生
」
で
あ
る
限
り
、

た
し
か
に
「
六
大
L
b
お
い
で
宇
宙
が
存
在
す
る
。
し
か

し
、
能
生
と
所
生
の
二
者
が
あ
る
と
言

っ
て
も
、
本
来
、

す
べ
て
そ
の
よ
う
な

「な
す
」

と

「な
さ
れ
る
」
と

の
対
立
を
離
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
創
造
者
「

六
大
」
か
ら
被
造
物
宇
宙
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宇
宙
の
外
に
「
六
大
」
も
ま
た
存
在
し
え
な
い
か
ら
で

空

海

の

六

大

思

想

-33-



密

教

文

化

あ
る
。

そ
れ
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
こ
と
か
ら

「
六
大
」
を
主
題
に
そ
っ
て
規
定
し
て
み
よ
う
。
主
体
と
客
体
の
問
題

で
言
え
ば
、
「智

す

な
わ

(18
)

ち
境
、
境
す
な
わ
ち
智
。
智
す
な
わ
ち
理
、
理
す
な
わ
ち
智
、
無
碍
自
在
な
り
。
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
六
大
概
念
を
も

っ
と
も
よ
く
説
明

し
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
「
六
大
」
に
お
い
て
は
、

主
観
で
あ
る
智
と
対
象

(客
観
)
で
あ
る
境
が
、

主
観

(行
者
)
の
智

と
宇
宙

の
真
理
で
あ
る
理

が
無
碍
自
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

何
も
認
識
論
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。

存
在
論
的
に
も
、

こ
の
こ
と
ば
か
ら

「
六
大
」
が
主
体
と
客
体
の
無
碍
自
在
で
あ
る
世
界
、
す
な
わ
ち
「

一
」
な
る
主
体
=
客
体
世
界
の
永
遠
の
真
相
、
阿
字
本
不
生
を
明
ら

か
に
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
六
大
概
念
に
よ
る
主

・
客
の
無
碍
自
在
で
あ
る
世
界
の
構
想
に
、
空
海
の
密
教
理
解
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。三

六
大
概

念

に
よ

る
密

教

理
解

以
上
の
よ
う
に

「
六
大
」
を
理
解
し
た
と
き
、
ま
ず
第

一
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち

『
大
日
経
』
と
『
金
剛
頂
経
』
と
の
違
い
を
ど
の
よ

う
に
扱
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る

一
つ
の
解
答
が
導
か
れ
る
。

『大
日
経
』
は
、
究
極
的
に
は
論
理
性
を
越
え
た
主
体
=
客
体
世
界
を
語
り
な
が
ら
、
し
か
し
智

の
認
識
主
観

の
立
場
を
完
全
に
止
揚

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

主
体
と
客
体
の
関
係
を
残
し
て
い
た
。
主
体
が
客
体
で
あ
り
、
客
体
が
主
体

で
あ
る
世
界
は
、
『
金
剛
頂
経
』
に
お

い
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
主

・
客
が

「
一
」
な
る
無
碍
自
在

の
世
界
が
現
前
し
う
る
為
に
は
、

世
界
を
認
識
対
象

(客
観
)
と
す
る
知
の
立
場
を
消
滅

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

認
識
の
立
場
を
越
え
て

一
切
智

々
、

阿
字
本
不
生
を
真
の
意
味
で
覚
る
こ
と
の

で
き
る
の
は
、

た
だ
世
界

(宇
宙
)
を
六
大
概
念
に
お
い
て
把
え
る
と
き
は
じ
め
て
可
能
で
あ

っ
た
。

空
海

の
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
大
日
経
』
の
阿
字
本
不
生
が
実
は

『
金
剛
頂
経
』
の
主
体
=
客
体
世
界
を
明
か
し
て
い
る

と
し
た
ら
、
金
胎
両
部
の
世
界
は
不
二
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
空
海
は

「
大
日
経
』

の
阿
字
本
不
生
か
ら
六
大
概
念
を
導
き
出
す
。

(19
)

「
我
、
本
不
生
を
覚
り
、
語
言
の
道
を
出
過
し
、
諸
過
解
脱
す
る
こ
と
を
得
。
因
縁
を
遠
離
せ
り
。
空
は
虚
空

に
等
し
と
知
る
。
」

(20
)

善
無
畏
の

『大
日
経
疏
』
に
よ
る
と
、

こ
の
偶
文
は
無
上
菩
提
の
内
容
を
説
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
菩
提
と
は

「如
実
知
自
心
し
の
自

心
が
本
不
生
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
字
本
不
生
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
そ
う
と
し
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
偶

文
は
、
菩
提
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
空
海
は
、

こ
の
偶
文
か
ら
六
大
概
念
を
引
き
出
す
。
す
な
わ
ち
、
本
不
生
に
地
大
を
、
出
過
語
言
道
に
水
大
を
、
諸
過
得
解
脱

に
火
大
を
、
遠
離
於
因
縁
に
風
大
を
、
知
空
等
虚
空
に
空
大
を
、
そ
し
て
我
覚
に
識
大
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。

(21
)

こ
れ
は
、
偶
文
の
全
体

の
意
味
か
ら
言
え
ば
、

か
な
り
強
引
と
も
言
え
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
字
本
不
生
の
真
の
意
味
が
単
な

る
認
識
の
問
題
で
は
な
く
、
宇
宙
の
真
理
そ
の
も
の
と
の
直
接
性
の
中
に

一
切
の
存
在
を
置
く
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

ど
う
あ

っ
て
も
こ
の
偶
文
に

「
六
大
」
を
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
空
海
の
偶
文
理
解
と
善
無
畏
の
理
解
と
は
、
そ
も
そ
も
根
本
的
に
そ
の
意
図
と
読

み
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
両
者
の
違
い
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
な
お
そ
こ
に
両
者
の

一
致
を
見
い
出
そ

空

海

の

六

大

思

想
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乃
と
す
る
よ
う
な
解
釈
は
、
か
え

っ
て
空
海
の
独
自
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
善
無
畏
と
の
違

い
を
こ
そ
強
調
す
べ
き
で

(2
2
)

あ
ろ
う
。

巳
か
く
し
て
、
主
体
で
あ
る

「
我
、
覚
る
」
を
客
体
で
も
あ
る
と
把
え
た
と
き
、
「
六
大
」
が
成
立
し
、
阿
字
本
不
生
は
主
体
に
よ
る
心
の

認
識
、
す
な
わ
ち
知
一
自
一
心
の
問
題
で
は
な
く
、
宇
宙

(世
界
)
そ
の
も
の
と
の

「
身
体

」
に
よ
る
直
接
的
交
渉
の
問
題
と
な
り
え
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
把
握
す
る
な
ら
ば
、
『
大
日
経
』
と

『
金
剛
頂
経
』
の
智

の
世
界
が
不
二
の
世
界
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従

っ

て
、
-六
大
概
念
を
前
提
に
し
な
い
で

『大
日
経
』
と

『
金
剛
頂
経
』
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
両
者
の
違
い
ば
か
り
が
目
に

つ
い
て
、
そ
こ

か
ら
金
胎
両
部
不
二
の
思
想
は
、
決
し
て
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

六
大
概
念
に

よ

っ
て
、

菩
提
と

一
切
智

々
を
認
識
の
問
題
か
ら
宇
宙

(存
在
世
界
)
そ
の
も

の
と
の
直
接
的
交
渉
の
問
題

へ
転
回
し
え

た
と
き
、
空
海

の
密
教
理
解
は
独
自
性
を
確
立
し
え
た
と
言

っ
て
よ
い
。

次
に
、
世
界
の
真
相
、
宇
宙
の
真
理
が
主
体
ほ
客
体
世
界
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
か
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

こ
の
主
体
一
客
体
世
界
の
可

能
性
が
第
二
の
問
題
点
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
大
概
念
の
明
か
す
世
界
は
、
行
者
自
身
が
六
大
の
世
界

・
宇
宙
で
あ
る
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「知
る
」
主
体

(存
在
)

の
消
滅
す
る
六
大
の
世
界
に
お
い
て
、
「
知
る
」
可
能
性
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
者
が
こ
の
世
界
を
把
捉
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、

そ
の
為
に
は
、

行
者
と
世
界

(宇
宙
)
と
の
間
に
何
ら
か
の
直
接
的
交
渉
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
。
こ
の
交
渉
が
喩
伽
で
あ
る
つ

こ
の
楡
伽
に
お
い
て
、
主
観
と
客
観
、
智
と
境
、
智
と
理
、
主
体
と
客
体
の
区
別
が
消
滅
し
、
行
者
と
宇
宙
が

一
体
化
し
溶
け
合
う
世
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界
、
す
な
わ
ち
「
六
大
無
碍
に
し
て
常
に
楡
伽
な
り
。
」
と
い
う
世
界
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
喩
伽
は
識

(心
)
に
よ
る
観
念
の
現
前
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
観
念
世
界
を
意
識
し
た
り
、
心
に
描

い
た
り
す
る
だ
け
の
作

業
で
億
な
い
。
そ
れ
で
は
主
観
の
世
界
の
問
題
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
行
者
と
宇
宙
と
の
直
接
的
交
渉
と
い
う
意
味
で
、
喩
伽

は
六
大
で
あ
る
行
者
す
な
わ
ち

「
身
体
」
に
お
け
る
宇
宙
と
の
交
渉
な
の
で
あ
る
。
・行
者
と
宇
宙
と
の

「
一
」

(無
碍
)
な
る
身
体
の
交

渉
が
、

こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
喩
伽
の
内
容
で
あ
る
。
か
か
る
真
言
行
者
の
身
体
に
よ
る
宇
宙
と
の
交
渉
が
、
『菩

提
心
論
』
で
語
ら
れ
る
三

(23
)

摩
地
の
法
の
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
、
三
摩
地
の
法
は
単
な
る
瞑
想

(喩
伽
)
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

宇
宙
が
行
者
で
あ
り
、

行
者
が
宇
宙

で
あ
る
と
い
う
主
体
一

客
体
世
界
を
現
前
さ
せ
、
世
界

の
永
遠
の
真
相
が
覚
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
瞑
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
の
み
に
ょ
る
瞑
想
で
は
な
く
、

「身
体
」

の
瞑
想
で
あ
る
。

身
体
の
瞑
想
が
心
と
身
、
主
体
と
客
体
の

二

」
な
る
世
界
、

す
な
わ
ち
六
大
無
碍
の
世
界
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、

こ
の
喩
伽
の
意
味
は
、
す
で
に
六
大
概
念
の
明
か
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
摩
地
の
法
の
内
容
も
ま
た
、
六
大
概
念

の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
。

身
体
の
瞑
想
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、
行
者
は
主
体
と
客
体
の
関
係
を
越
え
て
宇
宙
と
直
接
の
交
渉
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
心
を
落
ち
着
け
、
心
を
集
中
す
る
こ
と
だ
け
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
心
の
み
の
瞑
想
は
三
摩
地
の
法

で

は

な

い
。
即
身
成
仏
は
「
身
体
」
の
瞑
想
に
よ

っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

即
身
成
仏
を
語
る

『菩
提
心
論
』
の
三
摩
地
の
法
の
内
容
は
、
六
大
概
念
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
喩
伽
の
意
味

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
と
き
、
即
身
成
仏
思
想
を
確
立
す
る
基
本
概
念
と
し
て
、
囑「
六
大
」を
把
捉
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

空

海

の

六

大

思

想
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こ
の
場
合
、
論
理
的
に
は
六
大
概
念
は
、
即
身
成
仏
を
究
極
目
的
と
す
る
方
法
論
的
概
念
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
論
理
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、

六
大

」
は
即
身
成
仏
の
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
大
無
碍
で

あ
る
「

一
」
な
る
主
体
=
客
体
世
界
そ
の
も
の
が
、
即
身
成
仏
の
現
前
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
六
大
概
念
と
即
身
成
仏
は
、
同

一
の
意

味
内
容
を
い
わ
ば
表
と
裏
か
ら
説
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
言

っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
来
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「
六
大
」
の
概
念
と
思
想
に
見
る
空
海
の
密
教
理
解
を
簡
単
で
は
あ
る
が
要
約
し
て
お
き

た
い
。

六
大
概
念
の
成
立
は
識

(心
)
を
五
大
と
共
に
宇
宙
の
本
体
と
し
て
把
捉
し
な
お
し
、

客
観
に
対
す
る
そ
の
主
観
性
、
客
体
に
対
す
る

そ
の
主
体
性
を
否
定
し
、
そ
し
て
「
六
大
」
を
分
析
的
構
成
的
概
念
で
は
な
く
、
論
理
性
を
越
え
た
世
界
を
直
接
に
把
捉
す
る
こ
と
の
可

能
な
全
体
的
概
念
と
し
て
把
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

本
来
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
「
六
大
」
と
は
、
そ
の
前
で
は

一
切
の
こ
と
ば

(概
念
)
を
失
う
べ
き
宇
宙
そ
の
も

の

(本
体
)
で
あ
る
。
そ

の
宇
宙
そ
の
も

の
へ
の
通
路
と
し
て
、

識
大

(心
大
)
を
含
む
「
六
大
」

の
概
念
と
思
想
を
構
想
し
た
と
こ
ろ
に
、

空
海
の
密
教
理
解

の

独
自
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
何
よ
り
も
、

宇
宙
の
本
体
を
「

六
大
」
と
把
え
た
と
き
、

心
"
身
で
あ
る

「身
体
」
に
よ
る
瞑
想

(
喩
伽
)
こ
そ
即
身
成
仏

へ

の
通
路
、
三
摩
地
の
法
で
あ
る
と
把
捉
し
た
と
こ
ろ
に
、
空
海

の
宗
教
家
と
し
て
の
姿
勢
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
本

質
的
に
は
彼
が
行
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
『即
身
成
仏
義
』が
空
海
自
ら
の
修
行
し

(24
)

て
到
達
し
た
体
験
の
世
界
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
理
解
は
正
し
い
と
思
う
。
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空
海
は
、
知
性
の
形
而
上
学
的
認
識
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
世
界

の
永
遠
の
真
相
、
宇
宙
の
真
理
が
存
在
す
る

こ
と
を
、
宇
宙
そ
の
も

の
と
の
出
会
い
と
で
も
言
う
べ
き
深

い
宗
教
的
意
識
体
験
に
お
い
て
把
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
六
大
無
碍
に

し

て
常
に

楡
伽
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
か
か
る
宗
教
的
意
識
体
験
の
凝
集
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注

『
即
身
成
仏
義
』

の
引
用
は
、

『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第

二
巻
、

筑
摩
書
房

(
昭
和
六
〇
年
刊
)

に
よ
る
。

(
1
)

『
即
身
成
仏
義
』
二
二
五
頁

(
2
)

金
岡
秀
友
著

『
密
教
の
哲
学
』

五
四
頁

(
3
)

宥
快
著

『
即
身
成
仏
義
鋤
』
二

一
六
頁

(真
言
宗
全
書
第
十

三
巻
)
、

昭
和
八
年
版

小
田
慈
舟
著

『
即
身
成
仏
義
講
説
』
八
頁

(
『十

巻
章
講
説
』

上
巻
)
、

昭
和
五
九
年
版

吉
祥
真
雄
著

『
即
身
成
仏
義
講
説
』
三
七
頁

(
京
都

・
藤
井

佐
兵
衛
発
行
)
、

昭
和
九
年
版

(
4
)

金
岡
著

『
前
掲
書
』
四
四
頁

(
5
)

こ
こ
で
主
体
と
客
体
の
概
念
を
規
定
す
る
と
、
認
識
論

で
は
、

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も

の
、
知

る
も

の
と
知
ら
れ
る
も

の
は

主
観
と
客
観

(対
象
)
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の

世
界

の
中

に
実
存
す

る
も

の
と
し
て
の

「
わ
れ
」
と

「世
界
」

の
存
在
は
、

認
識
論

の
問
題

で
は
な
く
、
存
在
論
的

に
規
定

さ

れ
る

べ
き
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
故

に
、

「
わ
れ
」
と

「
世
界
し

を
主
体
と
客
体

と
し

て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

(
6
)

『
即
身
成
仏
義
』

二
二
七
頁

(
7
)

『
大

日
経
』
大
正
蔵

18
一
九
中

(
8
)

『
即
身
成
仏
義
』
二
三
四
頁

(
9
)

『
大
日
経
』
大
正
蔵

18
一

一
下

(
10
)

同

右

大

正
蔵

18
一

二
上

(
11
)

吉
田
宏
哲
氏

は
、
六
大
と
即
身
成
仏
思
想
が

『
大
日
経
』

の

提
起
し
た
基
本
線
を
引
き
継
ぎ
発
揚

さ
せ
た
と
理
解

さ
れ

て
い

る
が
、

こ
の
理
解

は
問
題

で
あ
る
。

筒
、密
教

の
存
在
論
』

一
六

四
頁
、

一
七

一
頁
、

一
七
七
頁

(
『
講
座
仏
教
思
想
』
第

一
巻
、

理
想
社
、

-
九
七
四
年
)

(
12
)
、
(
13
)

『
即
身
成
仏
義
』
二
三
四
頁

(
14
)

小
田
著

『
前
掲
書
』
八
三
頁

(
15
)

金
岡
著

『
前
掲
書
』
四
九
頁
、

五
六
頁

(
16
)

同

右

五
〇
頁
参
照

松
長
有
慶
著

『
密
教

・
コ
ス
モ
ス
と

マ
ン
ダ

ラ
』

一
六

一
頁

参
照

(
17
)

『
即
身
成
仏
義
』
二
三
二
頁

空

海

の

六

大

思

想
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密

教

文

化

(
18
)

同

右

二
三
四
頁

(
19
)

『
大
日
経
』
大

正
蔵

18
一
九
中

『
即
身
成
仏
義

』

二
二
七
頁

(
20
)

『
大
日
経
疏
』
大
正
蔵
3
9
一六
四
六
中

(
21
)

松
長
著

『
前
掲
書
』

一
六
二
頁

(
22
)

小
田
著

『
前
掲
書
』
五
二
頁
、

吉
祥
著

『
前
掲
書
』

四
五
頁

高
井
観
海
著

『
即
身
成
仏
義
講
義
』

二
九
二
頁

(
『
大
蔵
経
講

座
』

一
五
下
、

東
方
書

院
)
、
昭
和
九
年
版

(
23
)

『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第

八
巻
、

筑
摩
書
房
、

一
〇
〇
頁

小
田
著

『
前
掲
書
』

三
四
頁
参
照

(
24
)

同

右

三
頁
、
高

井
著

『
前
掲
書
』

二
六
〇
頁

参
考
文
献

金
岡
秀
友
著

『
密
教
の
哲
学
』

(
サ
ー
ラ
叢
書
)
平
楽
寺
書
店
、

一

九
六
九
年
版

松
長
有
慶
著

『
密
教

・
コ
ス
モ
ス
と

マ
ン
ダ
ラ
』

(
N
H
K
ブ

ッ
ク

ス
)

日
本
放
送
出
版
協
会
、

昭
和
六
〇
年
版

こ
の
小
論
は
、

昭
和
六

一
年
度
文
部
省
内
地
研
究
員
と
し
て
、
高

野
山
大
学
松
長
有
慶
教
授

の
も
と
で
研
究

に
従
事
し
た
成
果
の

一
部

で
あ
る
。

な
お
、

昭
和
五
八
年
度
と
今
回
の
二
度

に
渉
る
小
生
の
内
地
研
究

に
際
し
て
、

心
よ
く
受
け
入
れ
協
力
し

て
い
た
だ

い
た
高
野
山
大
学

の
諸
先
生
、
職
員
の
方
々
、
加
行
道
場
の
指
導
員
の
皆
さ
ん
並
び
に

山
内
大
円
院
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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