
仏
教
史
の
謎
を
巡
っ
て
 
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
可
能
性
と
実
現
性
1

鈴

 
 
木
 
 
隆
 
 
泰

目
m
す
饗
霊
G
っ
d
N
⊂
閑
H

全
体
の
構
成

 
一
．
問
題
の
所
在
-
仏
教
史
の
謎

 
二
．
釈
尊
の
覚
り

 
 
ニ
ー
一
．
縁
起

 
 
ニ
ー
二
．
「
滅
」
の
意
味

 
三
．
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と
八
正
道

 
 
三
-
一
．
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
可
能
性

 
 
三
-
二
．
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
実
現
性

 
四
．
八
六
四
千
の
法
門

 
五
．
結
論
-
解
か
れ
た
謎

止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
の
無
力
さ
、
覚
り
か
ら
遠
く
離
れ
た
自
分
の
絶
望

的
な
あ
り
よ
う
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
自
己
の

実
存
に
関
わ
る
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
困
難
や
苦
難
、
そ
し
て
絶
望
が
予
想
さ
れ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
仏
教
も
、
そ
し
て
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
仏
教
徒
も
絶
え
る
こ
と

が
な
く
、
今
日
に
至
る
ま
で
多
彩
な
仏
教
史
が
紡
ぎ
続
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事

実
は
、
あ
る
意
味
で
、
「
仏
教
（
あ
る
い
は
仏
教
史
）
の
大
き
な
謎
」
と
呼
ん
で
も

差
し
支
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
本
研
究
は
そ
の
謎
に
対
す
る
答
え
を
導
き
出
す
た

め
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
対
治
と
実
行
可
能
性
を
巡
る
問
題
を
議
論
の
中
心
に
据
え

た
上
で
、
仏
教
の
原
点
と
さ
れ
る
「
釈
尊
の
覚
り
（
成
道
）
」
の
場
に
立
ち
戻
る
こ

と
か
ら
考
察
を
開
始
す
る
。

一25一

一．

竭
閧
ﾌ
所
在
-
仏
教
史
の
謎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
仏
教
の
真
理
観
の
根
幹
を
な
す
〈
諸
行

無
常
〉
は
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
ω
鋤
目
ω
曝
葬
（
潜
在
的
自
己
形
成
力
・
形
成
作
用
）

が
い
つ
ま
で
も
同
じ
状
態
に
は
な
い
」
を
基
本
と
す
る
多
義
の
概
念
で
あ
っ
て
、

成
道
よ
り
入
滅
に
至
る
ま
で
、
釈
尊
が
常
に
注
意
を
払
い
、
弟
子
た
ち
に
繰
り
返

し
説
い
て
き
た
教
説
の
中
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
仏
教
徒
は
、
釈
尊
の
教
具

に
従
い
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
対
治
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
真
摯
に
取

り
組
め
ば
取
り
組
む
ほ
ど
、
限
り
無
く
湧
き
出
し
て
く
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
押
し

二
．
釈
尊
の
覚
り

ニ
ー
一
．
縁
起

 
釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
誕
生
し
た
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
Ω
碧
8
ヨ
鋤

ω
己
穿
費
匹
鋤
青
年
は
、
ガ
ヤ
ー
郊
外
の
菩
提
樹
林
に
お
い
て
覚
り
を
開
き
、
ブ
ッ

ダ
σ
＆
穿
鋤
（
目
覚
め
た
者
）
、
釈
尊
ω
鋤
評
《
9
。
目
角
巳
（
釈
迦
牟
尼
。
釈
迦
族
出
身
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

聖
者
の
意
）
と
成
っ
た
。
本
節
で
は
、
釈
尊
が
菩
提
樹
の
下
で
成
道
し
、
自
ら
が

体
得
し
た
覚
り
の
境
地
を
楽
し
み
な
が
ら
、
そ
の
内
容
と
さ
れ
る
「
縁
起

凛
讐
圃
雄
蕊
ω
鋤
目
二
6
鋤
α
鋤
（
苦
の
生
起
と
滅
に
関
す
る
洞
察
）
」
を
繰
り
返
し
観
察
し
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て
い
る
場
面
を
、
パ
ー
リ
語
原
典
か
ら
の
訳
に
沿
っ
て
見
て
い
く
。

 
 
 
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
森
に
あ
る
ネ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
ラ
ー
河
岸
の
菩
提
樹
の
下

 
 
で
、
世
尊
は
覚
り
を
得
て
ブ
ッ
ダ
と
成
っ
た
。
そ
し
て
世
尊
は
菩
提
樹
の
下

 
 
で
七
日
の
問
、
組
ん
だ
足
を
解
く
こ
と
な
く
、
解
脱
の
楽
を
享
受
し
な
が
ら

 
 
坐
っ
て
い
た
。

 
 
 
そ
の
〔
七
日
間
に
渡
っ
て
〕
夜
の
初
更
に
、
世
尊
は
、
〔
覚
り
の
内
容
で
あ

 
 
る
〕
縁
起
を
順
観
・
逆
観
の
両
方
向
か
ら
観
察
し
〔
て
、
解
脱
の
楽
を
反
舞

 
 
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
覚
り
を
再
確
認
し
〕
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
【
縁
起
の
順
観
】
無
明
鋤
≦
身
鋤
（
盲
目
的
自
己
中
心
性
）
に
よ
っ
て
サ
ン
ス

 
 
カ
ー
ラ
ω
Ω
。
ヨ
ω
惹
轟
（
自
己
形
成
作
用
）
が
生
じ
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て

 
 
導
く
巷
鋤
轟
（
認
識
作
用
）
が
生
じ
、
識
に
よ
っ
て
苔
色
真
日
費
9
蝉
（
認
識

 
 
対
象
）
が
生
じ
、
鳶
色
に
よ
っ
て
六
宮
超
α
碧
鋤
雷
8
（
感
覚
器
官
）
が
生

 
 
じ
、
六
戸
に
よ
っ
て
触
ω
b
壷
鐙
（
対
象
と
の
接
触
）
が
生
じ
、
触
に
よ
っ
て

 
 
受
く
Φ
岳
8
（
対
象
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
る
感
覚
の
受
容
）
が
生
じ
、
受

 
 
に
よ
っ
て
愛
自
ω
コ
9
1
（
快
い
感
覚
を
際
限
な
く
求
め
続
け
る
渇
愛
）
が
生
じ
、

 
 
愛
に
よ
っ
て
取
葛
9
1
α
似
墜
下
（
執
著
心
）
が
生
じ
、
取
に
よ
っ
て
有
び
げ
鋤
く
鋤
（
迷

 
 
い
の
生
存
）
が
生
じ
、
有
に
よ
っ
て
生
厨
口
（
迷
え
る
自
己
の
生
起
）
が
生

 
 
じ
、
生
に
よ
っ
て
老
死
冨
感
ヨ
①
類
O
鋤
（
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
の
代
表

 
 
と
し
て
の
老
死
）
が
生
じ
、
憂
い
⑩
o
惹
、
悲
し
み
O
費
乙
Φ
＜
鋤
、
苦
α
昌
評
冨
、

 
 
愁
い
α
霞
ヨ
碧
鋤
ω
、
悩
み
二
叢
叢
ω
鋤
（
以
上
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
さ
ゆ
え
の

 
 
様
々
な
苦
悩
）
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
全
て
の
苦
緬
（
思
い
通
り

 
 
に
な
ら
な
い
総
体
と
し
て
の
自
己
存
在
・
世
界
全
体
）
が
生
起
し
て
し
ま
う

 
 
の
で
あ
る
。

 
 
 
【
縁
起
の
逆
観
】
し
か
る
に
、
盲
目
的
自
己
中
心
性
が
余
す
こ
と
な
く
滅
せ

 
 
ら
れ
れ
ば
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
滅
せ
ら
れ
る
。
サ
ン
ス
男
並
ラ
が
滅
せ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
れ
ば
識
が
滅
せ
ら
れ
る
。
識
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
春
色
が
滅
せ
ら
れ
る
。
名
色

 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
出
処
が
滅
せ
ら
れ
る
。
六
処
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
触
が
滅
せ

 
 
ら
れ
る
。
触
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
受
が
滅
せ
ら
れ
る
。
受
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
愛

 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
が
滅
せ
ら
れ
る
。
愛
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
取
が
滅
せ
ら
れ
る
。
取
が
滅
せ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
れ
ば
有
が
滅
せ
ら
れ
る
。
有
が
滅
せ
ら
れ
れ
ば
生
が
滅
せ
ら
れ
る
。
生
が
滅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
せ
ら
れ
れ
ば
老
死
が
滅
せ
ら
れ
、
憂
い
、
悲
し
み
、
苦
、
愁
い
、
悩
み
も
滅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
 
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
全
て
の
苦
緬
が
滅
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
縁
起
の
順
観
で
は
、
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
盲
目
的
自
己
中
心
性
を
根
本
原
因

と
し
て
、
「
身
勝
手
に
世
界
を
把
握
す
る
自
己
」
を
形
成
す
る
カ
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が

発
動
さ
れ
、
最
終
的
に
は
、
自
分
勝
手
に
世
界
を
把
握
し
て
思
い
通
り
に
し
よ
う

と
す
る
、
自
我
意
識
の
固
ま
り
と
し
て
の
偽
り
の
自
己
が
生
起
す
る
次
第
が
説
明

さ
れ
る
。
一
方
、
縁
起
の
逆
観
で
は
、
盲
目
的
自
己
中
心
性
を
滅
す
る
こ
と
で
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
が
滅
せ
ら
れ
、
つ
い
に
は
真
実
の
自
己
・
真
実
の
世
界
へ
の
扉
が
開

か
れ
る
道
筋
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
〈
真
実
の
自
己
・
真
実
の
世
界
に

目
覚
め
た
者
〉
こ
そ
ブ
ッ
ダ
げ
⊆
良
α
げ
鋤
（
目
覚
め
た
者
）
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

っ
て
、
無
明
や
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
「
余
す
こ
と
な
く
滅
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
般
の
人
々
（
迷
え
る
衆
生
。
凡
夫
）
は
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
し
、
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
盲
目
的
自
己
中
心
性
を
完
全
に
滅
す
る
こ
と

は
、
極
め
て
困
難
な
わ
ざ
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
し
か
に
、
程
度
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

差
こ
そ
あ
れ
、
自
己
中
心
性
は
ど
の
生
物
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
人
間
の
持
つ
創
意
工
夫
能
力
の
高
さ
は
他
の
生
物
の
追
随
を
許
さ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
能
力
が
盲
目
的
自
己
中
心
性
に
突
き
動
か
さ
れ
て
行
使
さ
れ
る
と
き
、

人
は
自
ら
の
快
適
さ
を
求
め
て
ど
こ
ま
で
も
周
囲
・
環
境
・
世
界
を
変
化
さ
せ
よ

う
と
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
避
け
が
た
い
本
質
に
改
め
て
思
い
を
巡

ら
す
と
き
、
果
た
し
て
人
が
無
明
を
滅
し
て
ブ
ッ
ダ
と
成
る
こ
と
な
ど
本
当
に
で

き
る
の
か
ど
う
か
さ
え
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
成
仏
は
釈
尊
と

い
う
特
定
の
個
人
の
み
に
起
き
た
極
め
て
稀
な
現
象
で
あ
っ
て
、
一
般
人
に
は
到

底
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
修
行
を
断
念
し
て
し
ま
う
人
が
続
出
し
、
そ
の

結
果
、
仏
教
が
滅
び
て
し
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
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仏教史の謎を巡って 一サンスカーラとの共存の可能性と実現性一

と
こ
ろ
が
事
実
は
そ
れ
に
反
し
、
仏
教
は
「
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
」
で
あ
る
と

同
時
に
「
ブ
ッ
ダ
に
成
る
教
え
」
と
し
て
、
紀
元
前
四
一
五
世
紀
か
ら
今
日
に
至

る
ま
で
、
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
に
存
続
し
、
人
々
の
考
え
方
や
生
き
方
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、

本
研
究
冒
頭
に
提
起
し
た
「
仏
教
史
の
大
き
な
謎
」
な
の
で
あ
る
。

ニ
ー
二
．
「
滅
」
の
意
味

 
そ
の
理
由
を
探
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
あ
え
て
傍
点
を
付
し
て
い
た
「
滅
」
と
い

う
こ
と
ば
の
解
釈
に
進
ん
で
い
き
た
い
。
「
滅
」
と
訳
し
た
こ
と
ば
の
原
語
は
「
ニ

ロ
ー
ダ
三
「
O
α
げ
①
」
と
い
う
。
漢
語
で
「
滅
」
と
い
う
場
合
、
「
消
え
る
、
滅
び
る
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
が
、
イ
ン
ド
語
（
パ
ー
リ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）

の
ニ
融
雪
ダ
は
「
制
御
す
る
、
抑
制
す
る
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
の
意
で
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

「
消
滅
す
る
」
を
第
一
義
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
明
を
滅
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
無
明
を
無
く
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
無
明
を
制
御
す
る
こ
と
、
す
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

わ
ち
、
無
明
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
人
間
が
本
来
的
に
抱
え
て
い
る
自
己
中
心
性
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

不
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
可
能
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
己
中
心
性
を
野
放
し

に
し
て
お
く
と
、
そ
れ
は
際
限
な
く
働
き
出
し
、
結
局
は
当
の
本
人
を
苦
に
陥
れ

て
し
ま
う
。
仏
教
が
提
唱
し
て
い
る
の
は
、
自
己
中
心
性
の
消
滅
で
は
な
く
、
自

己
中
心
性
が
際
限
な
く
働
き
出
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
続
け
て
い
く
態
度
・
生
き
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、

も
う
一
度
縁
起
の
逆
観
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

 
 
 
【
縁
起
の
逆
観
（
滅
1
1
制
御
、
抑
制
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
】
し
か
る
に
、
盲

 
 
目
的
自
己
中
心
性
を
き
ち
ん
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
れ
ば
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ

 
 
が
無
軌
道
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
制
御
さ
れ

 
 
て
い
れ
ば
、
認
識
作
用
も
働
き
出
さ
な
い
。
認
識
作
用
が
働
き
出
さ
な
け
れ

 
 
ぼ
、
認
識
対
象
を
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
作
り
出
す
こ
と
も
な
く
な
る
。

 
 
認
識
対
象
が
き
ち
ん
と
制
御
さ
れ
れ
ぽ
、
そ
れ
を
自
分
勝
手
に
捉
え
よ
う
と

 
 
す
る
感
覚
器
官
も
働
き
出
さ
な
い
。
感
覚
器
官
が
制
御
さ
れ
て
い
れ
ば
、
対

 
 
象
と
の
接
触
も
制
御
さ
れ
る
。
対
象
と
の
接
触
が
制
御
さ
れ
れ
ば
、
対
象
と

 
 
の
接
触
に
よ
っ
て
生
じ
る
感
覚
の
受
容
が
抑
え
ら
れ
る
。
感
覚
の
受
容
が
制

 
 
御
さ
れ
れ
ば
、
快
い
感
覚
を
求
め
続
け
る
渇
愛
が
際
限
な
く
起
こ
る
こ
と
は

 
 
な
く
な
る
。
渇
愛
が
制
御
さ
れ
れ
ば
、
執
着
心
が
抑
制
さ
れ
る
。
執
着
心
の

 
 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
れ
ば
、
迷
い
の
生
存
が
抑
制
さ
れ
る
。
迷
い
の
生
存

 
 
が
制
御
さ
れ
れ
ば
、
迷
え
る
自
己
の
生
起
も
抑
制
さ
れ
る
。
迷
え
る
自
己
の

 
 
生
起
が
制
御
さ
れ
れ
ば
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
の
代
表
と
し
て
の
老

 
 
死
〔
へ
の
執
着
〕
が
抑
制
さ
れ
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
さ
ゆ
え
の
様
々
な
苦

 
 
悩
も
む
や
み
に
働
き
出
す
こ
と
が
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
存

 
 
在
・
世
界
全
体
が
き
ち
ん
と
統
御
さ
れ
〔
、
真
実
の
自
己
・
真
実
の
世
界
へ

 
 
の
扉
が
開
か
れ
〕
る
の
で
あ
る
。
（
ミ
謡
一
・
H
。
H
O
o
1
ト
の
。
一
）

 
仏
教
が
「
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
ブ
ッ
ダ
に
成
る
教
え
」

と
し
て
今
日
ま
で
存
続
で
き
た
理
由
の
一
端
を
、
わ
れ
わ
れ
は
仏
教
の
提
唱
す
る

「
無
明
の
ニ
ロ
ー
ダ
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
．
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と
八
正
道

三
-
一
．
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
可
能
性

 
前
章
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
無
明
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
も

消
滅
さ
せ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、
き
ち
ん
と
制
御
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
帰

結
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
〈
諸
行
無
常
〉
を
旗
印
と
す
る
仏
教
で
、

無
常
な
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
制
御
し
つ
つ
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
共
存
し
て
い
く
生
き

方
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
た
と
え
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ

う
な
生
き
方
は
い
か
に
す
れ
ば
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に

対
す
る
答
え
が
、
仏
教
史
の
謎
の
解
明
に
迫
る
、
最
も
重
要
な
鍵
と
な
る
に
違
い

な
い
。
本
節
で
は
、
仏
教
教
理
の
代
表
的
綱
要
書
の
一
つ
で
あ
る
、
世
親
作
『
倶
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舎
宝
尽
寒
§
＼
§
寒
。
魯
ひ
蓼
亀
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
鍵
を
探
し
て
い
く
こ

と
と
し
よ
う
。

 
『
倶
舎
論
』
は
、
そ
の
第
一
章
「
界
品
b
ミ
ミ
ミ
ミ
鋸
魯
」
に
お
い
て
法
α
げ
一
日
鋤

（
事
物
、
現
象
、
諸
要
素
）
の
種
類
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
中
で
〈
有
為
ω
鋤
ヨ
ω
ξ
β
〉

と
く
無
為
鋤
ω
鋤
桓
ω
閃
＃
9
。
〉
の
二
法
、
お
よ
び
く
有
漏
ω
鋤
ω
轟
〈
①
〉
と
く
無
漏
自
。
愚
。
。
錯
く
鋤
〉

の
二
法
の
別
を
立
て
て
一
切
法
ω
導
く
①
穿
霞
目
鋤
を
摂
し
て
い
る
。
省
略
を
多
用

し
な
が
ら
要
点
の
み
を
述
べ
る
と
い
う
ア
ビ
ダ
ル
マ
（
論
書
）
に
典
型
的
な
文
体

を
ま
ず
は
そ
の
ま
ま
訳
出
し
、
そ
れ
か
ら
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 
 
〔
諸
法
を
正
し
く
〕
弁
別
す
る
た
め
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
餌
び
三
絃
霞
ヨ
鋤
の
教

 
 
説
が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
諸
法
と
は
何
か
。
曰
く
、

 
 
 
 
 
「
有
漏
路
ω
轟
く
鋤
と
無
漏
鋤
愚
ω
轟
く
餌
の
法
が
あ
る
。
」

 
 
 
こ
れ
が
、
一
切
法
に
関
す
る
総
括
的
説
明
で
あ
る
。

 
 
 
そ
の
〔
二
つ
の
〕
う
ち
、
有
漏
の
諸
法
と
は
何
か
。
曰
く
、

 
 
 
 
 
「
有
為
ω
蝉
日
ω
胃
β
〔
の
諸
法
〕
は
、
道
ヨ
費
ひ
q
鋤
〔
諦
〕
を
除
き
、
有

 
 
 
 
漏
で
あ
る
。
」

 
 
 
道
諦
B
費
ひ
Q
①
ω
讐
旨
を
除
い
た
他
の
有
為
の
諸
法
は
有
漏
で
あ
る
。
そ
れ

 
 
は
な
ぜ
か
。

 
 
 
 
 
「
漏
鋤
ω
轟
く
①
（
煩
悩
）
が
そ
れ
ら
〔
有
漏
の
諸
法
1
1
道
諦
を
除
い
た
有

 
 
 
 
為
の
諸
法
〕
の
中
で
随
増
す
る
（
増
大
す
る
）
か
ら
で
あ
る
。
」

 
 
 
た
し
か
に
、
滅
〔
諦
〕
・
品
番
を
所
縁
と
し
て
も
漏
は
生
ず
る
が
、
随
増
す

 
 
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
二
〔
諦
〕
が
有
漏
で
あ
る
こ
と
に

 
 
は
な
ら
な
い
。
（
中
略
）

 
 
 
以
上
が
有
漏
の
説
明
で
あ
る
。

 
 
 
 
〔
で
は
次
に
〕
無
漏
〔
の
諸
法
〕
と
は
何
で
あ
る
か
。

 
 
 
 
 
「
無
漏
〔
の
諸
法
〕
は
、
龍
宮
と
三
種
の
無
為
鋤
ω
鋤
日
ω
耳
β
と
で
あ

 
 
 
 
る
。
」

 
 
 
”
三
種
”
と
は
何
か
。

 
 
 
「
虚
空
と
二
つ
の
滅
三
『
o
山
気
（
制
御
、
抑
制
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
と

 
 
で
あ
る
。
」

 
”
二
つ
〔
の
滅
〕
”
と
は
何
か
。
択
滅
只
讐
一
ω
曽
B
写
愚
巳
「
o
α
冨
と
非
重
量

巷
鑓
二
ω
餌
悪
評
げ
旨
巳
同
。
α
冨
と
で
あ
る
。

 
以
上
、
こ
の
虚
空
等
の
三
種
の
無
為
と
道
諦
と
が
無
漏
の
諸
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
ら
の
中
で
は
、
漏
が
随
増
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。

 
さ
て
、
三
種
の
無
為
が
説
か
れ
た
が
、
（
中
略
）

 
 
 
「
首
骨
と
は
拘
束
（
繋
縛
）
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」

 
有
漏
の
諸
法
か
ら
の
拘
束
を
離
れ
る
こ
と
が
“
択
滅
”
で
あ
る
。
苦
費
げ
貯
げ
鋤

〔
諦
〕
を
は
じ
め
と
す
る
〔
四
〕
聖
諦
鋤
曙
①
ω
鋤
下
冷
を
〔
正
し
く
〕
弁
別
す
る

こ
と
が
択
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
勝
れ
た
智
慧
胃
包
鼠
く
誠
①
招
に
他
な
ら
な

い
。
そ
〔
の
勝
れ
た
智
慧
〕
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〔
有
漏
の
〕
滅
（
制
御
、

抑
制
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
が
択
滅
で
あ
る
。
（
中
略
）

 
先
ほ
ど
、
“
有
為
〔
の
諸
法
〕
は
、
道
〔
諦
〕
を
除
き
、
有
漏
で
あ
る
。
”

と
言
っ
た
が
、
そ
の
有
為
〔
の
諸
法
〕
と
は
何
か
。

 
 
 
「
色
昌
O
①
な
ど
の
五
薙
ω
犀
碧
α
冨
b
魯
。
鋤
冨
が
有
為
の
諸
法
で
あ

 
 
る
。
」

 
色
薙
『
9
鋤
ω
吋
鋤
巳
ゴ
①
・
受
編
く
①
α
9
目
9
1
ω
野
土
子
笹
・
濫
悪
ω
曽
ぢ
嘗
甲

ω
冨
顕
爵
鋤
・
行
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
）
薔
ω
鋤
ぢ
。
。
惹
轟
ω
パ
①
口
軽
鋤
・
識
纏
く
ご
諏
9
ー
コ
卑

ω
犀
碧
望
遠
と
い
う
こ
れ
ら
〔
五
纏
〕
が
有
為
の
諸
法
で
あ
る
。

 
諸
縁
が
集
ま
り
、
一
緒
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
か
ら
有
為
（
1
1
完
成
さ
れ
た

も
の
）
〔
の
諸
法
〕
と
い
う
。
（
中
略
）

 
ま
た
、
同
じ
そ
の
有
為
の
諸
法
で
あ
っ
て
、

 
 
 
「
有
漏
で
あ
る
も
の
が
三
宝
（
煩
悩
よ
り
生
ず
る
緬
）
で
あ
る
。
」

 
こ
〔
の
句
〕
に
よ
っ
て
何
が
判
明
す
る
の
か
〔
と
い
え
ば
〕
、
取
編
で
あ
る

も
の
は
薙
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
薔
で
あ
っ
て
、
聖
組
で
は
な
い
も
の
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ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
へ

 
 
も
あ
る
。
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〔
が
そ
れ
〕
で
あ
る
〔
、
と
い
う
こ
と
で

 
 
あ
る
〕
。

 
 
 
こ
の
場
合
、
“
取
”
と
は
煩
悩
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
（
取
）
よ
り
生
じ
た

 
 
も
の
で
あ
る
か
ら
“
取
魎
”
と
い
う
。
（
中
略
）

 
 
 
同
じ
そ
れ
ら
有
漏
の
諸
法
は
、

 
 
 
 
 
「
有
諄
で
も
あ
る
。
」

 
 
 
と
言
わ
れ
る
。
”
諄
”
と
は
す
な
わ
ち
煩
悩
の
こ
と
で
あ
る
。
自
分
も
他
者

 
 
も
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
有
漏
の
諸
法
は
〕
そ
れ
ら
（
煩
悩
）
が
〔
そ
こ
に

 
 
お
い
て
〕
随
増
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
”
有
諄
”
で
あ
る
。
有
漏
〔
と
言
う

 
 
場
合
〕
と
同
様
で
あ
る
。

 
 
 
さ
ら
に
ま
た
、

 
 
 
 
 
「
そ
れ
ら
〔
有
漏
の
諸
法
〕
は
、
苦
で
あ
り
、
集
で
あ
り
、
世
間
で
あ

 
 
 
 
り
、
見
処
で
あ
り
、
有
で
あ
る
。
」

 
 
 
聖
者
た
ち
〔
の
心
〕
は
〔
そ
れ
と
は
〕
逆
で
あ
る
か
ら
〔
有
漏
の
諸
法
は
〕

 
 
“
苦
”
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
苦
が
集
り
生
ず
る
か
ら
”
集
”
で
あ
る
。
壊
れ
る

 
 
か
ら
“
世
間
”
で
あ
る
。
邪
見
が
そ
こ
に
止
ま
り
随
増
す
る
か
ら
“
見
処
”

 
 
で
あ
る
。
〔
三
界
に
お
け
る
迷
妄
の
存
在
が
〕
生
ず
る
か
ら
”
有
”
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
以
上
、
こ
れ
ら
が
有
漏
の
諸
法
に
関
す
る
同
義
語
で
あ
る
。

 
内
容
を
整
理
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
一
切
法
を
総
括
す
る
に
あ
た
り
、
煩
悩
（
漏
）

を
伴
う
〈
有
漏
法
〉
と
、
煩
悩
を
伴
わ
な
い
〈
無
漏
法
〉
の
二
種
に
大
別
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
諸
々
の
原
因
や
条
件
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
〈
有
為
法
〉
と
、
原
因

条
件
に
よ
っ
て
は
作
ら
れ
な
い
〈
無
為
法
〉
の
区
別
を
立
て
、
道
諦
（
仏
道
修
行
）

を
除
い
た
〈
有
為
法
〉
は
、
煩
悩
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
く
有
漏
法
〉
で
あ
る
と
す

る
。
一
方
、
〈
無
漏
法
〉
は
道
諦
と
〈
無
為
法
〉
と
で
あ
り
、
そ
の
〈
無
為
法
〉
の

中
に
、
煩
悩
を
制
御
（
抑
制
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
し
た
境
地
（
浬
葉
）
が
含
ま
れ

る
。 

諸
縁
が
集
っ
て
作
ら
れ
た
〈
有
為
法
〉
は
五
悪
、
す
な
わ
ち
、
物
質
存
在
（
色

同
暮
鋤
）
・
感
受
作
用
（
受
く
Φ
α
鋤
畠
）
・
表
象
作
用
（
想
ω
鋤
'
3
旨
似
）
・
形
成
作
用
（
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
ω
鋤
日
ω
惹
轟
）
・
認
識
作
用
（
識
く
ご
鼠
轟
）
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
う

ち
、
特
に
有
漏
で
あ
る
も
の
を
取
緬
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心

を
強
く
惹
く
の
は
、
纏
で
あ
り
な
が
ら
三
編
で
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
有
為
法
〉

で
あ
っ
て
〈
有
漏
法
〉
で
な
い
も
の
と
し
て
、
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
虚
言
ω
轟
く
甲

ω
蝉
日
ω
吋
9
1
「
①
〉
を
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

 
縁
起
説
（
順
観
）
に
お
け
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
、
盲
目
的
自
己
中
心
性
で
あ
る

無
明
に
基
づ
い
て
発
動
さ
れ
、
苦
悩
に
満
ち
た
自
己
存
在
・
世
界
全
体
を
形
成
す

る
力
・
作
用
で
あ
っ
た
。
一
方
、
縁
起
の
逆
巻
で
は
、
そ
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
き

ち
ん
と
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
悩
が
む
や
み
に
働
き
出
す
こ
と
が
な
く
な

り
、
自
己
存
在
・
世
界
全
体
が
統
御
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
、
「
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
と
共
存
し
て
い
く
生
き
方
が
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た

わ
け
だ
が
、
『
倶
舎
論
』
は
そ
の
答
え
を
、
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
七
竃
ラ
〉
と
い
う
か

た
ち
で
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え

れ
ば
、
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と
は
「
制
御
さ
れ
た
サ
ン
ス
七
軒
ラ
」
に
他
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
き
ち
ん
と
制
御
し
な
が
ら
共
存
し
て

い
く
と
い
う
生
き
方
は
、
仏
教
史
の
中
で
長
き
に
亘
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
生
き

方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
-
二
．
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
実
現
性

 
次
に
わ
れ
わ
れ
は
残
さ
れ
た
疑
問
、
す
な
わ
ち
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
共
存
す
る

生
き
方
は
い
か
に
す
れ
ば
実
現
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
進
も
う
。
「
サ
ン
ス
カ

ー
ラ
と
共
存
し
て
い
く
生
き
方
が
許
さ
れ
る
か
」
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
答
え
が

前
節
に
お
い
て
得
ら
れ
た
と
は
い
え
、
原
理
的
に
「
許
す
」
と
い
う
こ
と
（
可
能

性
）
と
、
実
際
に
「
ど
の
よ
う
に
達
成
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
（
実
現
性
）
は
別

問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
も
、
や
は
り
先
の
『
倶
舎
論
』
の
引
用

中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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〈
無
漏
法
〉
は
道
諦
（
仏
道
修
行
）
と
く
無
為
法
〉
と
で
あ
り
、
〈
有
漏
法
〉
は

道
義
を
除
い
た
〈
有
為
法
〉
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
道
諦
は
〈
有
為
法
〉
で

あ
り
、
な
お
か
つ
〈
無
漏
法
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
〈
有
為
法
〉
は
サ
ン

ス
カ
ー
ラ
等
の
五
薙
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
五
悪
で
あ
り
な
が
ら
面
当
で
は
な
い

も
の
、
す
な
わ
ち
、
〈
有
為
法
〉
で
あ
り
、
な
お
か
つ
〈
無
漏
法
〉
で
あ
る
も
の
が

く
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
、
「
制
御
さ
れ
た
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
真
諦
こ
そ
が
く
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
、
「
制
御
さ

れ
た
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
」
で
あ
り
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
実
現
性
」
へ
の
導

き
手
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
そ
の
道
塗
の
内
容
を
、
パ
ー
リ
語

原
典
か
ら
の
引
用
を
通
し
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
出
典
は
、
釈
尊
が
初
め
て

教
え
を
説
い
た
「
初
転
法
輪
」
の
場
面
で
あ
る
。

 
 
 
比
丘
た
ち
よ
、
如
来
β
9
9
1
ひ
q
鋤
β
が
修
証
し
た
と
こ
ろ
の
、
〔
仏
〕
眼
を
生

 
 
じ
さ
せ
、
〔
仏
〕
智
を
生
じ
さ
せ
、
寂
滅
・
勝
算
・
等
覚
・
付
薬
へ
と
通
ず
る

 
 
中
道
日
蝉
穿
旨
ヨ
只
只
①
け
昼
巴
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
八
正
道

 
 
9
1
蔓
鋤
薯
習
ひ
Q
心
象
縛
ひ
Q
鋤
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
見
ω
鋤
8
冨
ひ
Q
α
お
仁
（
正
し
い

 
 
見
解
）
、
正
思
ω
鋤
下
葉
評
ω
鋤
ぢ
耳
目
冒
（
正
し
い
思
惟
）
、
正
子
ω
三
思
旨
ひ
q
＜
9
1
0
（
正

 
 
し
い
こ
と
ば
）
、
正
業
ω
四
重
く
蝉
評
評
費
玉
茎
β
（
正
し
い
行
い
）
、
正
命

 
 
ω
鋤
ヨ
旨
ひ
q
9
1
冒
く
鋤
（
正
し
い
生
活
）
、
正
精
進
ω
鋤
8
団
①
ひ
q
＜
愚
旨
白
鋤
（
正
し
い
努

 
 
力
）
、
正
念
ω
鋤
ヨ
冨
犀
ω
日
州
口
（
正
し
い
注
意
力
）
、
正
定
沼
ヨ
巻
吋
ω
鋤
目
鑑
ぼ

 
 
（
正
し
い
精
神
統
一
）
で
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
れ
が
、
如
来
が
修
証
し
た

 
 
と
こ
ろ
の
、
〔
仏
〕
眼
を
生
じ
さ
せ
、
〔
仏
〕
智
を
生
じ
さ
せ
、
寂
滅
・
勝
智
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
等
覚
・
偽
葉
へ
と
通
ず
る
中
道
な
の
で
あ
る
。

 
初
転
法
輪
の
内
容
は
、
苦
諦
9
廿
写
器
①
蔓
四
（
苦
に
関
す
る
真
理
）
、
集
諦

血
忌
写
鋤
ω
鋤
日
二
血
鋤
旨
ω
讐
巻
（
苦
の
原
因
に
関
す
る
真
理
）
、
滅
亡
亀
駕
算
冨
-

巳
『
o
自
閉
ω
鉾
冨
（
苦
を
制
御
し
た
垂
葉
に
関
す
る
真
理
）
、
道
諦
ヨ
費
ひ
Q
鋤
ω
①
蔓
①

（
苦
の
制
御
に
向
か
う
実
践
に
関
す
る
真
理
、
八
正
道
）
の
四
聖
諦
。
讐
霞
孝
信
ω
山
蔓
鋤

の
解
説
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
繕
言
と
は
、
正
し
い
見
解
、
正
し
い
思
惟
、
正
し

い
こ
と
ば
、
正
し
い
行
為
、
正
し
い
生
活
、
正
し
い
努
力
、
正
し
い
注
意
力
、
正

し
い
精
神
統
一
よ
り
な
る
八
正
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
寂
静
の
境
地
で
あ
る
浬
架

に
通
ず
る
中
道
と
も
表
現
さ
れ
、
こ
の
八
正
道
を
修
証
し
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
は

ブ
ッ
ダ
・
如
来
に
成
れ
た
の
だ
と
釈
尊
は
述
べ
て
い
る
。

 
こ
の
八
正
道
（
口
無
諦
）
が
く
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
で
あ
る
と
い
う
先
の

議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
八
正
道
の
実
践
が
、
〈
有
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
を
発
動
さ

せ
ず
に
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
の
み
を
発
動
さ
せ
る
と
い
う
サ
ン
ス
七
二
ラ

の
制
御
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
共
存
し
な
が
ら
ブ
ッ
ダ
と

成
る
道
（
口
中
道
）
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
以
上
、
本
節
で
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
実
現
性
が
明
か
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
前
節
に
お
け
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
の
共
存
の
可
能
性
の
解
明
と
相
倹
っ
て
、

本
研
究
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
だ

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
八
正
道
の
実
践
に
際
し
て
決
し
て
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
何
を
も
っ
て
「
正
し
い
ω
餌
5
鴇
評
」
と
す
る
か
の

基
準
が
、
初
転
法
輪
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
中
の
ど
こ
に
も
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

 
 
 
け
 

で
あ
る
。
仏
教
徒
は
「
正
し
い
」
の
基
準
を
、
具
体
的
に
は
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
て
い
く
こ
と
が
、
本
研
究
の
テ
ー
マ
で
あ
る

仏
教
史
の
謎
を
解
く
最
後
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
．
卜
師
四
千
の
法
門

 
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
縁
起
説
に
よ
れ
ば
、
潜
在
的
自
己
形

成
力
で
あ
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
、
無
明
と
呼
ば
れ
る
盲
目
的
自
己
中
心
性
を
き
ち

ん
と
治
め
な
い
で
お
く
と
く
有
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と
し
て
無
軌
道
に
発
動
さ

れ
、
最
終
的
に
は
苦
に
満
ち
た
自
己
を
形
成
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
無
明

や
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
対
治
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

完
全
抑
制
が
達
成
で
き
る
の
は
、
成
仏
し
て
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
者
の
み
で
あ
る
。

い
ま
だ
覚
り
を
得
て
い
な
い
仏
教
徒
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
従
い
八
正
道
（
中
道
）
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仏教史の謎を巡って 一サンスカーラとの共存の可能性と実現性一

を
実
践
し
て
、
い
つ
の
日
か
自
ら
も
ブ
ッ
ダ
と
成
る
こ
と
を
目
指
す
。
ブ
ッ
ダ
と

成
っ
て
い
な
い
以
上
、
仏
教
徒
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ
せ
る
が
、
八
正
道
を

実
践
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
制
御
さ
れ
た
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
、
す
な
わ
ち
〈
無
漏

の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と
し
て
発
動
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ

ー
ラ
〉
は
、
寂
滅
・
三
智
・
等
覚
・
浬
葉
へ
と
向
か
う
自
己
を
形
成
す
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
何
が
「
正
し
く
」
何
が
「
正
し
く
な
い
」
か
は
、
発
動
さ
れ

る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
か
く
有
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉

か
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
自
己
が
三
葉
へ
向
か
っ
て
い
る
か
、
苦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

な
る
存
在
へ
と
向
か
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
じ
中
道
を
歩
む
者
は
、
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
を
発
動

さ
せ
て
二
葉
に
向
か
う
自
己
を
形
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
人
は
中
道
を
歩

み
な
が
ら
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
じ
る
自
己
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
、
自
己
と
い
う
も
の
を
固
定
的
に
捉
え
た
上
で
、
そ
の
固
定
化
し
た
自

己
が
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
じ
た
り
、
あ
る
い
は
信
じ
な
か
っ
た
り
す
る
と
見
な
し

て
し
ま
う
と
、
仏
教
の
本
質
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
縁
起
説
に
基
づ

く
仏
教
は
、
自
己
を
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ
っ
て
形
成

し
て
い
く
も
の
と
捉
え
る
。
そ
し
て
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
い
つ
で
も
同
じ
で
は
な
い

（
1
一
〈
諸
行
無
常
〉
）
た
め
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
じ
る
自
己
を
形
成
す
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
じ
な
い
自
己
を
形
成
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
じ
る
自
己
を
形
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

〈
諸
行
無
常
〉
で
あ
る
た
め
に
、
ど
の
教
え
が
く
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
を
発
動

さ
せ
る
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
、
あ
る
教
え
に
基
づ
い
て
〈
無
漏
の
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
〉
が
発
動
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ま
さ
に
〈
諸
行
無
常
〉
で
あ
る
た
め

に
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
教
え
が
同
じ
効
果
を
発
揮
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
た

め
、
世
界
三
大
宗
教
と
し
て
仏
教
と
並
び
称
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム

教
と
比
較
す
る
と
き
、
仏
教
の
聖
典
は
極
め
て
膨
大
な
量
と
な
る
に
至
っ
た
。
一

般
に
「
八
雲
四
千
の
法
門
」
と
呼
ば
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は

八
正
道
に
お
け
る
「
正
し
い
」
の
意
味
、
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
決
し
て
固
定
的
な
基
準
、
万
人
に
適
用
で
き
る
基
準
な
ど
で
は
な
い
。
〈
諸

行
無
常
〉
に
則
っ
た
上
で
、
人
や
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
り
な
が
ら
く
無
漏

の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
を
発
動
さ
せ
、
そ
の
時
の
そ
の
人
を
言
葉
へ
と
向
か
わ
せ
る

も
の
、
そ
れ
が
「
正
し
い
見
解
」
以
下
「
正
し
い
精
神
統
一
」
に
至
る
八
正
道
な

の
で
あ
る
。

五
．
結
論
-
解
か
れ
た
謎

 
縁
起
説
に
基
づ
く
仏
教
で
は
、
縁
起
の
順
序
に
お
い
て
、
盲
目
的
自
己
中
心
性

を
根
源
と
し
て
苦
な
る
自
己
・
世
界
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
、
そ
し
て
逆
観
に
お

い
て
、
そ
の
自
己
中
心
性
の
制
御
に
よ
っ
て
真
実
の
自
己
・
真
実
の
世
界
へ
の
扉

が
開
か
れ
る
過
程
を
説
明
す
る
。
自
己
形
成
の
際
に
発
動
さ
れ
る
力
・
作
用
が
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
で
あ
り
、
苦
な
る
自
己
を
形
成
す
る
も
の
が
く
有
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー

ラ
〉
、
蓮
葉
へ
と
向
か
う
自
己
を
形
成
す
る
も
の
が
く
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
と

呼
ば
れ
る
。
後
者
の
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
が
、
縁
起

の
逆
観
に
お
け
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
滅
（
ニ
ロ
ー
ダ
、
制
御
）
と
な
る
の
で
、
ブ

ッ
ダ
の
よ
う
に
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
完
全
に
抑
制
せ
ず
と
も
、
仏
教
徒
は
サ
ン
ス
カ

ー
ラ
と
共
存
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
徒
の
歩
む
道

は
八
正
道
（
中
道
）
で
あ
る
。
八
正
道
は
、
正
し
い
見
解
、
正
し
い
思
惟
、
正
し

い
こ
と
ば
、
正
し
い
行
為
、
正
し
い
生
活
、
正
し
い
努
力
、
正
し
い
注
意
力
、
正

し
い
精
神
統
一
よ
り
な
っ
て
お
り
、
何
が
正
し
い
か
は
、
そ
の
人
が
〈
無
漏
の
サ

ン
ス
カ
ー
ラ
〉
を
発
動
し
、
浬
葉
に
向
か
う
自
己
を
形
成
で
き
る
か
に
否
か
に
か

か
っ
て
い
る
。
厳
し
い
修
行
で
な
け
れ
ば
自
ら
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に

は
、
厳
し
い
自
己
規
制
の
道
が
八
正
道
と
な
る
。
ま
た
逆
に
、
厳
し
い
修
行
に
は

耐
え
ら
れ
な
い
人
に
は
、
緩
や
か
な
歩
み
が
八
正
道
と
な
る
。
厳
し
い
道
で
あ
れ
、

緩
や
か
な
道
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
か
が
正
し
く
他
方
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
〈
諸
行
無
常
〉
に
則
る
自
己
形
成
を
真
理
観
の
根
幹
と
す
る
仏
教
で
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は
、
浬
葉
・
成
仏
へ
と
向
か
う
自
己
を
形
成
す
る
〈
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
の

発
動
が
正
し
い
道
で
あ
り
、
〈
有
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
の
発
動
が
邪
な
道
な
の
で

あ
る
。

 
〈
諸
行
無
常
〉
は
、
自
己
形
成
力
で
あ
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
常
に
同
じ
状
態
に
は

な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
〈
諸
行
無
常
〉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
異
な
る
サ
ン
ス
カ

ー
ラ
に
よ
っ
て
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
自
己
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
、
異
な

る
自
己
を
形
成
し
て
い
る
万
人
そ
れ
ぞ
れ
に
く
無
漏
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
〉
の
発
動

を
さ
せ
る
た
め
、
仏
教
の
聖
典
は
「
八
万
四
千
の
法
門
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
膨
大

に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
厳
し
い
道
が
向
い
て
い
る
者
、

緩
や
か
な
道
が
向
い
て
い
る
者
も
含
め
、
ブ
ッ
ダ
と
成
る
道
は
万
人
に
開
か
れ
て

い
る
。
人
は
、
形
成
さ
れ
て
い
る
自
己
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
時
そ
の
時
の

自
己
に
合
っ
た
歩
み
で
図
葉
へ
と
向
か
え
ば
よ
い
。
時
に
は
、
そ
れ
が
次
の
一
歩

を
踏
み
出
す
活
力
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
旦
立
ち
止
ま
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ

 
お
 る

。
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
歩
み
方
（
中
道
）
に
絶
望
や
悲
観
の
入
り
込
む
余
地
は

も
と
よ
り
な
く
、
仏
教
徒
は
、
あ
る
者
は
出
家
者
と
し
て
、
あ
る
者
は
在
家
者
と

し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
、
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仏
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「
暑
餌
ω
冨
ロ
穿
。
＜
Φ
号
畠
ω
冨
巳
げ
餌
廿
ω
鋤
西
里
ω
冨
⇒
身
重
ω
鋤
ぢ
ω
惹
『
餌
-

ω
惹
民
ぎ
且
鼠
轟
ω
訂
昌
爵
鋤
伽
8
蔓
①
什
①
ω
鋤
ぢ
ω
胃
鐵
α
冨
『
∋
習
＼

  

@ 

@
ω
鋤
ヨ
Φ
け
冨
ω
鋤
ぢ
び
冨
釜
℃
鑓
身
鋤
畜
魯
π
鼠
三
ω
鋤
日
ω
胃
叶
9
＼
…

 
 
 
 
 
鐙
Φ
＜
①
O
琶
昌
ω
鋤
ぢ
ω
胃
鼠
穿
霞
ヨ
9

 
 
 
 
 
 
 
、
．
冨
ω
鋤
ω
轟
畠
唇
＆
g
霧
冨
5
α
嵐
ω
8
＼
、
”

  

@ 

@
・
。
尋
評
喜
。
。
匿
ゴ
§
こ
雲
冨
山
g
鋤
。
。
パ
き
爵
習
ω
惹
慣
瓦
解
畳
8
＼
紹
忌

 
 
 
ω
冨
巳
冨
①
＜
鋤
コ
。
8
魯
8
葵
空
室
鼠
ミ
鋤
畠
ω
轟
く
魯
ω
鋤
濤
評
鋤
五
三
＼

 
 
 
 
 
§
8
8
．
県
営
三
匹
Φ
盆
ミ
鼻
ω
鋤
ぢ
σ
ゴ
葺
讐
く
巴
唇
唱
詠
轟
ω
惹
コ
爵
鋤
ω
…

 
 
 
 
 
β
Φ
＜
鋤
路
ω
墨
く
鋤
穿
費
日
鋤
二
〇
賓
碧
け
Φ

  

@ 

@ 

@、．

ﾖ
鋤
轟
量
昌
く
、
、

  

@ 

@
轟
量
三
匹
①
鍬
鋤
§
昌
費
目
＜
＜
鋤
げ
＆
誓
言
け
＼
叶
穿
き
弥
富
凶
辞
讐
く
理

 
 
 
ω
費
き
響
＼
路
ω
類
く
鋤
く
簿
＼

 
 
 
 
 
づ
巨
菩

  

@ 

@ 

@．
ｬ
冨
冨
ぢ
ω
餌
ヨ
巳
昌
2
。
ざ
鳥
。
骨
重
臣
爵
ぢ
喜
餌
く
器
。
五
更
渓
．
、

  

@ 

@
費
旨
8
日
只
註
百
算
く
巴
α
昌
喜
鋤
ヨ
＼
ω
聾
巨
＆
Φ
昌
耳
垂
巴

  

@
易
易
ご
目
印
鶏
ヨ
＆
毒
死
＼
一
ε
冨
三
三
δ
惹
ミ
烏
。
貸
9
弩
喜
ω

  

@
8
甘
鋤
昌
鋤
巨
鐙
骨
畠
α
三
海
量
ω
子
g
鋤
ヨ
＼
び
斎
く
蝉
け
三
σ
鍔
く
蝉
三
＼

  

@ 

@
Φ
8
ω
鋤
ω
錘
く
鋤
8
日
穿
①
毒
鋤
8
日
き
く
費
昏
昌
鷲
旨
多
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
卜
葭
W
壽
も
Q
・
一
α
1
刈
・
H
G
Q
）

 
 
 
 
 
訳
出
に
際
し
て
は
、
桜
部
ロ
㊤
＄
二
自
山
お
］
を
参
考
．
に
し
た
。

（
1
0
）
ζ
β
ヨ
鋤
＄
ω
鋤
び
匡
珍
芸
く
①
日
鋤
警
巨
鋤
冨
音
貧
弱
梓
讐
鼠
ひ
q
鋤
け
Φ
轟

 
 
 
響
町
ω
①
日
ε
＆
冨
。
鴇
喜
蒔
四
『
巷
一
景
皇
尊
轟
O
同
⊆
B
ω
①
ヨ
鋤
冨

 
 
 
普
ぼ
ま
母
鋤
ω
日
日
げ
＆
冨
冨
コ
一
σ
訂
畠
巻
ω
鋤
ぢ
く
鋤
§
叶
ミ
昌
9
。
日
①
＜
き
身
。

  

@
鋤
菅
巴
ひ
q
貯
。
目
①
ひ
q
ひ
q
。
＼
ω
①
遷
四
9
、
圃
量
ぢ
渓
ω
鋤
ヨ
臼
巴
碁
三
ω
耳
目
B
鋤
-

 
 
 
ω
鋤
ぢ
脇
骨
。
ω
切
話
目
習
鋤
畠
ω
蝉
ヨ
8
鋤
冨
日
日
鋤
三
。
ω
9
8
ヨ
鋤
暑
く
。

 
 
 
ω
鋤
§
目
鋤
く
鋤
鴇
ヨ
。
ω
鋤
8
8
鋤
ω
巴
ω
鋤
8
目
鋤
ω
鋤
目
毬
三
渓
塁
鋤
'
8
写
。
路

 
 
 
ぴ
匡
冥
誘
く
Φ
ヨ
偉
。
U
盲
8
鋤
づ
碧
一
B
鼠
釘
昏
摺
鋤
8
弓
筈
ぼ
ω
m
ヨ
喜
＆
訂

 
 
 
s
葵
冨
冨
轟
鴬
鼠
廊
冨
轟
O
凶
二
B
ω
鋤
ヨ
鋤
巻
筈
匡
馨
鋤
旨
ω
鋤
8
σ
o
乱
丁
旨

 
 
 
巳
び
び
g
碧
9
。
ω
鋤
ぢ
く
鋤
g
叶
ミ
（
ミ
ミ
」
O
・
討
手
α
）
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仏教史の謎を巡って 一サンスカーラとの共存の可能性と実現性一

（
1
1
）
 
八
正
道
の
教
説
の
直
前
に
「
苦
楽
の
二
辺
を
離
れ
る
」
旨
の
記
述
は
見
ら

 
 
れ
る
が
（
ミ
謡
一
」
O
」
O
-
嵩
）
、
実
践
の
具
体
的
指
標
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
1
2
）
 
「
正
し
い
」
の
基
準
が
人
を
浬
藥
に
向
か
わ
せ
る
か
否
か
だ
と
は
い
え
、
そ

 
 
れ
に
よ
っ
て
仏
教
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
誤
っ

 
 
て
い
る
。
八
正
道
に
お
け
る
「
正
し
い
」
か
否
か
の
基
準
は
、
〈
諸
行
無
常
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
に
則
り
な
が
ら
成
仏
へ
と
向
か
う
自
己
を
形
成
す
る
の
か
否
か
の
見
定
め
と

 
 
同
値
で
あ
り
、
仏
教
の
本
質
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教

 
 
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
解
釈
す
る
誤
謬
の
多
く
は
、
こ
の
「
〈
諸
行
無
常
V

 
 
に
則
る
自
己
形
成
」
と
い
う
仏
教
の
基
本
的
真
理
観
に
対
す
る
認
識
の
欠
如

 
 
よ
り
生
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

（
1
3
）
 
例
え
ば
『
法
華
経
（
縛
§
博
§
§
ミ
鴬
§
薄
や
鴇
）
』
の
第
七
章
「
化
城

 
喩
品
（
貯
ミ
亀
§
匙
ミ
ミ
ミ
）
」
に
は
、
仏
道
の
歩
み
に
疲
れ
た
者
た
ち
の

 
 
た
め
に
ブ
ッ
ダ
が
仮
初
め
の
ゴ
ー
ル
を
化
作
し
て
休
ま
せ
、
さ
ら
な
る
歩
み

 
 
へ
と
向
か
う
活
力
を
与
え
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
腔
U
 
H
Q
◎
刈
・
躯
一
H
o
Q
㊤
●
H
μ
）
。

（
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
）
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