
仏
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概
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河

波

昌

東

洋

大

学

序

平
等

と
い
う
こ
と
ば
は
、
現
在
、
自
由
と
同
様
、
民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
自
明
の
通
念
と
し
て
一
般
化
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら

平
等

と
い
う
用
語
自
体
が
、

へ
い
と
う

と
漢
音
で
発
音
さ
れ
ず
、

び
ょ
う
ど
う

と
呉
音
で
発
音
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
語
は
本
来
、
仏
教
の
専
門
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
仏
教
的
な
精

神
的
背
景
が
完
全
に
忘
失
さ
れ
て
、
西
欧
語
のeq

u
a
lity

と
同
等
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
殆
ど
の
日
本
人
で

平
等

に
仏
教
的
な
本
来
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
人
は
皆
無
と
い
え
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
視
す
べ
き
点
は
、
こ
の

平
等

と
い
う
一
つ
の
用
語
が
、eq

u
a
lity

あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
のG

leich
h
eit

、
な
い
し

フ
ラ
ン
ス
語
のeg

a
lite

の
訳
語
と
し
て
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の

平
等

が
全
面
的
にeq

u
a
lity

に
取
っ
て
代
え

ら
れ
、
数
千
年
間
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
、
深
め
ら
れ
て
き
た
仏
教
語
た
る

平
等

の
本
来
の
意
味
が
殆
ど
完
全
な
ま
で
に
消
滅
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

平
等

が
西
洋
的
なeq

u
a
lity

を
遙
か
に
凌
駕
す
る
精
神
的
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
在
、
西
洋
的
な
平
等
概
念eq

u
a
lity

に
よ
っ
て
殆
ど
根
絶
せ
し
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）
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し
て
政
治
的
に
は
と
も
か
く
、
精
神
的
に
は

平
等

と
い
う
用
例
一
つ
を
み
て
も
日
本
を
含
め
て
東
洋
世
界
は
な
お
以
前
と
は
性
質
を

異
に
し
た
思
想
的
な
西
欧
に
よ
る
植
民
地
化
が
遂
行
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
つ
の
原
語
（
た
と
え
ばeq

u
a
lity

）
の
訳

語
に
お
い
て
、
そ
の
訳
語
（
こ
こ
で
は

平
等

）
が
完
全
に
そ
の
本
来
の
精
神
の
内
容
が
消
滅
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
重
大

な
意
味
は
深
刻
に
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。（
な
おeq
u
a
lity

に
、
た
と
え
ば

同
等

等
の
別
の
用
語
を
当
て
、

平
等

と
い
う
用
語
を
温
存
し
て
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
危
機
的
事
態
は
避
け
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。）
そ
し
て
更
に
東
洋
人
に
と
っ
て

平

等

と
い
う
思
想
の
真
の
内
実
が
消
滅
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
洋
文
化
そ
の
も
の
に
本
質
的
な
変
容
が
生
じ
つ
つ
あ
る

危
機
的
状
況
に
思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
点
に
関
し
て
指
摘
し
う
る
立
場
に
あ
る
人
た
ち
が
、
仏
教
の
研
究

者
た
ち
を
措
い
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を

え
る
と
き
、
改
め
て
仏
教
研
究
者
た
ち
の
存
在
の
意
義
が
深
く
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。

し
か
ら
ば
仏
教
に
お
け
る
平
等
と
は
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
以
下
は
そ
の
論
究
で
あ
る
。

一

仏
教
に
お
け
る
平
等
思
想
の
成
立
の
社
会
的
基
盤
と
し
て
の

サ
ン
ガ
に
つ
い
て

仏
教
に
お
け
る

平
等

思
想
の
成
立
の
原
初
的
な
社
会
的
基
盤
と
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
サ
ン
ガ
（
僧
伽
、sa

n
g
h
a

）
の
存
在
が

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

サ
ン
ガ
と
は
元
来
、
会
合
、
集
団
、
集
ま
り
等
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
当
時
の
商
工
業
者
の
組
合
も
共
和
制
を
と
る
部
族
国

家
も
共
に
サ
ン
ガ
と
よ
ば
れ
て

１
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
政
治
的
な
意
味
で
の
共
和
国
、
経
済
的
な
意
味
で
の

ギ
ル
ド＝

組
合

を
意

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）
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味
し
、
そ
れ
ら
は
共
に
メ
ン
バ
ー
の
全
員
が
参
加
し
、
共
同
し
て
運
営
す
る
い
わ
ゆ
る
民
主
的
な
組
織
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
お
り
、
強
権

や
専
制

独
裁
の
雰
囲
気
は
排
除
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
初
期
経
典
の
各
所
に
散
見
さ
れ
る
か
か
る
自
由
な
雰
囲
気
と
サ
ン
ガ
と
は

共
鳴
し
合
っ
て
い
る
の
で

２
あ
る
。
各
人
は
そ
こ
で
は
相
互
に
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
平
等
で
あ
っ
た
。

な
お
か
か
る
自
由
に
し
て
平
等
な
る
サ
ン
ガ
の
成
立
に
は
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
閉
鎖
さ
れ
た
部
族
社
会
か
ら
、
経
済
や
商
業
等
の
発

達
の
結
果
と
し
て
の
古
代
都
市
の
成
立
を
介
し
て
の
市
民
社
会
へ
の
変
革
と
い
う
こ
と
が

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

サ
ン
ガ
の
成
立
に
は
か
か
る
当
時
の
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
根
本
的
な
変
革
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
た
と
え
ば
増

谷
文
雄
も
言
及
し
、
い
わ
ゆ
る
古
い
部
族
社
会
、so
cieta

s

か
ら
新
し
い
市
民
社
会civ

ita
s

へ
の
変
革
に
見
て
い
る
点
で
興
味
深
い
も

の
が

３
あ
る
。

そ
し
て
伝
統
的
な
階
級
的
差
別
を
こ
え
て
釈
尊
の
教
団
に
お
い
て

四
姓
平
等

が
主
張
せ
ら
れ
た
こ
と
も
以
上
の
事
柄
と
不
可
分
に

関
わ
っ
て
い
る
点
が

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
具
体
的
に
た
と
え
ば
、

雑
阿
含
経

第
二
十
に
お
け
る
、

大
王
、
か
く
の
如
き
四
姓
は
、
悉
く
皆
平
等
な
り
、
何
の
差
別
か
あ
ら
ん
。
当
に
知
る
べ
し
、
大
王
、
四
種
姓
は
皆
悉
く
平
等

に
し
て
勝
如
差
別
の
異
あ
る
こ
と

４
な
し
。

等
の
文
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
釈
尊
自
身
で
さ
え
も
サ
ン
ガ
の
中
の
一
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

か
か
る
点
は
サ
ン
ガ
そ
の
も
の
の
性
格
を

え
る
上
で
極
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
釈
尊
の
最
後
の
説
法
の
内
容
で
あ
る

自
燈
明
、
法
燈
明

の
立
場
も
そ
の
こ
と
と
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
サ
ン
ガ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
一

人
ひ
と
り
が
、
そ
の
各
各
の
主
体
的
な
内
面
性
へ
の
深
ま
り
ゆ
く
と
い
っ
た
点
で
釈
尊
を
含
め
た
サ
ン
ガ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
一
人
ひ
と

り
に
平
等
性
の
契
機
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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け
る
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概
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そ
し
て
か
か
る
サ
ン
ガ
の
平
等
性
を
基
盤
と
し
て
大
乗
仏
教
へ
の
展
開
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
大
乗
仏
教
の
精
神
に
も

と
づ
い
て
よ
り
高
次
の
飛
躍
を
遂
げ
て
ゆ
く
平
等
思
想
の
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
と
く
に
般
若
思
想
、
華
厳
思
想
に
お

け
る
平
等
論
の
論
究
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

二

般
若
経

に
お
け
る

平
等

思
想
の
展
開

さ
て

平
等

と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
はsa

m
a

と
称
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
応
の
規
定
は
、
た
と

え
ば

平
斉
等
の
意
、
差
別
に
対
す
。
即
ち
人
法
等
の
性
の

等
斉
等
に
し
て
差
別
無
き
を

５
云
ふ
。

等
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら

平
等

そ
の
も
の
の
内
容
は
極
め
て
甚
深
か
つ
重
要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
般
若
経
典
類
に
お
い
て
も

平
等
品

等
の

章
が
別
立
さ
れ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。（
た
と
え
ば

大
品
般
若
経

（
鳩
摩
羅
什
訳
））
に
お
い
て
は
そ
の
第
八
十
六
に
お
い
て
、

ま
た

大
般
若
経

（
玄

訳
）
に
お
い
て
は
そ
の
第
五
百
七
十
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

平
等
品

と
い
う
章
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
経
典
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
平
等
論
は
、
修
道
す
る
実
践
者
の
主
体
を
離
れ
て
は
存
在
し
よ
う
が
な
く
、
そ
れ

ら
が
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
と
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
経
典
に
お
い
て
は

平
等

と
は
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
平
板
的
に
固
定
し
た
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
そ
の
固
定
性
を
ど
こ
ま
で
も
突
破
し

て
、
菩
薩
の
実
践
の
中
か
ら
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
力
動
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば

大
般
若
経

中
の
、

諸
法
は
自
性
寂
静
不
生
不
滅
な
り
と
等
観
す
る
が
故
に
平
等
と
名

６
づ
く
。

等
の
文
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で

諸
法
の
自
性
寂
静

、
す
な
わ
ち
菩
薩
道
の
実
践
の
う
ち
に
開
か
れ
て
ゆ
く
か
か
る

空
性
の
自
覚
が

平
等

自
体
の
成
立
の
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
右
の
文
に
続
い
て
こ
の
経

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波
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は
ま
た
次
の
ご
と
き
文
が
展
開
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
切
の
煩
悩
、
虚
妄
分
別
は
自
性
寂
静
、
不
生
不
滅
な
る
が
故
に
平
等
と
名
づ
く
。
名
相
分
別
は
自
性
寂
静
不
生
不
滅
な
る
が

故
に
平
等
と
名
づ
く
。
諸
の
顚
倒
を
滅
し
、
攀
縁
を
起
さ
ざ
る
が
故
に
平
等
と
名
づ
く
。
能
く
心
を
縁
じ
て
無
明
有
愛
を
滅
す
れ
ば
、

即
ち
倶
に
寂
静
に
し
て
癡
愛
滅
す
る
が
故
に
、
復
た
我
お
よ
び
我
所
に
執
着
せ
ざ
る
が
故
に
平
等
と
名
づ
く
。
我
々
所
の
執
、
永
く

除
滅
す
る
が
故
に
、
名
色
寂
静
な
る
が
故
に
平
等
と
名
づ
く
。
辺
見
生
ぜ
ざ
る
が
故
に
平
等
と
名
づ
く
。
断
常
滅
す
る
が
故
に
、
身

見
寂
静
の
故
に
平
等
と
名

７
づ
く
。

右
の
文
に
お
い
て
、
平
等
に
対
す
る
見
解
が
一
貫
し
て
空
の
実
践
と
し
て
の
菩
薩
道
に
即
し
て
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
平
等
の
実
践
が
ど
こ
ま
で
も
空
の
実
践
と
別
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
そ
の
こ
と
は
ま
た
仏
教
に
お
け
る
平
等
概
念
が
そ
の
構
造
上
、
空
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ

れ
は
空
自
体
が
あ
ら
ゆ
る
有
の
立
場
を
超
え
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
計
量
分
別
の
地
平
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
か
か
る
点
で
比

量
を
絶
し
た
平
等
へ
の
限
り
な
き
開
け
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
差
別
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
く
対
立

そ
の
極
限
と
し
て
た
と
え
ば

極
大
と
極
小
と
の
対
立

等
を
も

そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
ま
さ
に
そ
の
空
性
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
平
等
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
う

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
は
そ
こ
で
極
大
は
そ
の
空
性
の
故
に
そ
の
極
大
で
あ
る
こ
と
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
極
小
に
な
り
、
極
小

も
ま
た
そ
れ
自
ら
の
限
定
を
こ
え
て
極
大
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
大
乗
仏
教
に
お
け
る
仏
身
論
等
の
展
開
に
も
豊
か
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。（
な
お
、
か
か
る
極
大
と
極
小
と
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
家
で

あ
る
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
スN

ico
la
u
s C

u
sa
n
u
s

（
一
四
〇
一
〜
一
四
六
四
）
に
お
い
て
も
酷
似
し
た
思
想
の
展
開
が
見
ら
れ
、
か

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）
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れ
に
お
い
て
も
極
大
と
極
小
と
の
両
者
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
両
者
の
一
致
が
見
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

反
対
の
一
致

co
in
cid
en
tia o

p
p
o
sito

ru
m

の
思
想
の
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
そ
れ
は
比
較
的
思
想
論
的
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
か
れ
に

お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
神
の
智
慧
と
い
う
究
極
的
な
地
平
に
お
い
て
一
切
の
計
量
分
別
が
超
え
ら
れ
て
最
大
が
最
小
と
一
致
す
る
こ
と
を
論

じ
る
の
で
あ
る
。
な
お
か
か
る

反
対
の
一
致

の
思
想
は
後
述
す
る
よ
う
に

華
厳
経
（
性
起
品
）

の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

な
お
ま
た
西
田
幾
多
郎
の
後
期
の
哲
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

の
思
想
も
か
か
る
線
上
に
お
い
て

え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
概
念
に
お
け
る

自
己
同
一

が
田
辺
元
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
汎
神
論
的
なId

en
tita

t

と
誤
解
さ

れ
、
両
者
の
間
に
激
し
い
論
争
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
む
し
ろ

同
一

で
は
な
く

平
等

と
い
う

用
語
で
表
現
す
れ
ば
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
最
晩
年
に
な
っ
て
西
田
は
田
辺
の
批
判
に
対
応
し
つ
つ

絶
対
矛
盾
的

自
己
同
一

の
思
想
を

逆
対
応

と
い
う
用
語
に
進
展
さ
せ
て

え
る
よ
う
に
な

10
る
が
、
か
か
る
新
し
い
表
現
は
仏
教
に
お
け
る
縁
起

｜
空
に
も
と
づ
く

平
等

の
思
想
の
域
内
に
す
で
に
深
く
立
ち
至
っ
て
い
る
点
が

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。）

な
お
般
若
思
想
に
お
け
る
平
等
思
想
の
展
開
は
、
そ
の
文
学
的
な
応
用
編
と
も

え
ら
れ
る

維
摩
経

に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
と
り

わ
け
そ
こ
で
男
女
平
等
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
同
経
（
鳩
摩
羅
什
訳
）

観
衆
生
品

に

お
い
て
、
こ
の
経
典
作
者
は
舎
利
弗
尊
者
を
し
て
女
相
を
現
ぜ
し
め
つ
つ
、

舎
利
弗
の
女
に
非
ず
し
て
而
も
女
身
を
現
ず
る
如
く
、
一
切
の
女
人
も
亦
復
か
く
の
如
し
。
女
身
を
現
ず
と
い
え
ど
も
、
而
も

女
に
あ
ら
ず
。
こ
の
故
に
仏
、
一
切
の
諸
法
は
男
に
あ
ら
ず
、
女
に
あ
ら
ず
と
説
き
た
ま
う
。
…
…
女
身
の
色
相
、
在
も
な
く
不
在

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

四
六



も
な
し
。

11
…
…

と
論
じ
、
女
性
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
男
性
も
同
様
に
そ
の
本
質
に
お
い
て

男
に
あ
ら
ず
女
に
あ
ら
ず

と
説
か
れ
、
ま
さ
に
両
者
の

空
の
故
に
そ
の
対
立
の
地
平
が
超
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
の
男
女
の
平
等
は
、
単
な
る
女
性
の
男
性
か
ら
の
解
放
の

み
な
ら
ず
、
女
性
の
女
性
自
身
か
ら
の
解
放
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
な
解
放
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
的

に
は
、
女
性
の
男
性
か
ら
の
解
放
の
み
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
そ
の
解
放
は
相
対
的
な
意
味
し
か
も

ち
え
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
で
は
男
女
相
互
間
の
相
剋
は
果
て
し
な
く
続
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
女
性
の
女
性
自
身
か
ら
の
解
放

を
俟
っ
て
、
男
性
か
ら
の
解
放
を
も
止
揚
し
つ
つ
女
性
自
身
の
解
放
は
完
遂
せ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
乗

仏
教
に
お
け
る
平
等
の
真
実
性
は
、
ま
さ
に
か
か
る
解
放
理
念
と
相
即
的
に
実
現
せ
ら
れ
て
ゆ
く
点
が

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
有
の
思
想
の
立
場
に
お
い
て
は
解
放
（
自
由
）
と
平
等
と
の
調
和
は
期
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
に
お
け

る
空
の
立
場
で
は
か
か
る
両
者
は
相
互
に
相
応
し
つ
つ
そ
の
実
現
の
可
能
で
あ
る
点
が

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

華
厳
経

に
お
け
る
平
等
思
想
の
展
開

前
章
に
お
い
て

般
若
経

に
お
け
る
平
等
思
想
が
、
空
を
根
本
的
な
契
機
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。

華
厳
経

の
平

等
思
想
も

般
若
経

の
か
か
る
空
の
立
場
を
根
本
的
な
基
盤
と
し
、
そ
の
上
に
無
尽
に
豊
か
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
で

平
等
論
は

華
厳
経

に
お
け
る
中
心
的
な
内
容
を
な
す
も
の
と
さ
え
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
平
等
論
は
ど
こ
ま
で
も
菩
薩
道
の
実
践

に
即
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
大
部
に
わ
た
る

華
厳
経

に
お
け
る
そ
の
一
つ
の
中
核
を
な
す

十
地
品

に
お
い
て
も
平
等
論
の
豊
か
な
展
開
が
見
ら

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

四
七



れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
十
地
中
の
第
五
地
（
難
勝
地
）、
お
よ
び
第
六
地
（
現
前
地
）
に
お
け
る
そ
の
展
開
を
見
て
み
よ
う
。

さ
て
ま
ず
第
五
地
に
お
い
て
、
菩
薩
道
に
お
け
る

形
相
を
得
る
因
縁

が
論
じ
ら
れ
、
そ
こ
で

仏
子
よ
、
菩
薩
摩

薩
は
、
已
に
第
四
地
を
具
足
し
て
第
五
地
を
得
ん
と
欲
せ
ば
、
当
に
十
の
平
等
心
を
以
っ
て
す
べ
し
。
何

ら
を
か
十
と
為
す
。
一
に
過
去
仏
の
法
平
等
、
二
に
未
来
仏
の
法
平
等
、
三
に
現
在
仏
の
法
平
等
、
四
に
戒
浄
平
等
、
五
に
心
浄
平

等
、
六
に
除
見
疑
惑
平
等
、
七
に
道
非
道
浄
平
等
、
八
に
行
知
見
浄
平
等
、
九
に
諸
の
菩
提
分
法
転
勝
浄
平
等
、
十
に
化
衆
生
浄
平

等
な
り
。
菩
薩
は
こ
の
十
の
平
等
心
を
以
っ
て
第
五
地
に
入
る
こ
と

12
を
得
。

こ
こ
で
の
十
の
平
等
心
と
は
、
過
去
未
来
現
在
の
諸
仏
た
ち
に
通
轍
し
て
流
れ
て
い
る
縁
起
｜
空
の
法
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
ま
た

自
利
利
他
に
連
な
る
菩
薩
の
実
践
の
内
容
を
構
成
せ
し
め
て
い
る
こ
と
が

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
第
六
現
前
地
へ
の
深
入
に
お
い
て
平
等
論
の
よ
り
豊
か
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
そ
の
内
容
に
は

般
若

経

の
基
本
的
な
立
場
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、

仏
子
よ
、
菩
薩
摩

薩
は
已
に
五
地
を
具
足
し
て
第
六
地
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
当
に
十
の
平
等
法
を
以
っ
て
す
べ
し
。
何
ら

を
か
十
と
為
す
。
一
に
は
無
性
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
二
に
無
相
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な

り
。
三
に
無
生
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
四
に
無
滅
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
五
に
本
来

清
浄
な
る
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
六
に
戯
論
な
き
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
七
に
不
取

不
捨
な
る
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
八
に
離
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
九
に
幻
、
夢
、
影
、

響
、
水
中
の
月
な
る
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等
な
り
。
十
に
有
無
は
不
二
な
る
を
以
っ
て
の
故
に
、
一
切
の
法
は
平
等

な
り
。
菩
薩
は
こ
の
十
の
平
等
法
を
以
っ
て
第
六
地
に
入
る
こ
と

13
を
得
。

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

四
八



と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
平
等
が
、
十
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
全
体
を
通
じ
て
そ
の
核
と
な
る
も
の
は
第
一
の

無
性
の

故

で
示
さ
れ
、
第
二
の

無
相
の
故

以
下
は
第
一
の

無
性

す
な
わ
ち
空
そ
の
も
の
の
更
な
る
詳
細
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
実
体
性
（
有
）
の
否
定
と
し
て
の
無
性
（
空
）
に
お
い
て

平
等

そ
の
も
の
の
根
源
的
な
地
平
が
開
か
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
た
と
え
ば
第
九
の
幻
、
夢
、
影
、
響
、
水
中
の
月
等
の
喩
に
お
い
て
平
等
が
説
か
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
幻
等
の
喩
え
は
般
若
諸
経
典
類
の
中
の

空
の
七
喩

等
と
し
て
く
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
空
の
立
場
は
、
ま
さ
に
そ
れ
な
く
し
て
は

平
等

そ
の
も
の
を

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

ま
さ
に
菩
薩
道
の
実
践
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
平
等
智
が
実
現
せ
ら
れ
、
ま
た
平
等
身
の
証
得
が
説
か
れ
た
り
も
す
る
。
た
と
え
ば
同
経

如
来
性
起
品

に
お
け
る
、

仏
子
よ
、
如
来
応
供
等
正
覚
は
、
菩
提
を
成
じ
た
ま
う
時
、
仏
の
方
便
に
住
し
て
、
一
切
の
衆
生
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の

法
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の
刹
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の
三
世
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の
如
来
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の

諸
法
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の
語
言
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の
法
界
に
等
し
き
身
を
得
、
虚
空
に
等
し
き
身
を
得
、
無
礙
の
法

界
に
等
し
き
身
を
得
、
出
生
無
量
界
に
等
し
き
身
を
得
、
一
切
の
行
界
に
等
し
き
身
を
得
、
寂
滅
の
涅
槃
界
に
等
し
き
身
を
得
た

14
ま
う
。

の
文
は
、
空
、
不
二
の
証
得
に
よ
る
如
来
や
衆
生
、
法
界
等
に
対
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
平
等
化
が
意
味
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
実
践
的

主
体
に
限
り
な
く
開
か
れ
た
平
等
的
主
体
、
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
衆
生
等
に
等
し
き
と
い
わ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
身
の
実
現
せ
ら
れ
て
ゆ
く

こ
と
と

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
こ
の
文
に
続
い
て
、

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

四
九



仏
子
よ
、
一
切
衆
生
は
…
…
皆
悉
く
平
等
な
り
。
何
を
以
っ
て
の
故
に
、
菩
提
は
無
性
な
る
が
故
に
…
…
如
来
の
菩
提
は
皆
悉

く
一
性
に
し
て
、
所
謂
無
性
な
り
。
仏
子
よ
、
こ
れ
は
こ
れ
菩
薩
摩

薩
、
如
来
応
供
等
正
覚
の
菩
提
を
知
見
す
る

15
な
り
。

と
も
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
文
も
無
性＝

空
が
平
等
と
い
う
根
源
的
地
平
へ
の
開
け
と
相
即
し
て
い
る
点
が

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

平
等

と
は
、
ど
こ
ま
で
も
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
の
う
ち
に
開
か
れ
て
ゆ
く
主
体
的
な
概
念
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

決
し
て
現
代
の
通
念
と
な
っ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
固
定
化
さ
れ
、
客
観
的
に
外
か
ら
規
定
さ
れ
る
ご
と
き
概
念
で
は
な
い
の
で
あ

る
。な

お

華
厳
経

は
こ
の
よ
う
に
無
尽
に
平
等
を
論
じ
て
止
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
一
、
二
例
を
挙
げ
て
み
よ

う
。
た
と
え
ば

離
世
間
品

の
中
の
、

仏
子
よ
、
菩
薩
摩

薩
に
十
種
の
平
等
あ
り
。
何
ら
を
か
十
と
為
す
。
所
謂
る
、
一
切
の
衆
生
平
等
な
り
。
一
切
の
法
平
等
な

り
。
一
切
の
仏
刹
平
等
な
り
。
一
切
の
仏
乗
平
等
な
り
。
一
切
の
善
根
平
等
な
り
。
一
切
の
菩
提
平
等
な
り
。
一
切
の
願
平
等
な
り
。

一
切
の
波
羅
蜜
平
等
な
り
。
一
切
の
行
平
等
な
り
。
一
切
の
仏
平
等
な
り
。
仏
子
よ
、
こ
れ
を
菩
薩
摩

薩
の
十
種
の
平
等
と
為
す
。

も
し
菩
薩
摩

薩
、
こ
の
平
等
に
住
せ
ば
、
則
ち
一
切
諸
仏
の
無
上
な
る
平
等
を
具
足

16
せ
ん
。

あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
く

離
世
間
品

に
お
け
る
、

仏
子
よ
、
菩
薩
摩

薩
に
十
種
の
平
等
心
あ
り
。
何
ら
を
か
十
と
為
す
。
所
謂
る
、
一
切
の
功
徳
を
長
養
す
る
平
等
心
。
一
切

の
語
言
法
の
平
等
心
。
一
切
の
衆
生
に
お
け
る
平
等
心
。
一
切
衆
生
の
業
報
に
お
け
る
平
等
心
。
一
切
の
法
に
入
る
平
等
心
。
一
切

の
浄
穢
の
仏
刹
に
お
け
る
平
等
心
。
一
切
衆
の
性
、
も
し
は
好
、
も
し
は
醜
に
お
け
る
平
等
心
。
一
切
の
行
に
お
い
て
選
択
す
る
所

な
き
平
等
心
。
一
切
の
如
来
の
力
所
無
畏
に
入
る
平
等
心
。
一
切
の
如
来
の
智
慧
に
入
る
平
等
心
な
り
。
…
…
も
し
菩
薩
摩

薩
、

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

五
〇



こ
の
心
に
安
住
せ
ば
、
則
ち
如
来
の
無
上
な
る
平
等
心
を

17
得
ん
。

の
文
等
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

ま
た
大
乗
仏
教
に
お
け
る
平
等
論
が
縁
起
｜
空
の
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
見
、
用
語
を
異
に
す
る
よ
う
に
み
え
て
そ

の
内
実
は
平
等
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
相
い
重
な
る
用
語
も
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

不
二

a
d
v
a
y
a

（
こ
の

不
二
の
思
想
は
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

維
摩
経

で
は

入
不
二
法
門

と
し
て
展
開
さ
れ
る
）

無
差
別

a
b
h
ed
a

等
は
そ
の
典
型
的
な

用
例
で
あ
る
。

ま
た
、
平
等
に
関
す
る
比
喩
も
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば

法
華
経

に
お
い
て
は

一
味
の
雨
の
喩

で
も
っ
て
示

さ
れ
、

仏
の
平
等
の
説
は
一
味
の
雨
の
如
し
、
衆
生
の
性
に
随
っ
て
受
く
る
所
の
不
同
な
る
こ
と
、
か
の
草
木
の
稟
く
る
所
の
各
各
異

な
る
が

18
如
し
。

の
文
、
あ
る
い
は

華
厳
経

（
八
十
巻
本

如
来
出
現
品

）
の
中
の
、

譬
え
ば
大
雲
の
一
味
の
水
を
雨
ら
し
、
そ
の
雨
ら
す
所
に
随
い
て
無
量
に
差
別
す
る
が
如
く
、
如
来
の
出
現
も
亦
復
か
く
の
如

し
、
大
悲
一
味
の
法
水
を
雨
ら
し
、
宜
に
随
い
て
説
法
す
る
こ
と
無
量
に
差

19
別
す
。

等
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

あ
る
い
は
ま
た

無
差
別

の
語
に
関
し
て
も
、

華
厳
経

に
説
か
れ
る

心
・
仏
及
び
衆
生
、
こ
の
三
は
無
差
別

20
な
り

の
文
は

余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
西
欧
思
想
に
お
け
る
世
界
観
の
三
契
機
と
し
て
の

神
、
人
間
、
世
界

の
三
者
の
果
て
し
な
い
対

立
が
止
揚
さ
れ
て
、
平
等
に
も
と
づ
く
よ
り
高
次
の
世
界
観
の
展
開
が

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

平
等

と
い
う
一
つ
の
用
語
に
も
、

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

五
一



一
つ
の
文
化
の
存
立
の
根
幹
に
関
わ
る
契
機
が

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

結

論

以
上
に
お
い
て
仏
教
に
お
け
る

平
等

の
本
質
に
つ
い
て
の
論
究
を
試
み
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
現
在
、
一
般
に

え
ら
れ
て
い
る

平
等
の

え
方
と
は
お
よ
そ
別
の
精
神
的
次
元
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
平
等
論
も
、
そ
の
成
立
の
背
景
を

え
る
時
、
そ
こ
に
は
西
欧
的
キ
リ
ス
ト
教
に
そ
の
源
流
を
も
っ
て
い
る

点
等
も

え
ら
れ
、
た
と
え
ば
本
論
の
中
で
も
言
及
し
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
想
等
に
も
そ
れ
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
西
欧
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
平
等
論
の
か
か
る
宗
教
的
な
背
景
も
ほ
ぼ
消
滅
し
て
い
き
、
や
が
て
フ
ラ
ン

ス
革
命
の

人
権
宣
言

に
見
ら
れ
る
平
等
論
へ
と
帰
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
に
お
け
る
日
本
人
の
平
等
に
つ
い
て
の

え
方

も
、
ほ
ぼ
か
か
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
呪
縛
の
中
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今
後
の
必
須
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、
東
洋
文
化
の
本

来
の
根
源
底
に
立
ち
帰
り
、
改
め
て
そ
こ
か
ら
真
の
平
等
論
の
創
造
的
な
展
開
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

え
る
の
で
あ
る
。

註１

早
島
鏡
正
、
高
崎
直
道
、

仏
教
・
イ
ン
ド
思
想
辞
典

一
三
九
頁
参
照
。

２

三
枝
充

ブ
ッ
ダ
と
サ
ン
ガ

一
七
一
頁
参
照
。

３

増
谷
文
雄
、
梅
原
猛
共
著

仏
教
の
思
想
Ⅰ

智
慧
と
慈
悲

五
六
頁
参
照
。

４

大
正
大
蔵
経

第
二
巻

一
四
二
頁
中
。

５

望
月
仏
教
大
辞
典

四
六
三
六
頁
。

６

大
正
大
蔵
経

第
七
巻

九
四
二
頁
中
。

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

五
二



７

右
に
同
じ
。

８

極
大
と
極
小
と
の
仏
身
論
に
お
け
る
相
即
性
と
し
て
は
、
具
体
的
な
一
例
と
し
て

観
無
量
寿
経

に
お
け
る

阿
弥
陀
仏
は
神
通
如
意

に
し
て
十
方
の
国
に
於
い
て
変
現
し
た
ま
う
こ
と
自
在
な
り
。
或
い
は
大
身
を
現
ず
れ
は
虚
空
に
満
ち
、
小
身
を
現
ず
れ
ば
丈
六
八
尺
な

り
。

等
に
も
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
弥
陀
仏
の
実
体
の
空
性
が
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。（

大
正
大
蔵
経

第
十
二
巻

三
四
四
頁
下
。）

９

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス

知
あ
る
無
知

（
創
文
社
）
第
一
巻
第
四
章
。
一
五
頁
参
照
。

10

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

（

西
田
幾
多
郎
全
集

第
十
一
巻
所
収
）
参
照
。
こ
の
論
文
に
お
い
て

逆
対
応

の
用
語
が
二
十

数
回
に
わ
た
っ
て
登
場
し
、
仏
教
思
想
へ
の
更
な
る
接
近
が
顕
著
で
あ
る
。
な
お

逆
対
応

に
お
け
る

応

の
概
念
は

感
応
道
交

等
の
思
想
と
根
底
に
お
い
て
連
な
っ
て
い
る
こ
と
が

え
ら
れ
る
。

11

大
正
大
蔵
経

第
十
四
巻

五
四
八
頁
下
。

12

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

五
五
五
頁
下
。

13

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

五
五
八
頁
中
。

14

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

六
二
二
頁
下
。

15

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

六
二
七
頁
上
。

16

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

六
三
六
頁
上
。

17

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

六
三
六
頁
下
。

18

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

二
〇
頁
下
。

19

大
正
大
蔵
経

第
十
巻

二
六
四
頁
上
。

20

大
正
大
蔵
経

第
九
巻

四
六
五
頁
下
。

仏
教
に
お
け
る

平
等

概
念
に
つ
い
て
（
河
波

昌
）

五
三




	66号_部分47
	66号_部分48
	66号_部分49
	66号_部分50
	66号_部分51
	66号_部分52
	66号_部分53
	66号_部分54
	66号_部分55
	66号_部分56
	66号_部分57
	66号_部分58
	66号_部分59
	66号_部分60

