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　仏
教
認
識
論
は
、
解
脱
の
た
め
の
真
実
智
を
探
求
す
る
大
乗
仏
教
の
思

索
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
〈
正
し
い
認
識
手
段
〉（
プ
ラ
マ
ー
ナ
）
を
め

ぐ
る
思
想
の
総
体
で
あ
る
。「
認
識
論
」（epistem
ology

）
は
本
来
、
知

識
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）
の
探
究
を
目
指
す
西
洋
哲
学
由
来
の
言
葉
で
あ

る
が
、
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
の
射
程
に
は
、
認
識
の
起
源
や
本
質
、
そ
し
て
、

あ
る
認
識
が
真
で
あ
る
こ
と
の
条
件
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
収
ま
る
こ
と
を

考
慮
し
て
、
こ
こ
で
は
プ
ラ
マ
ー
ナ
論
を
「
認
識
論
」
と
表
示
す
る
。

　こ
の
思
想
を
確
立
し
た
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
陳
那
）
と
そ
の
後
継
者
で
あ

る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
法
称
）
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
に
正
し
い

認
識
を
与
え
る
源
泉
は
、
お
よ
そ
概
念
的
思
考
の
一
切
を
離
れ
た
と
こ
ろ

で
成
立
す
る
純
粋
な
知
覚
か
、
二
項
間
の
必
然
的
関
係
を
前
提
と
す
る
推

論
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
〈
正
し
い
認
識
手

段
〉
の
定
義
や
分
類
、
そ
し
て
そ
の
適
用
の
仕
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

り
、
仏
教
認
識
論
は
、
長
い
歴
史
を
通
し
て
多
彩
な
議
論
を
醸
成
し
て
き

た
。　そ

の
一
部
が
東
ア
ジ
ア
世
界
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
仏
教
認
識
論
と
い
う

知
的
遺
産
は
、
現
代
の
研
究
者
の
地
道
な
文
献
実
証
的
な
研
究
に
よ
り
、

徐
々
に
一
般
に
も
認
知
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
知
識
な
し
で
翻
訳
書
を
手
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
正

確
な
理
解
は
困
難
を
極
め
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
比
較
思
想

の
領
域
で
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
の
『
中
論
』
や
ヴ
ァ
ス
バ

ン
ド
ゥ
（
世
親
）
の
『
唯
識
二
十
論
』
な
ど
が
比
較
対
象
と
さ
れ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
作
が
比
較
の

俎
上
に
あ
が
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

　し
か
し
近
年
、
特
に
英
語
圏
で
活
躍
す
る
研
究
者
に
よ
り
仏
教
認
識
論

を
現
代
の
分
析
哲
学
や
現
象
学
、
あ
る
い
は
認
知
科
学
と
の
対
話
を
進
め

る
動
き
が
登
場
し
、
状
況
は
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
Ｔ
・
テ
ィ
レ
マ

ン
ズ
、
Ｇ
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
、
Ｍ
・
シ
デ
リ
ッ
ツ
、
Ｊ
・
ダ
ン
、
Ｄ
・
ア

〈
特
集
２
　
仏
教
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
比
較
思
想
〉

護

　山

　真

　也

　

　比
較
思
想
か
ら
見
た
仏
教
認
識
論
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こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
古
典
が
潜
在
的
に
も
つ
哲
学
的
意
義
を

他
領
域
の
研
究
者
に
受
け
取
り
や
す
い
形
で
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
現
在
、
英
語
圏
の
研
究
者
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い
る
動
機

の
一
つ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
あ
る
。
Ｇ
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

（
西
洋
の
な
か
で
）
ア
ジ
ア
の
思
想
を
学
ぶ
者
の
使
命
の
ひ
と
つ
は
、

そ
の
古
典
が
よ
り
広
い
思
想
史
の
な
か
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
そ
の
際
、
非
西
洋
の
思
想
を
提
示
す
る
と
き

に
は
、
他
の
諸
文
化
の
概
念
と
連
関
し
得
る
術
語
を
用
い
る
必
要
が

あ
る
。（
…
…
）
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
（
西
洋
中
心
的
な
）
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
書
か
れ
る
哲
学
史
の
な
か
に
イ
ン
ド
思
想
を
統
合

す
る
こ
と
に
は
、
あ
る
種
の
危
険
性
が
あ
る
。（
西
洋
の
視
点
か
ら

見
た
）〈
客
観
的
な
〉
概
念
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
と

し
て
、
復
元
さ
れ
る
べ
き
原
典
に
対
し
て
修
復
不
可
能
な
ダ
メ
ー
ジ

を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。（G. D

reyfus, 
Recognizing Reality, SU

N
Y Press, 1997, p. 11f.

）

　ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
西
洋
哲
学
の
術
語
で
仏
教
思
想
を
語
る
こ
と
は
、

西
洋
哲
学
に
馴
染
み
の
あ
る
読
者
の
理
解
を
助
け
る
と
い
う
利
点
が
あ
る

反
面
、
二
つ
の
伝
統
の
あ
い
だ
に
あ
る
差
異
が
消
さ
れ
る
こ
と
で
、
仏
教

思
想
の
固
有
性
が
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
の
危
険
性
を
十
分
に
理
解
し
て

い
る
。
だ
が
、
そ
の
リ
ス
ク
を
背
負
っ
て
も
、
仏
教
思
想
を
開
か
れ
た
思

想
史
の
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
景
に
は
、
伝
統
的
な
西
洋
哲
学

ー
ノ
ル
ド
、
Ｃ
・
コ
セ
ル
な
ど
の
研
究
者
は
、
西
洋
哲
学
の
概
念
や
術
語

を
用
い
て
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
思
想
を
解
説
し
、
分

析
哲
学
や
現
象
学
を
プ
ロ
パ
ー
と
す
る
研
究
者
と
の
学
際
的
な
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
形
で
様
々
な
共
同
研
究
を
展
開
し
て
い
る
。

　こ
こ
で
読
者
の
な
か
に
は
、
今
か
ら
千
年
以
上
前
の
、
し
か
も
非
西
洋

の
思
想
の
一
つ
で
あ
る
仏
教
認
識
論
を
わ
ざ
わ
ざ
現
代
の
哲
学
に
対
応
さ

せ
て
論
じ
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
疑
問
を
も
た
れ
る
方
も

あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
仏
教
学
は
古
典
学
の
一
つ
で
あ
り
、
写
本
に
基

づ
く
原
典
批
評
と
歴
史
的
・
文
化
的
な
文
脈
の
な
か
に
当
該
の
資
料
を
位

置
付
け
る
厳
密
な
文
献
学
の
手
法
で
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
文
献
学
的
な
土
台
の
な
い
と
こ
ろ
で
思
想
を
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
基
本
線
は
今
後

も
蔑
ろ
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
仏

教
学
が
古
典
学
の
牙
城
に
閉
じ
こ
も
っ
た
ま
ま
で
よ
い
こ
と
を
含
意
す
る

わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
同
じ
く
哲
学
の
古
典
と
さ
れ
る
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
哲
学
者
た
ち
の
著

作
は
、
形
而
上
学
や
認
識
論
、
美
学
か
ら
倫
理
学
ま
で
多
様
な
テ
ー
マ
を

扱
う
現
代
の
分
析
哲
学
の
潮
流
の
な
か
で
、
刺
激
的
な
ア
イ
デ
ア
を
与
え

続
け
る
参
照
軸
と
し
て
常
に
読
み
返
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
直
さ
れ
て
い
る
。

な
ら
ば
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
作
も
ま
た
、
同
じ

よ
う
に
現
代
の
哲
学
者
た
ち
に
ア
イ
デ
ア
を
与
え
る
参
照
軸
と
し
て
読
み

直
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
仏
教
学
の
研
究
者
の
使
命

は
、
自
分
た
ち
が
取
り
扱
う
テ
キ
ス
ト
を
単
な
る
古
典
と
し
て
提
示
す
る
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　第
一
の
視
点
は
、
翻
訳
に
関
わ
る
。
お
よ
そ
仏
教
認
識
論
に
限
ら
ず
、

非
西
洋
の
思
想
を
比
較
思
想
の
土
俵
に
の
せ
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
ま

で
西
洋
哲
学
の
術
語
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
ま
ず
は
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
仏
教
に
固
有
の
文
脈
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
漢
訳
を
そ
の

ま
ま
訳
語
と
し
て
採
用
し
た
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
チ
ベ
ッ
ト
語
を

そ
の
ま
ま
音
訳
す
る
よ
う
で
は
、
異
文
化
間
対
話
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
西
洋
哲
学
の
術
語
を
無
批
判
に
使
用
し
て
し
ま
う
と
思
わ

ぬ
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
仏

教
認
識
論
と
西
洋
の
経
験
論
と
は
類
似
し
た
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る

だ
け
に
、
後
者
の
問
題
が
生
じ
や
す
い
。
逆
に
、
そ
の
点
に
注
意
を
怠
ら

な
け
れ
ば
、
翻
訳
の
場
面
で
こ
そ
、
比
較
思
想
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
効
果

が
期
待
で
き
る
。

　一
例
と
し
て
、〈
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
〉（jñāna

）
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の
翻
訳
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
語
は
一
般
に
は
「
認
識
」（cognition

）

と
も
「
知
識
」（know

ledge

）
と
も
訳
さ
れ
る
。
一
見
す
る
と
、
両
者
に

は
違
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
西
洋
の
認
識

論
に
理
解
が
あ
れ
ば
、
後
者
に
は
「
正
当
化
さ
れ
た
真
な
る
信
念
」

（justified true belief

）
と
い
う
古
典
的
定
義
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

定
義
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
想
起
さ
れ

る
。
ま
た
、「
知
識
」
は
、
蓄
積
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
呼
び
起
こ
さ
れ

る
も
の
と
い
う
含
意
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
〈
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
〉
に
当
て
は

ま
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
〈
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
〉
は
、

瞬
間
的
に
生
じ
て
は
滅
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

が
説
く
真
理
の
普
遍
性
を
批
判
し
、
多
様
な
文
化
や
価
値
へ
の
配
慮
を
促

す
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
ネ
オ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
の
運
動
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
彼
ら
自
身
の
文
化
に
馴
染

み
の
概
念
を
用
い
て
、
他
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
の
暴
力
性
に
自
覚
的
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
で
継
続
さ
れ
る
対
話
を
通
し
て
、
自
文
化
の
な
か
に

他
者
の
眼
差
し
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
見
い
だ
し
て

い
る
。

　文
化
間
対
話
を
指
向
す
る
大
き
な
潮
流
は
、
北
米
に
お
け
る
哲
学
教
育

の
現
場
も
席
巻
し
つ
つ
あ
る
。
仏
教
学
者
の
Ｊ
・
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
が
中

国
哲
学
の
研
究
者
Ｂ
・
フ
ァ
ン
・
ノ
ー
デ
ン
と
と
も
に
二
〇
一
六
年
五
月

十
六
日
付
け
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
』
に
寄
稿
し
た
「
も
し
哲
学

が
多
様
化
を
望
ま
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
を
本
当
の
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
」（If Philosophy W

on’t D
iversify, Let’s Call It W

hat It Really Is

）

と
い
う
論
説
で
は
、
多
様
な
文
化
的
背
景
を
も
つ
学
生
が
集
ま
る
米
国
の

諸
大
学
で
欧
米
哲
学
中
心
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
、
中
国
哲
学
や
イ

ン
ド
哲
学
、
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
な
ど
世
界
の
諸
思
想
が
教
え
ら
れ
て
い
な

い
状
況
に
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
教
育
の
現
場
が
変
わ
れ
ば
、

研
究
の
方
向
性
も
お
の
ず
と
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
過
渡
期
に
当
た
る

今
、
仏
教
認
識
論
も
ま
た
古
典
学
の
枠
組
み
を
超
え
た
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
仏
教
認
識
論

を
比
較
思
想
の
議
論
の
な
か
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
で

は
、
現
時
点
で
筆
者
が
重
要
と
考
え
る
三
つ
の
視
点
を
提
言
し
た
い
。
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象
は
、
外
界
に
あ
る
物
理
的
な
対
象
と
は
異
な
る
心
的
対
象
、
す
な
わ
ち

感
覚
与
件
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
テ

ィ
ミ
ラ
眼
病
（
飛
蚊
症
）
を
患
う
人
間
を
例
と
し
て
、
そ
の
人
物
が
外
界

の
灯
火
を
眺
め
る
と
き
に
極
彩
色
の
円
環
の
〈
形
象
〉
が
見
え
る
と
い
う

事
例
を
分
析
し
て
、
知
覚
対
象
と
な
る
〈
形
象
〉
の
存
在
の
証
明
を
試
み

て
い
る
。
議
論
の
細
部
は
異
な
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
実
在
と
現
象
の
二
重

性
に
鋭
い
分
析
の
目
を
向
け
て
い
る
。

　し
た
が
っ
て
、
経
験
論
の
議
論
を
参
照
軸
と
し
て
現
代
の
知
覚
の
問
題

を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
仏
教
認
識
論
の
議
論
も
一
つ
の
参
照
軸
と
す
る

こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
議
論
に
は
見
逃
す
こ
と

の
で
き
な
い
幾
つ
か
の
相
違
点
も
ま
た
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
二
点
だ
け

簡
略
に
記
し
て
お
く
。

　一
つ
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
論
理
実
証
主
義
者
の
議
論
に
よ

れ
ば
、
感
覚
与
件
は
不
可
謬
の
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
の
経
験
的
知
識
の

基
礎
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
仏
教
認
識
論
の
場
合
に
も
同
様
の
基

礎
づ
け
主
義
的
な
発
想
が
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
次
節
で
確
認
す
る
通
り
、
仏
教
認
識
論
の
議
論
は
瑜
伽
行
派

に
よ
る
瞑
想
の
実
践
を
背
景
と
す
る
。
そ
の
実
践
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、〈
形

象
〉
は
不
可
謬
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
私
た
ち
の
迷
い
を
生
み
出
す
原

因
と
し
て
否
定
さ
れ
た
。
確
か
に
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
、〈
形
象
〉
が
経

験
的
知
識
の
基
礎
と
捉
え
ら
れ
て
も
い
る
が
、
異
な
る
文
脈
で
は
、
そ
れ

は
解
体
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
形
象
〉

の
両
義
的
性
格
は
、
感
覚
与
件
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
私
た
ち
は
、
そ

れ
自
体
は
真
で
も
偽
で
も
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
訳
語
と
し
て
は

「
認
識
」
の
方
が
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
し
て
仏
教
認
識
論
の
一
つ
一
つ
の
術
語
を
精
査
し
て
ゆ
く

こ
と
が
比
較
思
想
の
実
践
で
あ
り
、
他
の
諸
思
想
と
の
対
話
の
た
め
の
不

可
欠
の
作
業
で
あ
る
。

　第
二
の
視
点
は
、
比
較
の
方
法
論
に
関
わ
る
。
時
代
や
地
域
を
異
に
す

る
二
つ
の
伝
統
を
比
較
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
両
者
に
共
通
す
る
要
素

や
モ
デ
ル
を
見
極
め
、
そ
の
後
に
細
部
の
相
違
点
を
一
つ
一
つ
検
討
す
る

手
法
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

　ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
意
識
は
瞬
間
的
に

生
滅
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
日
常
的
な
場
面
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
は

外
界
対
象
か
ら
の
刺
激
を
受
け
て
、
そ
の
対
象
の
〈
形
象
〉（ākāra

）
を

意
識
内
部
に
形
成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
対
象
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
と

い
う
構
造
を
有
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
議
論
は
た
だ
ち
に
ロ
ッ

ク
に
代
表
さ
れ
る
経
験
論
の
枠
組
み
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
両
者
に
共
通
す

る
の
は
、
私
た
ち
は
外
界
の
事
物
そ
の
も
の
を
直
接
に
知
る
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
意
識
内
部
に
形
成
さ
れ
る
感
覚
与
件
を
通
し

て
間
接
的
に
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

　さ
ら
に
言
え
ば
、
西
洋
哲
学
の
文
脈
で
は
、
感
覚
与
件
の
存
在
は
錯
覚

論
法
と
呼
ば
れ
る
議
論
か
ら
導
か
れ
る
が
、
同
様
の
考
え
は
ダ
ル
マ
キ
ー

ル
テ
ィ
も
表
明
し
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
錯
覚
論
法
で
は
、
水
に
差
し

た
棒
が
屈
折
し
て
見
え
る
事
例
を
通
し
て
、
私
た
ち
の
直
接
的
な
知
覚
対
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し
て
の
心
の
在
り
方
の
み
を
認
め
る
立
場
に
立
脚
し
た
。
現
代
の
研
究
者

に
よ
り
〈
ス
ラ
イ
ド
す
る
分
析
尺
度
〉（sliding scale of analysis

）
と
呼

ば
れ
る
思
考
法
を
通
し
て
、
外
界
実
在
論
か
ら
瑜
伽
行
派
の
空
の
立
場
ま

で
、
自
在
に
そ
の
立
場
を
変
え
な
が
ら
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
読
み

手
を
真
実
の
世
界
へ
と
導
く
。

　も
う
少
し
詳
細
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
日
常
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
私
た
ち
は
外
界
対
象
の
刺
激
を
通
し
て
意

識
に
映
じ
る
〈
形
象
〉
を
あ
た
か
も
外
界
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い

な
し
て
い
る
。
こ
の
思
い
な
し
の
働
き
を
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
〈
実
体

視
〉（adhyavasāya

）
と
呼
ぶ
。
私
た
ち
の
日
常
的
な
世
界
は
、
あ
た
か

も
外
界
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
分
た
ち
が
実
体
視
し
て
い
る
対
象
で

構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
迷
い
の
状
態
で
あ
る
。〈
実
体
視
〉
は
概
念
的
な

作
用
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
世
界
は
、
概
念
的
に
構
想
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
外
部
は
（
私
た
ち
に
は
）
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

こ
の
〈
実
体
視
〉
は
習
慣
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
堅
固
に
な
り
、

そ
れ
が
あ
た
か
も
所
与
の
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
私
た
ち
に
植

え
つ
け
る
。
一
方
、
迷
い
の
状
態
か
ら
悟
り
の
状
態
を
目
指
し
て
宗
教
的

実
践
を
行
う
と
、
こ
の
意
識
が
次
第
に
変
容
し
て
い
く
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

諸
行
無
常
を
瞑
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、〈
無
常
性
〉
と
い
う
普
遍
的
な
も

の
が
そ
れ
ま
で
の
知
覚
世
界
に
上
書
き
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
描
か
れ

る
。　こ

の
よ
う
な
宗
教
的
要
素
は
、
西
洋
に
お
け
る
知
覚
の
哲
学
に
は
馴
染

ま
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
よ
り
広
く
知
覚
の
変
容

の
相
違
が
生
ま
れ
る
背
景
に
目
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
各
々
の
思
想
の
輪
郭

を
明
瞭
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　も
う
一
つ
は
、〈
形
象
〉
に
は
〈
自
己
認
識
〉（svasam

vedana

）
と
呼

ば
れ
る
知
覚
の
働
き
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ィ
グ
ナ
ー

ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
一
瞬
間
に
生
じ
る
意
識
の
な
か
に
、
そ
の

意
識
を
自
ら
反
省
的
に
捉
え
る
自
己
認
識
の
作
用
を
想
定
し
、
あ
ら
ゆ
る

意
識
に
は
必
然
的
に
そ
の
志
向
的
対
象
と
同
時
に
、
い
わ
ば
経
験
の
主
体

と
な
る
も
の
を
保
証
す
る
契
機
（
把
握
主
体
の
現
れ
）
が
あ
る
と
考
え
る
。

デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
や
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
な
ど
を
比
較
の
対
象
と

し
て
想
定
し
な
が
ら
慎
重
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
管
見
の

限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
自
己
認
識
〉
と
一
致
す
る
考
え
方
は
西
洋
の

議
論
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、〈
自
己
認
識
〉
の
理
論
は
現

代
の
知
覚
の
哲
学
の
諸
問
題
に
新
た
な
知
見
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

　第
三
の
視
点
は
、
比
較
思
想
の
意
義
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
認
識

論
に
固
有
の
議
論
を
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
知
覚
の
哲
学
を

相
対
化
す
る
眼
差
し
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　仏
教
認
識
論
に
固
有
の
要
素
と
し
て
、
そ
れ
が
救
済
論
（soteriology
）

あ
る
い
は
解
脱
論
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
前
節

で
見
た
通
り
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
知
覚
の
分
析
を
行
う
際
に
、
外
界

対
象
を
前
提
と
す
る
日
常
的
な
場
面
を
想
定
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
一

方
で
、
究
極
的
に
は
、
瑜
伽
行
派
の
伝
統
に
立
ち
返
り
、
外
界
対
象
を
否

定
し
、
ま
た
そ
の
表
象
で
あ
る
〈
形
象
〉
も
否
定
し
、
純
然
た
る
輝
き
と
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研
究
を
よ
り
広
い
領
域
に
開
い
て
い
く
べ
き
時
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　＊
追
記

　本
稿
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
以
下
の
拙
論
お
よ
び
論
文
集
が
公

判
さ
れ
た
。

　
　護
山
真
也
「
仏
教
哲
学
の
可
能
性

│
無
我
説
を
め
ぐ
る
西
洋
哲
学
と
の
対
話
」

『
現
代
思
想
二
〇
一
八
年
臨
時
増
刊
号
：
仏
教
を
考
え
る
』、
二
〇
一
八
、
一
三
八

│
一
五
一
頁
。
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（
も
り
や
ま
・
し
ん
や
、
仏
教
認
識
論
、
信
州
大
学
准
教
授
）

や
多
様
性
を
視
野
に
お
さ
め
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
思
想
間
に
は
緊
密
な
つ

な
が
り
が
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
の
周
り
に
は
知
覚
に
関
わ
る
様
々
な

病
気
や
障
害
を
抱
え
た
人
た
ち
が
い
る
が
、
彼
ら
の
知
覚
経
験
と
比
べ
て
、

健
常
者
の
知
覚
の
方
が
真
正
な
も
の
と
し
て
特
権
化
さ
れ
る
根
拠
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
西
洋
の
知
覚
論
で
議
論
さ

れ
る
上
記
の
問
題
は
、
宗
教
的
直
感
と
日
常
的
な
知
覚
と
の
差
異
と
連
続

を
問
題
に
す
る
仏
教
の
議
論
と
同
型
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
代
の
知
覚
の
哲
学
で
は
知
覚
に
お
け
る
身

体
性
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
瞑
想
に
基
づ
く
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
感
を
論

じ
る
仏
教
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
呼
吸
や
感
覚
器
官
の
制
御
な
ど

知
覚
を
成
立
さ
せ
る
身
体
的
要
素
の
考
察
か
ら
、
知
覚
の
変
容
を
可
能
に

す
る
条
件
を
探
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
認

識
論
を
参
照
軸
と
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
知
覚
の
哲
学
で
論
じ
ら
れ
た
問

題
を
さ
ら
に
別
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
契
機
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　以
上
、
仏
教
認
識
論
を
比
較
思
想
の
文
脈
で
捉
え
直
し
、
現
代
の
認
識

論
や
知
覚
の
哲
学
に
接
続
す
る
た
め
の
三
つ
の
視
点
を
提
示
し
た
。
冒
頭

に
も
記
し
た
通
り
、
現
在
、
英
語
圏
の
仏
教
認
識
論
の
研
究
は
比
較
思
想

的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
豊
か
な
成
果
を
積
み
重
ね
て
い
る
。
彼
ら
の
研
究
を

そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
も
の
の
、
そ
れ

ら
は
狭
い
専
門
の
垣
根
を
越
え
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
世
界
が
あ
る
こ
と

を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
私
た
ち
も
ま
た
、
本
邦
で
培
わ
れ
た
文
献
実
証

的
な
研
究
ス
タ
イ
ル
の
利
点
を
十
分
に
活
か
し
な
が
ら
、
仏
教
認
識
論
の


