
浄
土
教
は
宗
教
と
し
て
の
佛
教
と
い
う
性
格
を
最
も
顕
著
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
・
．
そ
れ
は
佛
教
に
は
思
想
的
な
側
面
と
宗
教
的
な
側
面
と
が
あ
っ
て
、
一
般
に
は
思
想
的
な
面
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、

浄
土
教
は
比
較
的
に
宗
教
的
な
色
彩
を
濃
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗
教
的
な
側
面
が
濃
く
現
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
論
理
化
し
得
な
い
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
浄
土
教
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め

る
た
め
に
は
、
広
い
分
野
か
ら
の
多
角
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
浅
学
卑
才
の
な
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
近

頃
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
中
国
に
お
け
る
佛
教
受
容
よ
り
浄
土
教
の
成
立
に
い
た
る
過
程
を
眺
め
る
に
つ
い
て
、
文
献
の
表
面
に
は
見
出

し
に
く
い
い
く
つ
か
の
事
項
を
一
応
考
慮
に
入
れ
て
お
い
て
、
浄
土
教
を
眺
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
宗
教
的
な
も
の
を
求
め
る
必
然
性
を
も
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
宗
教

性
の
域
内
に
お
い
て
輪
廻
転
生
と
い
う
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
に
佛
教
が
受
容
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

浄
土
の
意
義
に
つ
い
て

≠や
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宗
教
と
し
て
の
佛
教
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
が
宗
教
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
、
そ
う
で
は
な
い
側
面
と
を
も
つ
と
も
い
え
よ
う
。
宗
教

的
で
は
な
い
側
面
と
は
、
概
念
化
し
て
い
く
側
面
、
す
す
ん
で
は
思
想
的
に
哲
学
的
に
体
系
化
し
て
い
く
側
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ

れ
わ
れ
が
教
理
と
し
て
み
る
も
の
は
、
そ
の
思
想
的
な
側
面
で
あ
る
。
こ
の
思
想
的
な
側
面
と
宗
教
的
な
側
面
と
は
、
相
互
に
関
り
を
も

ち
つ
つ
展
開
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
思
想
が
よ
り
高
度
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
な
面
が
純
化
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
成

り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
も
歴
史
的
な
流
れ
の
う
ち
に
お
い
て
そ
れ
が
み
ら
れ
る
場
合
と
、
一
個
人
の
内
に
行
な
わ
れ
る
場

合
と
が
あ
る
。
一
つ
の
宗
教
的
な
体
験
は
や
が
て
思
索
さ
れ
、
教
理
と
し
て
思
想
的
に
体
系
化
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
体
系
化
が
な

さ
れ
終
る
と
膠
着
状
態
を
き
た
し
て
、
宗
教
的
な
側
面
か
ら
の
反
省
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
反
省
を
と
も
な
う
宗
教
的

体
験
が
深
め
ら
れ
て
、
そ
の
上
で
ま
た
思
想
的
な
体
系
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
初
期
の
佛
教
に
お
い
て
も
、
法

の
伝
承
は
す
で
に
形
態
化
さ
れ
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
、
部
派
佛
教
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
法
の
体
系
化
が
な
さ
れ
る
・
そ
し
て
そ
の
反

省
を
起
因
と
し
て
興
起
し
た
大
乗
運
動
に
お
い
て
も
、
や
が
て
そ
の
教
理
の
体
系
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
み
ら
れ

る
〃
宗
″
の
佛
教
も
、
経
や
論
の
研
究
を
経
過
し
た
上
で
の
、
思
想
的
な
体
系
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
流
れ
に

み
ら
れ
る
相
互
関
係
と
同
時
に
、
一
個
人
の
宗
教
性
の
内
に
も
そ
の
二
面
の
関
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は

思
想
が
よ
り
高
度
に
な
る
に
つ
れ
て
、
宗
教
的
な
面
が
純
化
さ
れ
る
、
と
い
う
関
係
が
よ
り
一
層
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
思

中
国
の
佛
教
徒
は
一
度
輪
廻
説
を
承
認
し
、
そ
の
上
で
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど

る
中
に
中
国
佛
教
の
特
色
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
神
滅
不
滅
の
論
争
は
も
と
よ
り
、
頓
悟
漸
悟
の
論
争
に
も
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
浄
土
往
生
の
意
義
を
眺
め
る
上
で
も
、
輪
廻
転
生
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
臨
命
終
時
の

往
生
業
が
、
菩
薩
の
化
生
と
な
る
か
輪
廻
の
化
生
で
あ
る
か
の
問
題
に
も
関
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

二
、
輪
廻
転
生
の
宗
教
性

QT
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想
あ
る
い
は
教
法
は
言
語
や
文
字
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
が
、
｜
宗
教
的
な
側
面
は
そ
の
行
為
に
依
っ
て
具
体
的
に
表
わ
さ
れ
て
伝
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
人
に
依
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
思
想
は
そ
こ
に
著
述
さ
れ
た
文
献
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
へ
巻
示
教
的
な
側

面
は
伝
記
に
記
さ
れ
る
事
蹟
よ
り
推
測
す
る
外
は
な
い
こ
と
に
な
ゑ
や
中
国
佛
教
の
中
で
師
資
相
承
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
の
一
面
に
は
、

確
か
に
自
己
の
主
張
を
そ
れ
に
よ
っ
て
正
当
な
も
の
と
権
威
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
の
あ
る
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
ノ
し
か
し

宗
教
的
な
面
が
人
に
依
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
説
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
℃
，
了
・
↑
〆
到

翁
宗
教
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
型
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
に
深
齢
関
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
ハ
存

在
す
る
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
限
定
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
み
か
ら
小
し
た
が
っ
て
人
間
が
生
存
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
限
定
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
生
存
を
維
持
し
典
列
と
す
る
欲
求
を
、
本
能
的
な
も
の
と
し
て
認
め

る
の
で
あ
れ
ば
、
く
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
け
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
《
へ
の
志
向
的
な
作
用
が
、
口
そ
こ
に
本
能
と
し
て
同
時
に
具
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
存
在
以
前
へ
の
志
向
的
な
作
用
は
、
た
だ
存
在
へ
の

欲
求
に
対
応
し
て
あ
る
の
み
の
も
の
で
あ
っ
て
Ｊ
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
で
も
な
く
、
ま
た
生
存
を
否
定
し
よ
う
と
す
る

作
用
で
も
幻
い
。
－
も
し
そ
れ
を
存
在
否
定
の
作
用
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
Ｔ
そ
れ
は
存
在
維
持
”
へ
の
欲
求
の
域
内
で
の
思
惑
に
す
ぎ
な

い
と
言
え
よ
う
。
宗
教
に
お
け
る
思
想
的
な
側
面
と
存
在
維
持
へ
の
欲
求
が
同
一
の
方
向
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
志
向
的
な
作
用
と
宗
教

的
な
側
面
と
は
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
日
常
的
な
生
存
に
お
い
て
は
、
思
想
的
な
側
面
は
存
在
維
持
の
欲
求
の
属
性
の

う
ち
に
は
た
ら
き
、
宗
教
的
な
側
面
は
思
想
の
過
渡
的
な
行
き
づ
ま
り
に
お
い
て
、
時
折
に
露
呈
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
意
識
す
る

と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
た
び
宗
教
的
な
自
覚
が
な
毎
測
る
劃
、
宗
教
的
な
側
面
の
強
い
活
動
が
起
り
、
存
在
以
前
へ
復
帰
し
よ

う
と
す
る
志
向
的
な
作
用
が
は
た
ら
く
。
こ
己
に
存
在
維
持
へ
郡
欲
求
は
、
無
限
定
へ
の
志
向
を
意
識
し
た
限
定
感
を
伴
な
い
つ
つ
、
そ

の
生
存
を
持
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
自
覚
の
域
内
に
お
け
る
生
存
へ
の
欲
求
の
あ
ら
わ
れ
は
、
志
向
的
な
作

用
を
積
極
的
に
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
る
も
の
と
、
深
化
さ
せ
得
な
い
ま
ま
に
存
在
維
持
ぺ
の
欲
求
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と

ワ
》
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浄
土
に
つ
い
て
は
多
く
の
大
乗
経
典
に
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
浄
土
経
典
に
は
そ
の
荘
厳
の
諸
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
浄
土
の

意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
に
は
、
翻
訳
者
鳩
摩
羅
什
が
「
経
の
始
終
は
浄
国
に
よ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
そ
の
心
浄

き
に
随
っ
て
則
ち
佛
土
浄
し
」
の
文
に
代
表
さ
れ
る
維
摩
経
が
あ
る
。
そ
の
佛
国
品
第
一
で
は
菩
薩
の
浄
土
の
行
が
説
か
れ
、
浄
土
は
菩

薩
行
が
衆
生
と
関
わ
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
は
直
心
・
深
心
・
大
乗
心
（
菩
提
心
）
の
三
心
や
六
波
羅

蜜
な
ど
の
菩
薩
行
が
菩
薩
の
浄
土
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
菩
薩
行
が
浄
ま
れ
ぱ
智
慧
も
浄
ま
り
、
智
慧
が
浄
ま
れ
ぱ
そ
の
心
も
浄
ま
り
、

心
が
浄
ま
れ
ぱ
一
切
の
功
徳
も
浄
ま
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
佛
土
も
浄
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
経
文
に
依
る
な
ら
ば
、
浄
土
と
は

土
を
清
浄
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
清
浄
に
す
る
は
た
ら
き
が
菩
薩
行
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
清
浄
と
は
無
執
著
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
執
著
す
る
こ
と
の
な
い
心
が
浄
士
で
あ
る
。
ま
た
土
と
は
衆
生
と
器
の
二
世
間
、
あ
る
い
は
依
正
二
報
で
あ
ら
わ
さ
れ

中
国
に
お
い
て
佛
教
が
受
容
さ
れ
る
過
程
の
中
で
、
輪
廻
説
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
浄
土
教
の
成
立
に

お
い
て
も
ま
た
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
輪
廻
転
生
と
い
う
考
え
方
は
、
宗
教
的
な
自
覚
の
域
内

に
お
い
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
と
は
い
え
、
存
在
そ
の
も
の
に
根
ざ
す
宗
教
性
の
う
ち
に
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
生
存
の
生
理
的

な
断
絶
で
あ
る
死
を
も
っ
て
、
無
に
帰
す
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
真
実
に
つ
い
て
の
無
知
を
示
す
も
の
に

す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
死
は
決
し
て
生
存
の
終
着
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
浄
土
教
の
成
立
す
る
所
以
が
あ
る
。

が
考
え
ら
れ
る
。
一

が
要
求
さ
れ
る
。
一

え
て
み
た
い
。
こ
（

る
も
の
で
は
な
い
。 』

前
者
は
宗
教
的
な
思
想
の
体
系
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
積
極
的
な
深
化
へ
の
心
的
な
転
換

〕
そ
れ
に
対
し
て
自
覚
の
域
内
に
あ
り
な
が
ら
も
、
深
化
さ
せ
得
な
い
ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
し
て
輪
廻
転
生
を
考

こ
の
よ
う
に
輪
廻
説
は
宗
教
意
識
の
う
ち
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
日
常
的
な
意
識
に
お
い
て
理
解
さ
れ
得

三
、
一
音
説
法
に
つ
い
て

n n
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る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
の
行
為
の
結
果
に
お
い
て
顕
現
し
た
、
主
観
と
客
観
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
認
識
の
状
況
に
あ
た
り
、

菩
薩
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
清
浄
へ
向
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
に
現
わ
れ
る
の
は
無
執
著
の
世
界
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

そ
の
よ
う
な
浄
土
が
た
だ
菩
薩
の
心
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
、
菩
薩
に
関
わ
る
す
寺
へ
て
の
も
の
が

清
浄
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
維
摩
経
で
は
こ
れ
を
「
衆
生
の
類
、
こ
れ
菩
薩
の
佛
土
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
経

文
に
つ
い
て
の
鳩
摩
羅
什
お
よ
び
そ
の
門
弟
で
あ
る
僧
肇
と
道
生
の
解
釈
は
、
三
人
三
様
に
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
ま
ず
羅
什
は
、

浄
土
が
成
立
す
る
条
件
と
し
て
、
菩
薩
の
功
徳
と
衆
生
と
衆
生
の
功
徳
の
三
種
を
挙
げ
、
こ
れ
が
浄
ま
れ
ば
浄
土
が
完
成
す
る
と
い
う
。

菩
薩
の
清
浄
行
が
完
成
す
る
た
め
に
は
～
そ
の
周
辺
す
べ
て
が
清
浄
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
浄
土
は
そ
の
三
種
に
よ
っ
て
橘

成
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
に
僧
肇
は
、
如
来
の
浄
土
は
形
象
を
も
と
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
衆
生
に
応
じ
て
形

相
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
佛
土
を
視
る
衆
生
の
業
報
に
よ
っ
て
、
異
っ
た
相
の
土
が
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
真
実
土

は
無
相
で
あ
る
が
、
佛
土
を
求
め
る
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
、
様
為
な
相
の
佛
土
が
顕
現
し
得
る
こ
と
を
述
べ
る
の
で
、
如
来
の
自
在
な

慈
悲
行
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
道
生
は
、
浄
土
の
行
は
浄
土
を
も
た
ら
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
＄
浄
土
を
造
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
の
で
、
浄
土
を
造
る
の
は
衆
生
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
佛
国
土
は
、
浄
行
に
よ
っ
て
「
土
を
致
す
」
菩
薩
と
、
「
土
を
造

る
」
衆
生
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
浄
土
の
有
無
は
衆
生
に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
人
の
解
釈
が
異
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
‐
少
し
く
相
違
の
あ
る
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
経

文
と
合
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
の
意
義
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
菩
薩
は
菩
提
心
を
起
こ
し
て
、
衆
生
の
願
い
に

応
じ
た
誓
願
を
立
て
、
清
浄
（
無
執
著
）
の
行
を
実
践
す
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
は
、
佛
菩
薩
の
清
浄
行
の
結
果
に
お
い
て
成
立
す
る
と

こ
ろ
の
、
無
執
著
で
あ
り
無
相
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
が
完
成
す
る
の
は
、
佛
国
土
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

そ
れ
は
衆
生
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
菩
薩
が
清
浄
行
を
完
成
す
る
と
佛
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は
誓
願

に
応
じ
た
衆
生
が
来
生
し
、
佛
国
土
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
佛
土
は
も
と
も
と
は
清
浄
無
相
の
土
で
あ
る
が
、
衆
生
の
行
業
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佛
以
一
音
演
説
法
、
衆
生
随
類
各
得
解
、
皆
謂
世
尊
同
其
語
、
斯
則
神
力
不
共
法
。

と
あ
る
。
こ
の
「
類
に
随
っ
て
お
の
お
の
解
を
得
る
」
と
は
、
類
は
衆
生
の
能
力
ま
た
は
そ
の
種
類
と
も
受
取
ら
れ
る
が
＄
衆
生
そ
れ
ぞ
れ

の
分
に
応
じ
て
了
解
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
分
に
応
じ
て
の
了
解
が
、
も
し
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
理
解
と
な
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
一
音
説
法
の
意
義
が
な
く
な
り
、
神
力
不
共
法
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
皆
、
世
尊
は
そ
の
語
を
同
じ
く
す
と
謂
う
」
と
は
、

自
分
と
同
じ
言
葉
で
語
ら
れ
た
、
自
分
に
向
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
各
自
が
勝
手
に
思
い
込
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
衆
生
が
分
に
随
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
し
か
も
佛
と
同
じ
言
葉
で
語
り
得
た
と
い
う
こ

と
は
、
一
音
説
法
が
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
、
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
音
は
無
音
に
通
じ
、
後

の
入
不
二
門
品
第
九
に
み
ら
れ
る
「
時
に
維
摩
詰
、
黙
然
と
し
て
言
な
し
」
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
を
絶
し
た
真
実
の

世
界
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
真
実
の
世
界
は
無
限
定
で
あ
り
、
衆
生
の
言
葉
は
限
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
。

衆
生
は
限
定
に
お
い
て
あ
る
言
葉
を
手
懸
り
に
佛
の
無
限
定
の
世
界
を
知
ら
さ
れ
、
佛
は
無
限
定
の
真
実
を
無
言
か
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て

衆
生
に
教
示
す
る
。
一
音
説
法
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
維
摩
経
の
こ
の
偶
頌
は
佛
の
神
力
を

挙
げ
れ
ば

佛
以
一

と
あ
る
。

あ
る
が
、
も
と
も
と
は
釈
迦
一

士
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
浄
土
を
説
く
維
摩
経
は
、
ま
た
一
音
教
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
佛
国
品
に
菩
薩
の
浄
土
の
行
が
説
か
れ
る
前
に
＄

宝
積
長
者
子
の
佛
を
讃
嘆
す
る
掲
頌
が
あ
り
、
そ
の
中
で
佛
の
神
力
不
共
法
を
称
え
る
一
連
の
偶
文
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
一
個
を

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
相
が
現
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
維
摩
経
が
心
浄
土
浄
を
説
く
の
は
、
道
生
が
解
釈
す
る
よ
う
な
「
浄
土
を
も
た
ら

す
」
意
味
で
あ
り
、
衆
生
の
行
業
に
よ
る
相
土
が
現
わ
れ
る
の
は
、
清
浄
行
の
功
徳
か
ら
生
じ
た
佛
の
慈
悲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
佛
国

品
の
こ
の
後
の
文
で
は
、
佛
の
威
神
力
を
受
け
た
舎
利
弗
の
質
問
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
娑
婆
世
界
も
ま
た
衆
生
か
ら
す
る
な
ら
ば
穣
土
で

あ
る
が
、
も
と
も
と
は
釈
迦
如
来
の
清
浄
土
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
足
指
按
地
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
、
巧
み
な
表
現
を
も
ち
い
て
浄
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讃
歎
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
浬
盤
経
如
来
性
品
で
は
、
こ
の
偶
頌
が
如
来
の
常
住
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

の
世
に
お
い
て
畢
寛
楽
を
得
る
こ

法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

音
JLン､

し

た
ル、

○

復
次
善
男
子
、
如
来
常
為
一
切
衆
生
而
為
父
母
。
所
以
者
何
。
一
切
衆
生
種
種
形
類
、
二
足
四
足
多
足
無
足
、
佛
以
一
音
而
為
説
法
。

彼
彼
異
類
各
自
得
解
、
各
各
歎
言
、
如
来
今
日
為
我
説
法
。
以
是
義
故
名
為
父
母
。

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
に
お
い
て
は
、
衆
生
の
類
を
種
類
の
意
味
に
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
如
来
を
一
切
衆
生
の
父
母
と

し
て
、
佛
の
慈
悲
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
に
続
く
経
文
に
は
、
父
母
が
子
供
を
育
て
る
に
あ
た
っ
て
、
子
供
の
生
長
す
る
に

対
応
し
て
言
葉
を
変
え
て
い
く
よ
う
に
、
如
来
も
種
々
の
音
声
で
も
っ
て
法
を
説
き
、
衆
生
を
正
法
に
安
住
さ
せ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
一
音
説
法
よ
り
種
々
音
声
へ
と
、
如
来
の
衆
生
教
化
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
佛
の
神
力
を
称
え
る
維

摩
経
と
こ
の
浬
檗
経
の
文
と
は
、
そ
の
内
容
か
ら
す
る
な
ら
ば
差
違
は
な
い
。
し
か
し
彼
彼
異
類
や
父
母
の
よ
う
に
具
体
的
な
事
柄
を
加

え
る
こ
と
に
よ
り
、
如
来
の
慈
悲
を
よ
り
積
極
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
浬
盤
経
に
お
け
る
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
如
来
常
住
と
悉
有
佛
性
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
多
足
無
足
の
異
類
を
含
む
一
切
の
衆
生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
佛
の
一
音
を
領

解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
佛
性
を
開
発
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
佛
の
慈
悲
に
よ
っ
て
来

世
に
お
い
て
畢
寛
楽
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
か
の
佛
国
に
お
い
て
そ
れ
が
完
成
し
得
る
は
ず
で
あ
る
。
い
か
な
る
衆
生
で
も
区

別
な
く
佛
性
を
そ
な
え
て
い
る
。
佛
性
と
は
無
執
著
に
な
ろ
う
と
す
る
作
用
で
あ
り
、
そ
の
作
用
は
い
ず
れ
は
開
発
さ
れ
て
発
動
し
、
無

執
著
の
世
界
で
あ
る
清
浄
士
に
帰
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
維
摩
経
の
浄
土
に
関
っ
て
の
一
音
説
法
は
、
こ
の
浬
藥
経
に
お
い
て
一
つ
の

如
来
性
品
第
四
之
七
で
は
、
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
佛
と
衆
生
に
差
別
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
は
乳
牛
の
色
と
乳
色
の
害
や
、
衆
流
の
大
海
に
帰
す
る
と
い
う
害
を
も
っ
て
、
衆
生
は
未
来

の
世
に
お
い
て
畢
寛
楽
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
応
答
さ
れ
る
が
、
こ
の
佛
性
に
差
別
あ
り
と
差
別
な
し
と
の
関
係
に
お
い
て
、
一
音
説
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帰
結
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

晴
の
嘉
祥
寺
吉
蔵
（
五
四
九
’
六
一
三
）
は
、
三
論
宗
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
龍
樹
の
中
論
に
依
っ
て
無
所
得
中
道
を
標
傍
し
、

そ
れ
を
も
っ
て
教
理
の
す
べ
て
を
総
括
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
同
時
代
の
天
台
智
顎
が
華
麗
な
思
想
体
系
を
組
織
し
て
い
っ
た
の
に

比
し
て
、
吉
蔵
の
そ
れ
は
他
家
の
見
解
を
破
斥
し
否
定
を
繰
返
し
て
い
く
と
い
う
、
単
純
化
の
方
向
に
す
す
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
当
時

の
多
く
の
文
献
を
博
覧
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
数
多
く
あ
る
著
述
を
実
質
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
の
強

調
す
る
無
所
得
中
道
の
説
は
、
佛
教
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
広
い
見
識
を
通
し
て
義
理
を
分
別
し
た
主
張
で
あ
っ
た
か
ら
、
正

当
性
を
も
っ
た
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
、
で
今
、
吉
蔵
の
浄
土
に
つ
い
て
の
見
解
を
手
懸
り
と
し
て
、
浄
土
の
意
義
を

大
乗
玄
論
巻
第
五
に
所
収
の
吉
蔵
の
浄
土
義
は
、
通
論
と
別
論
か
ら
な
っ
て
い
る
。
通
論
と
は
、
多
く
の
経
典
に
説
か
れ
諸
家
に
よ
っ

て
解
説
さ
れ
る
浄
土
の
相
を
、
類
別
し
整
理
し
て
い
っ
た
通
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
別
論
は
、
西
方
阿
弥
陀
佛
国
土
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
で
、
吉
蔵
の
観
無
量
寿
経
疏
の
中
に
説
か
れ
る
浄
土
の
義
と
共
通
す
る
。
先
ず
通
論
と
し
て
の
浄
土
は
「
蓋
是
諸
佛
菩
薩
之
所
栖

域
、
衆
生
之
所
帰
」
と
、
佛
に
よ
る
国
士
と
衆
生
が
帰
入
し
て
い
く
浄
土
の
二
つ
の
面
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
既
に
一
音
説
法

と
衆
生
の
領
解
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
吉
蔵
は
浄
土
を
、
報
土
を
依
正
二
報
の
意
味
に
、
応
土
を
佛
の
応

化
土
に
区
別
し
て
用
い
る
。
諸
経
典
に
は
佛
土
が
さ
ま
ざ
ま
な
相
で
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
菩
薩
が
善
法
で
も
っ
て
衆
生
を
教

化
し
、
衆
生
も
そ
の
善
法
を
受
け
て
善
縁
を
結
ぶ
と
い
う
純
浄
土
や
‐
ま
た
衆
生
が
善
悪
二
業
に
よ
っ
て
浄
微
を
感
ず
る
雑
土
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
を
浄
・
不
浄
・
不
浄
浄
・
浄
不
浄
・
雑
土
の
五
種
類
に
類
別
し
‐
そ
れ
ぞ
れ
に
衆
生
の
業
感
に
よ
る
報
土
と
、
如
来
の
所
現

に
よ
る
応
土
の
二
面
が
あ
っ
て
、
佛
士
は
五
種
十
土
を
出
な
い
と
説
明
す
る
。
ま
た
浄
土
の
衆
生
に
つ
い
て
は
、
凡
夫
と
三
乗
の
賢
聖
が

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
ｃ

四
、
吉
蔵
の
浄
土
義
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次
に
別
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
西
方
浄
土
は
、
広
義
で
は
酬
因
に
よ
る
土
で
報
土
と
い
え
る
が
、
厳
密
に
は
法
蔵
菩
薩
の
土
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
本
迩
二
門
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
迩
門
と
し
て
は
、
菩
薩
が
凡
夫
地
に
お
い
て
誓
願
を
以

て
土
を
造
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
依
正
二
報
に
よ
る
報
土
と
言
い
得
る
。
し
か
し
本
門
と
し
て
は
法
蔵
菩
薩
は
十
地
位
で
あ
っ
て
、
願

に
よ
っ
て
業
を
造
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
た
だ
応
現
の
依
正
両
報
な
の
で
あ
る
か
ら
、
応
土
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
・
っ
て
今
現
在
説
法
の
阿
弥
陀
佛
の
浄
土
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
酬
因
の
報
土
で
は
な
く
て
佛
の
慈
悲
の
応
現
で
あ
る
応
士
と
み

る
雫
へ
き
で
、
佛
身
か
ら
す
れ
ば
報
佛
の
七
珍
浄
土
と
な
る
。
こ
の
七
宝
を
地
と
す
る
浄
土
は
佛
の
願
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
応
土
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
無
量
寿
経
に
説
か
れ
る
誓
願
成
就
に
よ
る
佛
国
士
は
、
応
中
に
報
応
の
二
土
を
開
い
た
こ
と
に
な

り
、
し
か
も
報
土
と
応
土
は
別
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
所
化
の
衆
生
に
お
い
て
も
、
往
生
浄
土
の
修
因
か
ら
す
れ
ば
報
土
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
修
因
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
佛
の
応
土
中
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
蔵
は
、
西
方
浄
土
の
相
を

区
別
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の
相
に
応
じ
て
浄
土
の
衆
生
も
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
二
種
生
死
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
初
発

共
住
す
る
凡
聖
同
居
士
、
菩
薩
と
阿
羅
漢
辞
支
佛
で
構
成
さ
れ
る
大
小
同
住
土
、
独
菩
薩
所
住
土
、
諸
佛
独
居
土
の
四
種
の
階
位
が
考
え

ら
れ
る
と
す
る
。
器
世
間
と
し
て
の
浄
土
は
、
化
処
浄
・
化
主
浄
・
教
門
浄
・
徒
衆
浄
・
時
節
浄
の
五
種
浄
で
説
明
さ
れ
る
場
合
と
、
三

世
問
（
一
二
界
）
に
対
応
さ
せ
て
七
珍
浄
土
と
し
て
現
わ
す
も
の
と
、
不
土
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
土
と
い
う
、
空
観
に
よ
る
教
理
的
な
表

わ
し
方
の
場
合
と
が
あ
る
。
次
に
佛
の
応
土
と
し
て
三
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
身
浄
土
は
中
道
を
体
と
し
、
報
佛
浄
土
は
七
珍
を
も
っ
て

体
と
な
し
、
化
身
浄
土
は
色
に
応
ず
る
も
の
が
体
と
な
る
。
そ
し
て
報
佛
と
化
身
は
法
身
の
用
な
の
で
あ
る
か
ら
、
通
じ
て
は
中
道
を
体

と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
説
明
し
て
い
‐
る
。
ま
た
浄
土
と
械
土
と
に
つ
い
て
は
、
二
処
二
質
で
あ
る
と
か
一
処
二
質
で
あ
る
な
ど
、
諸

家
に
よ
っ
て
種
々
に
論
義
さ
れ
て
い
る
が
、
経
や
論
に
説
か
れ
て
い
る
相
は
業
報
の
不
同
や
応
化
の
あ
り
よ
う
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

諸
義
の
一
辺
に
執
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
縦
横
に
浄
土
の
相
を
類
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

諸
義
の
一
辺
に
執
わ
』

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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心
時
の
立
願
に
よ
っ
て
浄
土
が
造
ら
れ
る
と
い
う
報
土
で
は
、
無
量
の
寿
命
で
あ
る
と
い
っ
て
も
際
限
が
あ
る
の
で
、
分
段
生
死
の
世
界

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
如
来
の
応
現
の
土
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
変
易
生
死
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
分
段
と
変
易
と
は
、

土
の
相
を
み
る
立
場
の
相
違
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
と
も
定
め
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
衆
生
が
往
生
し
よ
う
と

す
る
蓮
華
蔵
世
界
な
ら
ば
、
分
段
の
変
易
で
あ
り
、
無
量
寿
佛
の
応
化
の
佛
国
士
な
ら
ば
、
変
易
の
分
段
と
な
る
と
い
う
。
維
摩
経
佛
国

品
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
械
土
で
あ
る
娑
婆
世
界
で
す
ら
釈
迦
牟
尼
佛
の
清
浄
土
で
あ
っ
た
。
阿
弥
陀
佛
土
に
お
い
て
も
ま
た
分
段
生
死

の
世
界
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
阿
弥
陀
佛
の
浄
土
は
三
界
の
域
で
考
え
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
は
佛

国
士
は
三
界
の
摂
で
は
な
い
が
、
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
、
髭
の
三
界
は
な
く
て
も
あ
る
い
は
細
の
一
二
界
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
ま
た

浄
土
に
声
聞
や
天
・
人
の
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
衆
生
を
浄
土
へ
誘
引
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
か
つ
て

声
聞
で
あ
っ
た
と
い
う
名
の
み
が
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
、
同
様
の
立
場
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
。
下
品
の
往
生
に
つ
い
て
も
、
臨

命
終
時
に
善
知
識
が
大
乗
の
教
を
説
く
の
を
聞
い
て
、
十
念
念
佛
の
往
生
の
業
因
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
大
乗
を
聞

く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
吉
蔵
は
認
め
て
お
り
、
そ
こ
に
上
品
と
の
区
別
を
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
下
輩
が
浄
土
に
お
い
て
胎
生
を
受
け

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
こ
れ
は
胞
胎
に
あ
ら
ず
。
花
台
中
に
お
い
て
久
し
く
出
で
ず
、
故
に
胎
生
と
い
う
。
実
の
胎
生
に
あ
ら
ず
」
と
、

械
土
の
胎
生
と
浄
土
の
花
台
中
の
生
と
を
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
四
重
禁
や
五
逆
の
罪
を
犯
し
た
者
で
も
往
生
を
得
る
こ
と
は
あ
る
が
、

誘
法
の
閨
提
は
そ
の
ま
ま
で
は
、
教
を
信
ず
る
こ
と
が
な
い
か
ら
往
生
で
き
な
い
と
～
吉
蔵
の
立
つ
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

衆
会
に
お
け
る
釈
尊
の
説
法
の
す
が
た
は
、
そ
の
ま
ま
佛
国
土
の
相
と
し
て
写
し
出
さ
れ
、
佛
の
慈
悲
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

吉
蔵
に
お
い
て
も
佛
土
は
応
化
土
の
意
味
を
強
め
て
も
ち
い
ら
れ
～
ま
た
花
台
中
の
生
は
実
の
胎
生
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
佛

国
士
は
衆
生
の
来
生
を
待
っ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
衆
生
が
実
の
生
死
と
固
執
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
浄
土
往
生
の
意
義
が
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
の
諸
師
の
苦
心
も
そ
こ
に
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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