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【
問
題
提
起
】

南
伝
上
座
仏
教
と
ネ
イ
シ
ョ
ン　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

  　

伊
東
利
勝

　
　
　

一　

争
い
の
原
因
と
な
っ
た
宗
教

　

世
界
中
の
ネ
イ
シ
ョ
ン（
国
家
・
国
民
・
民
族
）間
で
対
立
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
宗
教
や
宗
派
が
か
ら

み
、い
わ
ゆ
る
宗
教
戦
争
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
宗
教
と
は
、
争
い
の
た
め
の
仲
間
づ
く
り
の
た
め
に
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、人
び
と
の
安
寧
や
幸
福
、平
和
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
特
に
世
界
宗
教
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

も
の
は
、仏
教
で
あ
れ
、キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
れ
、い
ろ
い
ろ
な
地
域
に
言
語
や
習
慣
の
壁
を

越
え
て
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
異
端
を
迫
害
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し

た
が
、仏
教
に
お
い
て
は
、こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、人
と
人
と
が
争
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、今
や
仏
教
徒
に
あ
っ
て
も
、そ
の
信
仰
を
問
題
に
し
て
人
を
あ
や
め
た
り
、排
斥
し
た
り
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
仏
教
徒
シ
ン
ハ
ラ
人
が
、タ
ミ
ル
人
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
、ミ
ャ

ン
マ
ー
で
は
ビ
ル
マ
人
仏
教
徒
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
排
撃
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は



10

「
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、
す
な
わ
ち
出
家
者
が
中
心
と
な
り
、
仏
教
に
よ
っ
て
国
民
や
民
族
を
守
る
動
き
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す1

。
そ
の
原
因
が
い
ず
こ
に
あ
る
に
せ
よ
、と
に
か
く
宗
教
の
違
い
を
理
由
に
、人
と
人

と
が
、い
が
み
合
っ
て
お
り
ま
す
。

　

他
宗
教
に
寛
容
か
、
も
し
く
は
無
関
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
南
伝
上
座
仏
教
徒
に
し
て
そ
う
で
す
。

そ
れ
は
、な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
人
を
幸
せ
に
導
く
も
の
が
、憎
し
み
合
い
の
原
因
と
な
っ
て
、苦
し
み
を
も

た
ら
す
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
史
的
経
緯
に
着
目
し
、
宗
教
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
知
恵
や
こ
れ
が
指
定
し

た
実
践
に
よ
っ
て
、
争
い
を
克
服
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
は
、我
わ
れ
自
身
の
、そ
し
て
、今
こ
の
日
本
を
支
配
し
て
い
る
、宗
教
に
対
す
る
考
え
方
を
相
対

化
す
る
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。

　
　
　

二　

教
団
・
宗
派
を
正
統
化

　

釈
尊
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
仏
教
は
、
そ
の
実
践
過
程
で
、
諸
種
の
形
態
や
考
え
方
を
生
み
出
し
て
き
ま
し

た
。
お
お
き
く
は
南
伝
上
座
仏
教（
以
下
、上
座
仏
教
）、大
乗
仏
教
、密
教
な
ど
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、と
く
に
前

二
者
に
つ
い
て
は
、現
在
、上
座
仏
教
が
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
、大
乗
仏
教
が
チ
ベ
ッ
ト
、中
央
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ア
ジ
ア
を
通
っ
て
中
国
、朝
鮮
、日
本
に
定
着
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
密
教
は
、か
つ
て
東
南
ア
ジ
ア
で
も
信

仰
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、大
乗
仏
教
の
一
部
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、チ
ベ
ッ
ト
や
中
国
、日
本
で
発

達
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
、時
代
と
場
所
を
経
る
に
つ
れ
て
分
化
し
て
き
た
の
で
す
。

ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
内
に
お
い
て
も
、宗
派
や
教
派
が
存
在
し
、お
の
お
の
は
そ
の
独
自
性
を
主
張
し
、教
義

や
実
践
形
態
も
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

時
に
よ
り
場
合
に
よ
り

　

上
座
仏
教
に
あ
っ
て
は
、ス
リ
ラ
ン
カ
大
寺
派
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
シ
ュ
エ
ジ
ン
派
、ツ
ー
ダ
ン
マ
派
な

ど
、
タ
イ
に
は
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
と
こ
れ
に
並
ぶ
タ
ン
マ
ユ
ッ
ト
派
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
あ
っ
て
は
モ
ハ
ー
ニ

カ
ー
イ
派
と
ト
ア
ン
マ
ユ
ッ
ト
派
な
ど
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
大
乗
仏
教
は
、
中
国
の
天
台
宗
、
華
厳

宗
、摂
論
宗
な
ど
多
く
の
宗
派
を
生
み
出
し
、日
本
に
お
い
て
は
真
言
宗
、浄
土
真
宗
、法
華
宗
な
ど
と
し
て
、さ

ら
に
は
こ
の
一
派
で
あ
る
禅
宗
も
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　

上
座
仏
教
で
は
、
教
義
の
違
い
や
宗
祖
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
問
題
と
な
り
ま
せ
ん
が
、
大
乗
系
の
天
台
宗
は

智
顗
、華
厳
宗
は
杜
順
、浄
土
真
宗
は
親
鸞
と
い
う
よ
う
に
、そ
れ
ぞ
れ
に
は
特
定
の
教
義
や
開
祖
が
存
在
し
ま

す
。
こ
の
違
い
は
、ご
く
お
お
づ
か
み
に
は
、上
座
仏
教
が
八
正
道
の
実
践
に
よ
る
輪
廻
か
ら
の
個
人
的
な
解
脱

を
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、大
乗
仏
教
は
菩
薩
信
仰
を
中
心
と
す
る
教
え
、と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
も

の
と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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分
離
分
派
は
、何
も
仏
教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
く
常
識
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
申
し
上
げ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
、
東
方
諸
教
会
や
正
教
会
な
ど
が
分
立
し
、
そ
の
後
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
に
分
離

し
、
前
者
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
聖
公
会
、
さ
ら
に
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
多
く
の
宗
派
や
教
団
を
抱
え
る
に
い

た
っ
て
い
ま
す
。
七
世
紀
に
成
立
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
も
、す
ぐ
に
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ナ
派
に
分
離
し
、前
者
か
ら

は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
や
イ
ス
マ
ー
ル
派
な
ど
が
派
生
し
、後
者
は
法
源
の
扱
い
方
や
、解
釈
の
違
い
に
よ
り
ハ
ナ

フ
ィ
ー
学
派
、シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
学
派
、マ
ー
リ
ク
学
派
、ハ
ン
バ
ル
学
派
に
分
か
れ
て
き
ま
し
た
。

 

真
正
性
の
追
求

　

い
ず
れ
の
場
合
も
、始
源
の
か
た
ち
が
、時
間
の
経
過
に
耐
え
、そ
の
ま
ま
現
代
に
い
た
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
は
宗
教
が
教
義
よ
り
実
践
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
が
変
わ
れ
ば
そ
の
形
態
も
お
の

ず
と
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
分
立
は
、基
本
的
に
、相
互
の
否
定
と
差
異
化
の
中
か
ら
形
成

さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
は
教
団
・
宗
派
の
護
持
す
る
教
え
の
正
統
性
を
主
張
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

仏
教
に
あ
っ
て
は
仏
典
の
解
釈
や
そ
の
実
践
、
拠
る
べ
き
菩
薩
、
も
し
く
は
重
視
す
る
仏
典
の
違
い
に
よ
り
、

あ
る
い
は
仏
典
そ
の
も
の
の
作
成
を
通
じ
て
、分
派
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、開
祖
あ
る
い
は
後

継
者
の
並
外
れ
た
学
識
や
カ
リ
ス
マ
性
に
よ
り
、僧
伽
と
こ
れ
を
支
え
る
在
家
集
団
が
形
成
・
拡
大
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
は
、
宗
教
そ
の
も
の
の
真
正
性
を
追
求
し
た
結
果
の
姿
態
変
換
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
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で
し
ょ
う
。
こ
の
段
階
で
は
、自
ら
は
釈
尊
の
教
え
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
る
と
主
張
し
、自
己
の
教
団
や
宗
派

0

0

0

0

0

の0

正
統
性
を
追
求
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
　

三　

住
民
統
合
の
手
段

　

と
こ
ろ
が
世
界
史
的
に
み
る
と
一
九
世
紀
以
降
、
宗
教
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
枠
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
実
践
の
様
式
は「
憲
法
」の
下
位
に
お
か
れ
、
い
ず
こ
も
政
教
分
離
が
国
是
と
な
り
ま
し
た
。
い
っ

け
ん
宗
教
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
国
家
に
お
い
て
も
、
国
際
関
係
に
お
い
て
は
当
該
ネ
イ
シ
ョ
ン

の
利
害
が
優
先
さ
れ
、国
家
間
に
お
い
て
は
、同
一
の
宗
教
を
奉
じ
て
い
て
も
、争
い
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
均
一
化

　

国
家
は
宗
教
に
、住
民
統
合
の
た
め
の
文
化
的
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
も
と
め
、こ
れ
を
と
お
し
て
構
成
員
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
均
質
化
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
王
権
や
国
家

に
超
越
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
宗
教
が
、
全
て「
憲
法
」の
枠
内
に
押
し
込
め
ら
れ
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
中
心

と
す
る
考
え
方
が
最
優
先
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
す
。「
憲
法
」の
精
神
が
、
人
び
と
の
感
情
を
支
配
す
る
よ
う
に
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な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
な
る
と
、た
と
え
ば
日
本
社
会
、ア
メ
リ
カ
社
会
や
フ
ラ
ン
ス
社
会
、日
本
人
で
あ
る
と
か
、フ
ラ
ン
ス
人

で
あ
る
と
か
と
い
う
概
念
が
成
立
し
、
こ
れ
を
通
し
て
他
者
と
関
係
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
宗
派
の
違
い
や
教
団
の
違
い
が
、
結
局
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い
と
さ

れ
、タ
イ
の
仏
教
、日
本
の
仏
教
と
い
う
呼
称
も
出
来
上
が
り
ま
す
。
な
ぜ
中
国
と
日
本
と
で
は
、同
じ
仏
教
で

あ
る
の
に
違
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
中
国
の
文
化
と
日
本
の
文
化
が
違
う
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

 

王
国
の
宗
教

　

近
代
以
前
、つ
ま
り
ネ
イ
シ
ョ
ン
成
立
以
前
の
政
治
体
制
が
、現
世
を
超
え
た
法
理
に
従
い
、こ
れ
に
よ
っ
て

正
統
化
さ
れ
な
け
れ
ば
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
や
こ
れ
と
は
真
逆
の
事
態
が
出
現
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
前
近
代
に
お
い
て
も
、た
と
え
ば『
立
正
安
国
論
』は
、宗
教
に
た
い
す
る
国
家
の
優
越

を
説
い
て
い
ま
す
。
邪
法
が
放
置
さ
れ
、住
民
も
ま
た
こ
れ
を
信
奉
す
る
の
で
あ
れ
ば
、兵
乱
や
外
か
ら
の
侵
略

が
も
た
ら
さ
れ
る
、
国
家
が
邪
法
を
禁
じ
て
謗
法
者
に
対
し
て
布
施
を
や
め
、
正
法
を
奉
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
中
は
安
穏
で
天
下
は
泰
平
と
な
る
と
し
ま
し
た
。

　

上
座
仏
教
圏
に
お
い
て
も
、
王
国
政
府
に
と
っ
て
不
都
合
な
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
対
立
す
る
よ
う
な
僧
伽
は
、

国
家
の
梃
子
入
れ
に
よ
る
新
戒
壇
の
設
立
に
よ
り
そ
の
勢
力
を
弱
め
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
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て
い
ま
し
た
。
新
し
い
教
団
を
打
ち
立
て
、
こ
れ
を
支
配
下
に
組
み
込
む
こ
と
さ
え
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
僧

伽
の「
清
浄
化
」は
、在
家
信
者
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
、王
国
政
府
は
い
か
に
こ
れ
が
目
障
り
だ
と
思
っ
て
も
、完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
は
、前
近
代
の
政
治
権
力
が
、神
や
教
義
の
提
示
す
る
世
界
観
の
な
か
で
し
か
、そ
の
正
統
化
を
は

か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
宗
派
や
教
団
組
織
が
、
全
面
的
に
世
俗
権
力
の
末
端
と
し
て
組
み
込

ま
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
て
も
、そ
の
実
、国
家
は
神
仏
の
力
を
か
り
な
け
れ
ば
、そ
の
支
配
を
貫
徹
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
国
家
や
国
王
の
存
在
を
正
統
化
す
る
の
は
、あ
く
ま
で
も
神
で
あ
り
仏
法
で
あ
り
ま
し
た
。

　

い
っ
け
ん
宗
教
は
世
俗
の
権
力
に
従
属
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
上

で
不
可
欠
な
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
従
っ
て
、
王
国
は
宗
教
の
あ
り
方
ま
で
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
段
階
で
宗
教
指
導
者
が「
領
土
」や「
国
民
」や「
国
家
」を
論
じ
た
と
し
て
も
、
近
代
的
な
意
味
で
の

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、「
領
地
」「
領
民
」「
王
国
」を
示
す
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。

 

ネ
イ
シ
ョ
ン
の
宗
教

　

要
す
る
に
、近
代
に
な
っ
て
、宗
派
や
教
団
の
分
立
に
加
え
、ビ
ル
マ
仏
教
、タ
イ
仏
教
、シ
ャ
ン
仏
教
、日
本
の

禅
宗
な
ど
、ネ
イ
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ご
と
の
宗
教
が
出
現
す
る
の
は
、宗
教
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
下

位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
ビ
ル
マ
族
の
仏
教
、
シ
ャ
ン
族
の
仏
教
、
モ
ン
族
の
仏
教
等
と
し
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て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
性
・
真
正
性
を
主
張
す
る
の
は
、
自
ら
を
他
民
族
か
ら
差
異
化
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

ビ
ル
マ
の
高
僧
は
、タ
イ
の
仏
教
を
後
れ
て
い
る
と
い
っ
て
憚
ら
ず
、タ
イ
の
上
座
仏
教
徒
は
、ビ
ル
マ
に
お

け
る
仏
教
実
践
が
、自
ら
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
ま
た
ラ
オ
ス
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
、

タ
イ
仏
教
は
世
俗
に
ま
み
れ
仏
教
本
来
の
姿
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
、
ラ
オ
ス
は
世
界
で
最
貧
国
の
一
つ

だ
か
ら
こ
そ
、最
も
清
廉
な
仏
教
を
維
持
し
て
い
る
、と
考
え
る
よ
う
な
こ
と
が
起

2

こ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
中
に
お
い
て
も
、マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
シ
ャ
ン
族
は
、他
の
ど
の
民
族（
部
族
）よ
り
、仏
教

に
篤
く
帰
依
し
て
い
る
主
張
し
ま
す
。
以
前
は
仏
教
に
も
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
が
存
在
し
、
な
か
に
は
上
座
部
の

教
え
か
ら
か
な
り
離
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
戒
律
に
も
と
づ
く
宗
派
の
み
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、い
わ
れ
る
ほ
ど
に
は
精
霊
信
仰
や
呪
術
に
惑
わ
さ
れ
て
お
ら
ず
、ビ
ル
マ
の

よ
う
に
精
霊
を
慰
撫
し
た
り
、
こ
れ
に
対
す
る
祭
事
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
な
い
と
胸
を
張
り
ま
す
。
た
と
え

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
、そ
れ
は
仏
教
行
事
で
あ
る
と
理
解
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
シ
ャ
ン
の
仏
教
徒
は
、平
地
の
ビ
ル
マ
族
と
違
っ
て
仏
陀
の
教
え
を
固
く
守
っ
て
お
り
、こ
れ
以
外
の

世
界
観
に
は
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
よ
り「
真
正
な
」上
座
部
仏
教
を
護
持
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
こ

れ
は
ヤ
カ
イ
ン
族
も
ビ
ル
マ
族
の
場
合
も
同
様
で
、
よ
り「
教
え
」に
近
い
こ
と
で
民
族（
部
族
）と
し
て
の
誇
り

を
示
す
の
で
す
。
本
来
、普
遍
的
性
格
を
有
す
る
宗
教
も
、こ
う
し
て
教
団
や
宗
派
で
は
な
く
、民
族
を
自
覚
し
、

ま
た
差
異
化
す
る
手
段
に
利
用
さ

3

れ
て
い
る
の
で
す
。
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部
外
者
か
ら
み
れ
ば
同
じ
上
座
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
他
は
そ
れ
ぞ
れ
教
義
か
ら
逸
脱
し
た

り
、民
間
信
仰
や
他
の
宗
教
と
混
交
し
た
り
し
て
、そ
の
純
粋
性
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
。
わ
が
民
族（
部
族
）の

僧
伽
こ
そ
は
釈
尊
の
教
え
を
正
統
に
守
っ
て
い
る
と
し
て
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
戒
壇
設
立
を
め
ざ
し
て
や
み
ま
せ

ん
。
か
つ
て
の
宗
派
や
教
団
を
超
え
て
、ネ
イ
シ
ョ
ン
を
単
位
と
す
る
教
派
が
出
来
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
宗
派
の
特
質
が
、ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
で
語
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
　
　

四　

宗
教
の
脱
構
築

　

こ
う
し
て
教
理
の
純
粋
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
ネ
イ
シ
ョ
ン
な
り
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
独
自
性

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
か
つ
て
宗
派
や
教
団
を
正
統
化
し
た
経
典
の
解
釈
や
、

依
拠
す
る
教
典
や
仏
典
の
違
い
は
、
国
民
や
民
族
さ
ら
に
は
集
団
の
特
色
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
明
治
以
降
の
日
本
で
は
、国
家
が
神
道
を
使
っ
て
国
民
統
合
を
は
か
り
、仏
教
は
祖
霊
供
養
を

宗
教
実
践
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
よ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。
仏
教
の
側
で
も
、こ
の
理
論
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、

位
牌
と
墓
を
管
理
す
る
機
関
と
し
て
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
家
父
長
制
的
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る

存
在
に
な
っ
て
し

4

ま
う
。



18

 
大
乗
仏
教
に
よ
る
祖
霊
崇
拝

　

柳
田
國
男
は
、死
者
の
霊
魂
は
子
孫
の
供
養
を
う
け
、や
が
て
先
祖
霊
と
な
り
、さ
ら
に
カ
ミ
の
地
位
へ
高
ま

る
と
理
解
し
ま
し
た
。
仏
教
が
死
者
儀
礼
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
供
養
の
期
間
が
長
期
に
な

り
、
三
十
三
回
忌
や
五
十
回
忌
を
弔
い
上
げ
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
死
者
の
霊
魂
は
仏

事
供
養
の
対
象
か
ら
外
れ
、一
族
の
集
合
的
な
祖
先
霊
に
融
合
し
、身
近
な
山
に
鎮
座
し
、「
盆
」や「
正
月
」に
は

年
神
と
な
っ
て
子
孫
の
元
を
訪
れ
る
。

　

ま
た
農
作
業
の
節
目
に
は
来
臨
し
て
子
孫
の
生
活
と
農
耕
を
見
守
る
田
の
神
、山
の
神
と
な
り
、村
を
守
護
す

る
氏
神
も
ま
た
先
祖
霊
で
あ
る
と
説
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
き
、
仏
教
が
こ
の
国
の
津
々
浦
々
ま

で
拡
大
・
定
着
し
た
の
は
、仏
教
が「
死
者
」か
ら「
先
祖
」さ
ら
に
は「
仏
さ
ま
」へ
の
上
昇
過
程
を
思
想
的
に
も
儀

礼
的
に
も
引
き
受
け
た
か
ら
で
あ
る
、と

5

い
う
考
え
方
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
輪
廻
転
生
と
は
、

相
い
れ
な
い
理
解
で
す
。

　

大
乗
仏
教
は
仏
教
か
ら
派
生
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
切
衆
生
の
苦
し
み
を
救
う
た
め
の
菩

薩
行
、自
分
の
解
脱
だ
け
で
は
な
く
人
ま
で
助
け
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
悟
り
の
境
地
に
導
く
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
少
し
極
端
な
い
い
方
で
す
が
、こ
の
場
合
は
、あ
ま
り
前
世
の
こ
と
は
考
え

て
い
ま
せ
ん
。
現
世
と
、そ
れ
か
ら
先
の
、死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
視
野
の
中
で
宗
教
実
践
を
考
え
る
わ

け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、現
在
我
わ
れ
が
生
き
て
い
る
社
会
つ
ま
り
現
世
と
、そ
の
先
の
来
世
が
非
常
に
大
き

な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
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今
や
、仏
教
が
本
来
有
し
た
、苦
か
ら
の
解
放
や
安
寧
な
社
会
の
実
現
は
、我
わ
れ
の
祖
先
と
い
う
観
念
と
一

体
化
し
た
民
族
の
繁
栄
を
と
お
し
て
な
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
国
境
と
、
一
元
化

さ
れ
た
制
度
を
有
す
る
国
民
国
家
の
成
立
に
と
も
な
い
、
共
通
の
過
去
を
有
す
る
平
等
な
者
た
ち
と
し
て
の
同

志
的
な
結
合
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
国
家
は
、民
主
主
義
、社
会
主
義
、フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
等
を
超
越
し
、他
か
ら
の
自
律
性
・
独
立
性
を
要
求
し

ま
す
。
住
民
は
国
民
・
民
族
に
対
し
て
感
情
的
に
関
与
し
、
こ
れ
を
不
可
欠
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
感

受
す
る
よ
う
に
な
り
、宗
教
も
、国
民
国
家
に
よ
っ
て
国
別
に
変
容
さ
せ
ら
れ
、こ
の
存
立
に
奉
仕
す
る
も
の
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

 

教
え
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
化

　

か
つ
て
は
教
え
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
否
か
が
、
宗
教
実
践
の
最
重
要
関
心
事
で
あ
り
ま
し
た
。
現
状
を
打

破
す
る
た
め
に
、で
き
る
だ
け
原
点
に
接
近
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
、こ
れ
に
よ
っ
て
教
派
や
教
団
の
正
統
性
が

主
張
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、現
在
で
は
そ
の
違
い
を
文
化
に
よ
る
変
容
と
み
て
、相
互
に
相
対
化
す
る
こ
と

に
よ
り
、ネ
イ
シ
ョ
ン
の
正
統
性
を
主
張
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
し
か
に
教
え
の
実
践
に
は
、既
存
の
生
活
様
式
が
深
く
か
か
わ
る
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
形
態
が
生
み

出
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
尾
張
の
仏
教
、三
河
の
イ
ス
ラ
ム

教
と
い
う
主
張
は
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
日
本
の
仏
教
、
タ
イ
の
仏
教
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教
と
、
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ど
う
し
て
も
仏
教
の
前
に
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
名
前
が
付
い
て
し
ま
い
ま
す
。

　

教
義
が
実
践
に
移
さ
れ
る
過
程
で
、
文
化
が
そ
の
変
容
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
該
の「
文

化
」を
ど
う
認
定
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
文
化
の
い
か
な
る
様
式
が
、
宗
教
を
変
容
さ
せ
た
の
か
。

こ
れ
を
明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
、
変
容
が
自
然
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
国
民

性
が
反
映
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、深
く
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

前
近
代
に
お
い
て
は
、「
指
導
要
領
」は
厳
守
さ
れ
、「
時
間
割
」や「
教
科
書
」が
異
な
っ
て
い
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
や「
文
化
」は
こ
の「
指
導
要
領
」そ
の
も
の
を
改
変
し
よ
う
と
し
ま
す
。
す
こ
し
立
ち
止

ま
っ
て
考
え
る
と
、「
文
化
」や「
伝
統
」は
、近
代
と
と
も
に
国
民
国
家
や
民
族
が
自
己
を
特
権
化
す
る
た
め
に
認

定
し
た
も
の
で
し
た
。
従
っ
て
、こ
れ
を
媒
介
に
し
た「
指
導
要
領
」の
変
更
は
、そ
の
実
践
が「
文
化
」の
一
部
と

し
て
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
　
　

五　

文
化
と
宗
教

　

い
ず
れ
の
宗
教
に
あ
っ
て
も
、一
人
の
人
間
と
し
て
神
や
他
者
を
意
識
さ
せ
、こ
れ
と
の
関
係
の
な
か
で
、そ

の
生
き
方
を
説
い
て
い
た
は
ず
で
す
。
仏
教
に
あ
っ
て
は
、前
世
・
現
世
・
来
世
の
時
間
軸
の
中
で
、因
果
応
報
の

理
を
説
き
、こ
れ
か
ら
の
解
放
に
向
け
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、そ
の
基
本
思
想
で
あ
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
や
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イ
ス
ラ
ム
教
は
、神
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、永
遠
の
福
楽
の
世
界
に
到
達
で
き
る
と
し
、そ
う
し
た
考
え

方
に
よ
り
、こ
の
地
上
で
の
実
践
を
規
定
し
、苦
に
満
ち
た
世
界
を
生
き
抜
く
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。
基
本
は
他

者
と
し
て
の
自
己
、も
し
く
神
が
意
識
さ
れ
、こ
れ
が
個
人
の
行
動
を
律
し
て
い
た
の
で
す
。

 

上
座
仏
教
の
個
人
主
義

　

上
座
仏
教
の
考
え
方
は
、前
世
か
ら
来
世
へ
と
い
う
個
の
遍
歴
の
中
で
の
自
力
救
済
、つ
ま
り
自
力
で
徳
を
積

み
、
最
終
的
に
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
苦
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、こ
の
世
に
生
ま
れ
な
い
た
め
に
は
、す
な
わ
ち
こ
の
輪
廻
か
ら
抜
け
出

す
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
実
践
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
釈
尊
は
説
い
た
の
で
す
。
学
と
し

て
の
知
識
で
は
な
く
、決
め
ら
れ
た
行
い
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、悟
り
と
救
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ

ま
し
た
。

　

仏
教
の
世
界
観
に
は
進
化
論
的
な
考
え
方
は
な
く
、そ
こ
に
は
前
世
か
ら
現
世
・
来
世
と
い
う
時
間
の
流
れ
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
舞
台
は
常
に
地
上
、あ
る
い
は
地
獄
と
天
上
界
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、

地
上
の
こ
の
世
と
は
、個
々
に
前
世
を
背
負
っ
た
一
人
ひ
と
り
の
衆
生
の
集
ま
り
、そ
の
織
り
な
す
世
界
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、人
間
の
幸
・
不
幸
と
は
、極
論
で
す
が
、現
世
の
中
の
人
と
人
と
の
関
係
も
あ

り
ま
す
が
、そ
れ
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、個
人
が
背
負
っ
た
前
世
の
因
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
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従
っ
て
、個
人
の
有
す
る
個
別
的
な
時
間
軸
が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
個
人
の
幸
・
不
幸

と
い
う
の
も
こ
の
時
間
軸
の
中
で
考
え
ら
れ
、来
世
、つ
ま
り
今
後
、幸
せ
に
な
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と

い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
来
世
に
持
っ
て
い
け
る
も
の
は
功
徳
だ
け
で
、
こ
の
多
寡
が
そ
こ
で
の
存
在
を
決

定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、現
世
に
置
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
品
の
獲
得
や
蓄
積
よ
り
、こ
れ
ら

を
使
っ
て
功
徳
で
き
る
だ
け
積
も
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

仏
教
実
践
一
つ
で
あ
る
寄
進
は
、他
者
の
供
養
、社
会
に
向
け
て
の
行
為
と
し
て
社
会
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

み
え
ま
す
。
私
財
を
な
げ
う
ち
、仏
塔
や
寺
院
を
建
立
し
、自
分
の
善
行
功
徳
を
僧
伽
の
維
持
や
他
者
に
め
ぐ
ら

す
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
し
か
し
、他
者
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
し
、社
会
の
た
め
に
つ
く
し
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
積
徳
と
い
う
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
付
随
的
に
、

あ
る
意
味
自
動
的
に
、他
者
や
社
会
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
自
分
の
た
め
と
し
て
な
さ
れ
た
行
為
が
、

他
人
の
た
め
に
な
る
と
い
う
仕
掛
け
と
い
い
ま
す
か
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
何
も
釈
尊
一
人
が
考
え
た
こ
と
で
は
な

く
、キ
リ
ス
ト
も
、ム
ハ
ン
マ
ド
も
、そ
し
て
私
の
知
る
限
り
で
は
、ミ
ャ
ン
マ
ー
に
暮
ら
す
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団

の「
精
霊
信
仰
」思
想
の
中
に
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

 

ネ
イ
シ
ョ
ン
の
中
の
市
民
社
会

　

と
こ
ろ
が
今
や
個
人
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
媒
介
項
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
に
向
き
合
う
こ
と

も
、他
者
と
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
近
代
に
な
り
市
民
社
会
が
成
立
し
、社
会
科
学
と
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い
う
も
の
が
確
立
さ
れ
て
き
ま
す
と
、「
現
世
」、
こ
の
場
合
で
は「
社
会
」と
い
う
い
い
方
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

こ
こ
で
市
民
は
利
害
得
失
を
主
体
的
に
社
会
と
の
関
係
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
社
会
や
家
族
と
の
関
係
を
考
え
て
生
活
を
す
る
、行
動
を
起
こ
す
。
そ
の
よ
う
な
個
人
に
よ
っ
て
、こ

の
世
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、政
治
や
社
会
の
中
に
お
け
る
因
果
関
係
が
問
題
に
さ
れ（
社
会
科
学
）、こ
れ
を
規
定
す
る
も

の
と
し
て「
文
化
」と
い
う
考
え
方
も
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
世
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、我
わ
れ
の
幸
せ
は
、他
人
の
行
動
や
社
会
の
仕
組
み
の
変
革
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

仏
教
の
い
う「
苦
か
ら
の
解
放
」「
安
寧
な
社
会
の
実
現
」に
つ
い
て
も
、宗
教
実
践
で
は
な
く
国
家
や
国
民
、民

族
の
繁
栄
を
通
し
て
築
か
れ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
る
意
味
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
宗
教
の

役
割
を
は
た
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、ネ
イ
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、我
わ
れ
の
幸
福
を
実
現
し
て
く
れ
る

か
ら
で
す
。

　

す
べ
て
は
、
ま
ず
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
た
め
と
し
て
、
そ
の
行
為
が
評
価
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
の
基
準
た
る
や
、

当
該
の
社
会
現
象
の
中
か
ら
選
び
取
ら
れ
た「
文
化
」や
こ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
価
値
観
で
あ
り
、
個
人
の
利
害

に
根
差
し
た
も
の
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
教
派
や
教
団
も
、ま
ず
は
社
会
や
会
社
の
た
め
と
し
て
、国
家
主
義
や

他
国
の
侵
略
を
教
理
の
面
か
ら
さ
さ
え
、教
勢
の
拡
大
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

過
去
の
話
で
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、日
本
の
仏
教
者
は
、例
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
実
践
を
見
る
と
、「
あ
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れ
は
仏
教
で
は
な
い
」と
い
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
い
わ
な
く
と
も
、あ
ま
り
に
も「
教
え
に
拘
り
す
ぎ
」、「
住
民
は

無
気
力
で
、国
と
国
と
の
競
争
に
落
伍
し
た
」、「
仏
教
に
中
毒
し
て
い
る
」と
理
解
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、日
本
が

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
を
侵
略
し
は
じ
め
る
と
、
そ
う
し
た
見
解
の
も
と
、
先
兵
の
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
り
ま

す
。
あ
の
よ
う
な
仏
教
の
奉
じ
方
を
し
て
い
る
か
ら
国
が
滅
ん
で
し
ま
い
、植
民
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、も
し

く
は
い
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
る
、
だ
か
ら
、
我
わ
れ
が
行
っ
て
教
え
、
助
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
、
と
い
う
わ
け
で

す
。

 

侵
略
を
支
え
た
宗
教

　
「
国
家
主
義
や
他
国
の
侵
略
を
教
理
の
面
か
ら
さ
さ
え
」と
い
う
、
き
わ
め
て
刺
激
的
な
言
葉
を
使
い
ま
し
た

が
、こ
の
こ
と
は
、『

6

植
民
地
台
湾
と
日
本
仏
教
』や『

7

仏
教
を
め
ぐ
る
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
地
域
』な
ど
に
掲
載
さ

れ
た
論
考
で
証
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
業
績
は
、
本
日
の
会
を
開
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の
で
す

が
、後
ほ
ど
、登
壇
い
た
だ
く
林
先
生
を
中
心
に
し
た
研
究
会
の
一
つ
の
成
果
で
も
あ
り
ま
す
。
先
の
侵
略
戦
争

に
、仏
教
者
が
大
き
な
貢
献
す
る
と
い
う
、「
大
航
海
時
代
」以
降
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
植
民
地
的
侵

略
を
先
導
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

人
を
人
と
思
わ
な
い
行
動
を
支
え
て
い
る
の
は
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
わ
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
仏
教
は
、

ほ
か
の
民
族
や
部
族
の
仏
教
よ
り
も
進
ん
で
い
る
。
あ
ち
ら
は
、
い
ろ
い
ろ
な
民
間
信
仰
な
ど
が
混
ざ
っ
て
い

て
真
の
仏
教
で
は
な
い
と
い
う
、自
負
で
す
。
我
わ
れ
こ
そ
が
正
し
い
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
と
い
う
、い
わ
ば
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ネ
イ
シ
ョ
ン
の
誇
り
に
一
体
化
し
た
観
念
で
す
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
仏
教
は
、自
と
他
を
分
け
る
、例
え
ば
、日

本
人
と
中
国
人
を
分
け
る
基
準
の
一
つ
、
つ
ま
り
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
成
り
立
た
せ
る
一
要
素
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
、先
に
指
摘
し
た
通
り
で
す
。

　
　
　

六　

上
座
仏
教
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
性

　

仏
教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
こ
の
教
え
は
時
空
を
超
え
て
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
人
間
に
と
っ
て
、
や
は
り
普
遍
性
を
持
っ
た
思
想
を
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
よ
り
教
え
の

原
型
に
近
い
上
座
仏
教
に
は
、
今
で
も
そ
う
し
た
原
理
が
見
て
取
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
現
状
で
は
、
上

座
仏
教
も
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
成
立
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
逆
手
に
と
っ

て
、ネ
イ
シ
ョ
ン
の
有
す
る
矛
盾
を
克
服
す
る
考
え
方
や
知
恵
を
、上
座
仏
教
徒
の
実
践
の
中
に
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

人
間
は
一
人
で
生
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
と
の
調
和
は
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、自
我
の
発
動
は
、で
き
る
だ
け
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、他

者
の
た
め
に
自
己
が
存
在
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
存
在
が
他
者
の
た
め
に
も
な
る
よ
う
で
あ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
国
家
や
民
族
を
介
在
せ
ず
に
、
直
接
他
者
と
関
わ
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
宗
教
の
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も
つ
普
遍
性
に
よ
っ
て
、「
文
化
」の
政
治
性
と
こ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
わ
が
身
を
相
対
化
し
、他
者
と
の
新
た
な

関
係
を
構
築
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
上
座
仏
教
の
有
す
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
性
を
、
今
一
度

捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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