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実
存
哲
学
で
著
名
で
あ
る
独
の
哲
学
者
K
・
ヤ
ス
パ
ー

ス（K
arl Jaspers, 1883-1969

）は
第
二
次
大
戦
後
に「
世

界
哲
学
」
を
企
図
し
て
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
人
類
に

教
え
を
説
く
哲
学
の
教
師
と
自
ら
が
想
定
し
た
人
物
を

取
り
上
げ
る
『
大
哲
学
者
た
ち
（
１
）』
を
公
刊
し
、
そ
の
内

に
「
仏
陀
論
」
と
「
龍
樹
論
」
も
含
め
て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー

ス
が
そ
の
「
仏
陀
論
」
を
執
筆
す
る
過
程
で
、
参
考
に

し
た
経
典
の
独
訳
や
仏
教
研
究
書
等
の
影
響
を
受
け
て
、

い
わ
ゆ
る
「
大
乗
非
仏
説
」
傾
向
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
の
印
象
を
筆
者
は
持
っ
た
。
本
論
稿

は
大
哲
学
者
た
ち
の
一
人
「
人
間
仏
陀
」
と
い
う
よ
う

な
形
の
彼
の
「
仏
陀
論
」
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
印
象
を
考
察
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
ヤ

ス
パ
ー
ス
自
身
が
当
時
お
よ
び
以
前
の
西
洋
に
お
け
る

仏
教
学
の
動
向
を
ど
こ
ま
で
承
知
し
て
い
た
か
は
定
か

で
は
な
い
も
の
の
、彼
が
「
仏
陀
論
」
お
よ
び
「
龍
樹
論
」

を
執
筆
す
る
う
え
で
著
名
な
イ
ン
ド
・
仏
教
学
者
た
ち

の
独
訳
経
典
ま
た
は
仏
教
書
を
参
考
文
献
に
し
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
る
う
え

で
の
彼
の
仏
教
に
対
す
る
姿
勢
の
一
端
を
本
研
究
に
て

解
明
し
て
み
る
。

〔
個
人
研
究
〕

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
仏
陀
論
に
お
け
る
「
大
乗
非
仏
説
」
傾
向
に
つ
い
て

嶋

田

毅

寛
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一
、  

十
九
世
紀
末
に
お
け
る
仏
教
学
お
よ
び

　
　
大
乗
非
仏
説
的
傾
向
に
つ
い
て

現
代
的
意
味
に
お
け
る
「
仏
教
学
」
は
実
証
主
義
の

影
響
を
受
け
て
西
洋
に
お
い
て
発
生
し
、
そ
れ
は
イ
ン

ド
学
に
お
け
る
一
部
門
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。

当
初
「
仏
教
学
」
は
文
献
の
実
証
研
究
に
基
づ
い
て
、

信
仰
対
象
の
「
超
越
的
人
物
仏
陀
」
で
は
な
く
、
後
に

「
仏
教
」
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
宗
教
の
開
祖
で

あ
る
「
歴
史
上
人
物
仏
陀
」
に
対
す
る
研
究
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
朝
鮮
半
島
を
経
由
し

て
漢
訳
さ
れ
た
経
典
が
中
心
と
な
っ
て
仏
教
を
伝
達
さ

れ
た
我
が
国
と
は
異
な
り
、
西
洋
諸
国
は
イ
ン
ド
か
ら

経
典
を
直
接
伝
達
さ
れ
た
た
め
、
初
期
仏
教
の
成
立
以

前
の
「
人
間
仏
陀
」
を
よ
り
直
接
的
に
記
し
て
あ
る
経

典
に
触
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
伝
達
に
つ
い
て
、
我
が
国
を
含
む
イ
ン
ド
以

東
へ
の
布
教
を
目
的
す
る
伝
達
と
は
異
な
り
、
十
九
世

紀
以
降
の
西
洋
諸
国
へ
は
ア
ジ
ア
へ
の
植
民
・
支
配
を

目
的
と
す
る
調
査
か
ら
、
後
に
は
研
究
の
た
め
の
仏
教

経
典
の
伝
達
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
の
当
時

の
西
洋
に
お
け
る
か
つ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト

教
に
対
す
る
批
判
、
ま
た
は
東
方
に
お
け
る
神
秘
的
な

宗
教
に
対
す
る
憧
憬
等
と
い
っ
た
そ
の
時
代
を
反
映
し

て
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
と
い
っ
た
側
面
も
あ
る
。
し

か
し
何
よ
り
初
期
仏
教
が
成
立
す
る
以
前
の
「
人
間
仏

陀
」
に
対
す
る
関
心
が
西
洋
で
高
か
っ
た
の
は
、
彼
の

説
く
思
想
が
哲
学
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
奇
跡
や
彼
岸

的
存
在
を
否
定
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
西
洋
に
お
け

る
科
学
主
義
と
両
立
可
能
で
あ
っ
た
た
め
と
も
言
わ
れ

て
い
る
（
２
）。

例
え
ば
林
に
よ
る
と
、「
十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
仏
教
学
者
、
さ
ら
に
は
仏
教
信
奉
者
は
、
ブ
ッ
ダ

を
憧
憬
し
て
、
人
生
の
師
と
し
て
、
生
き
る
模
範
と
し

て
仰
い
だ
（
３
）」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
当
時
の
西
洋
の
知
識

人
た
ち
が
仏
陀
に
改
革
者
、
詩
人
、
革
命
家
と
い
っ
た

科
学
と
も
両
立
で
き
そ
う
な
理
想
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
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を
抱
い
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。「
要
す
る
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
仏
教
観
の
中
心
に
は
、
歴
史
上
に
生
き
た
人
間

ブ
ッ
ダ
が
い
た
…
…
信
仰
対
象
か
ら
離
れ
て
、
歴
史
的

に
存
在
し
た
理
想
的
な
人
間
ブ
ッ
ダ
（
４
）」
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
作

り
上
げ
た
先
駆
者
が
仏
の
P
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
で
あ
り
、

独
の
H
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
、
そ
し
て
英
の
T
・
リ
ス

＝
デ
ィ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
パ
ー
リ
語

お
よ
び
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
両
方
を
修
め
て
い
た
が
、

後
の
二
者
は
と
も
に
パ
ー
リ
語
経
典
・
文
献
を
特
に
重

視
し
て
い
た
。
渡
辺
に
よ
る
と
そ
れ
は
「
歴
史
的
な
仏

陀
の
真
説
を
伝
え
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
の

最
古
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
西

洋
の
仏
教
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る（
５
）。
確
か
に
バ
ラ
モ
ン
教
の
聖
典
を
記
し
て
い
る
雅
語

で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
比
べ
て
、
一
説
に
は
仏
陀

が
そ
れ
で
説
法
し
た
と
い
う
民
衆
語
で
あ
る
パ
ー
リ
語

に
よ
り
記
さ
れ
た
書
物
の
方
が
、
歴
史
上
の
仏
陀
の
実

像
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
に
は
一
理
あ
る
。
そ
の
た

め
当
時
の
西
洋
の
イ
ン
ド
・
仏
教
学
者
た
ち
は
パ
ー
リ

語
原
典
の
研
究
に
お
い
て
多
大
な
功
績
を
残
す
一
方
で
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
他
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
漢
訳
の
大
乗

経
典
を
「
人
間
仏
陀
」
の
実
像
を
歪
曲
す
る
後
世
の
創

作
物
で
あ
る
と
し
て
軽
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
こ

う
し
て
西
洋
に
お
け
る
「
大
乗
非
仏
説
」
が
発
生
し
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
後
半
に
真
宗
大
谷
派
を

代
表
し
て
南
条
文
雄
と
笠
原
研
寿
の
二
人
が
イ
ギ
リ
ス

に
留
学
し
た
際
、
リ
ス
＝
デ
ィ
ー
ビ
ス
か
ら
は
パ
ー
リ

語
の
経
典
研
究
を
す
る
よ
う
強
く
勧
め
ら
れ
た
他
、『
阿

弥
陀
経
』
を
非
仏
説
と
断
言
す
る
宗
教
学
者
マ
ッ
ク
ス
・

ミ
ュ
ラ
ー
か
ら
は
浄
土
信
仰
を
捨
て
て
仏
陀
本
人
へ
と

回
帰
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も

残
っ
て
い
る
（
６
）。
ま
た
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
も
著
作
『
仏
陀
』

に
お
い
て
、「
従
来
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
ネ
パ
ー
ル

所
伝
の
経
典
、
例
え
ば
上
に
あ
げ
た
『
ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ

ス
タ
ラ
』、
或
い
は
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』、

あ
る
い
は
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ツ
』
な
ど
の
如
き
と
比
較

す
れ
ば
、
パ
ー
リ
所
伝
の
も
の
の
方
が
確
か
に
優
れ
て
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い
る
（
７
）」
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
パ
ー
リ
語
偏
重
の
傾
向
に
対
し

て
、
そ
の
当
時
か
ら
も
批
判
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
先
に
名
を
挙
げ
た
南
条
も
当
時
、「
大
乗
非
仏
説
の

論
の
如
き
は
古
来
珍
し
か
ら
ぬ
事
な
れ
は
予
と
笠
原
と

は
別
に
驚
き
も
せ
ず
宗
旨
上
に
於
い
て
は
毫
も
信
を
動

か
す
こ
と
な
か
り
し
（
８
）」
と
述
べ
て
お
り
、
ミ
ュ
ラ
ー
の

忠
告
に
従
う
つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
示
し
、「
文
学
上
の

師
に
し
て
宗
教
上
の
師
で
は
な
い
（
９
）」
と
リ
ス
＝
デ
ィ
ー

ビ
ス
や
ミ
ュ
ラ
ー
の
忠
告
を
割
り
切
っ
て
い
る
。
二
十

世
紀
に
入
る
と
パ
ー
リ
語
偏
重
に
対
し
て
公
然
と
批
判

す
る
も
の
が
現
れ
、
H
・
ベ
ッ
ク
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

彼
は
自
身
の
著
作
『
仏
教
』
に
お
い
て
大
乗
仏
教
が
初

期
仏
教
の
堕
落
形
態
で
あ
る
か
の
評
に
対
し
て
、「
マ

ハ
ー
ヤ
ー
ナ
の
教
理
は
、
す
で
に
根
本
仏
教
の
な
か
に

完
全
に
存
在
し
て
い
た
萌
芽
か
ら
発
展
し
た
も
の

A
C
B

」
で

あ
る
と
し
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
大
乗
の
教
理
が
小
乗
仏

教
（
ヒ
ナ
ヤ
ー
ナ
、
南
方
・
上
座
部
仏
教
）
に
お
い
て
は
退

化
し
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
『
仏
教
』
に

お
い
て
「
伝
説
上
の
仏
陀

A
D
B

」
と
「
歴
史
上
の
仏
陀

A
E
B

」
と

に
分
け
、
そ
れ
ら
の
内
の
「
成
道
物
語
」
等
の
伝
説
的

要
素
に
関
し
て
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
『
ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ

ス
タ
ラ
』
を
、
そ
し
て
仏
陀
の
入
滅
の
よ
う
に
歴
史
的

事
実
に
つ
い
て
は
パ
ー
リ
語
の
『
涅
槃
経
』
等
に
基
づ

い
て
執
筆
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
パ
ー
リ
語
偏
重
に
も

ま
た
そ
の
反
動
と
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
偏
重
に
も
与

し
な
い
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
学
問
的
態
度
を
取
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
宗
教
学
者
の
F
・

ハ
イ
ラ
ー
の
著
作
『
仏
教
的
沈
潜

A
F
B

』
に
よ
る
と
、
内
容

的
に
は
『
涅
槃
経
』
や
『
沙
門
果
経
』
等
の
パ
ー
リ
語

の
引
用
が
多
く
、ま
た
自
ら
が
規
定
す
る
「
瞑
想
の
宗
教
」

で
あ
る
仏
教
に
対
し
て
、
大
乗
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と

同
様
に「
祈
り
の
宗
教
」で
あ
る
と
自
ら
の
想
定
す
る「
仏

教
」
か
ら
区
別
し
て
い
る
う
え
に

A
G
B

、
本
文
中
で
は
直
接

パ
ー
リ
語
を
引
用
し
て
い
る
も
の
の
巻
末
に
お
い
て
そ

れ
に
対
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
対
照
表
ま
で
載
せ
て

お
り
、
パ
ー
リ
語
・
初
期
仏
教
偏
重
の
根
強
さ
が
見
ら

れ
る
。
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次
章
に
お
い
て
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
お
よ
び
、
こ

れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
イ
ン
ド
・
仏
教
学
者
た
ち
に
よ
る

文
献
を
用
い
た
、
彼
に
よ
る
「
仏
陀
論
」
の
概
略
を
述

べ
て
み
る
。

二
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
と
「
仏
陀
論
」
に
お
け
る

　
　
お
お
ま
か
な
内
容

ま
ず
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
的
姿
勢
と
し
て
、
主
著
で

あ
る
『
哲
学
』
か
ら
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
「
絶
対
化

（
ド
グ
マ
化
）」
批
判
で
あ
る
。
彼
は
あ
る
特
定
の
人
間
や

4

4

4

4

4

4

4

4

存
在
等
に
対
す
る
絶
対
化
お
よ
び
神
格
化
を
徹
底
的
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

排
斥
し

4

4

4

、
そ
の
た
め
『
大
哲
学
者
た
ち
』
に
お
い
て
プ

ラ
ト
ン
や
老
子
は
お
ろ
か
、
仏
陀
の
他
に
イ
エ
ス
も
あ

く
ま
で
「
哲
学
の
教
師
」
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
ま
た

特
定
の
信
仰
や
思
想
、
世
界
観
等
に
対
す
る
絶
対
化
に

対
し
て
も
批
判
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
に
自
然

科
学
、
そ
れ
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ

た
体
系
的
哲
学
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
我
が
物
化

（A
neignung

）
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
絶

対
化
に
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
特
定
の
信
仰
や
世
界
観
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
絶

対
化
す
る
こ
と
な
く
超
越
者
（T

ranszendenz

）
の
暗
号

（C
hiffre

）
と
捉
え
て
自
ら
に
「
我
が
物
化
」
す
る
一
方

で
、
信
心
と
い
っ
た
信
仰
の
「
主
観
面
」
と
宗
教
儀
礼

や
神
の
像
や
戒
律
の
よ
う
な
信
仰
の
「
客
観
面
」
と
を

包
括
す
る
〈
包
括
者
（das U

m
greifende

）〉
に
対
す
る

〈
哲
学
的
信
仰
（der philosophische G

laube

）〉
と
い
う

彼
自
身
の
宗
教
哲
学
を
提
唱
す
る

A
H
B

。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
『
大

哲
学
者
た
ち
』
に
お
け
る
仏
陀
の
説
く
解
脱
（E

rlösung

）

お
よ
び
救
済
の
道
（H

eilsw
eg

）
も
、
仏
陀
に
よ
る
哲
学

的
信
仰
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
後
に
世
界
宗
教
と
な
る

「
仏
教
」
と
は
区
別
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
「
仏
陀
論
」
に
つ
い

て
の
概
略
を
示
し
て
み
る
。
当
然
な
が
ら
彼
は
哲
学
者

で
あ
っ
て
仏
教
学
者
で
は
な
い
の
で
、
彼
の
仏
教
的
見

地
は
自
身
の
参
照
し
た
イ
ン
ド
・
仏
教
学
者
た
ち
の
独

訳
し
た
経
典
お
よ
び
仏
教
書
、
彼
ら
に
よ
る
仏
教
研
究
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書
に
負
っ
て
い
る
。
経
典
に
関
し
て
は
パ
ー
リ
語
お
よ

び
南
伝
仏
教
経
典
の
独
訳
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら

仏
教
研
究
書
と
し
て
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
『
仏
陀
』、ベ
ッ

ク
の
『
仏
教
』、
ピ
ッ
シ
ェ
ル
の
『
仏
陀
の
生
と
生
涯

A
I
B

』、

ハ
イ
ラ
ー
の
『
仏
教
的
沈
潜
』
等
の
書
名
が
見
ら
れ
る
。

「
仏
陀
論
」
の
最
初
は
仏
陀
の
「
伝
記
（E

rzärung des 

Leben A
J
Bs

）」
で
あ
る
が
、
パ
ー
リ
語
経
典
中
心
を
反
映
し

て
か
、
歴
史
上
の
人
物
「
仏
陀
」
の
生
涯
に
つ
い
て
記

述
さ
れ
て
い
る
。
シ
ャ
カ
族
の
王
子
と
し
て
生
を
受
け
、

人
生
の
苦
か
ら
抜
け
出
す
た
め
肉
体
的
苦
行
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

中
道
の
瞑
想
に
よ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

悟
り
を
開
い
て
、
そ
の
後
生
涯
説

法
を
行
い
、
死
に
臨
ん
で
弟
子
た
ち
に
常
に
怠
り
な
く

法
（
ダ
ン
マ
、ダ
ル
マ
）
に
従
っ
て
生
き
よ
と
遺
言
し
た
と
、

一
般
的
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
通
り
に
描
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
菩
薩
が
天
上
か
ら
降
臨
し
て
母

で
あ
る
マ
ー
ヤ
ー
妃
に
受
胎
し
た
こ
と
、
悟
り
へ
と
至

る
前
に
悪
魔
た
ち
が
仏
陀
の
悟
り
を
妨
害
し
た
こ
と
、

仏
陀
が
悟
り
を
開
い
た
も
の
の
そ
れ
を
民
衆
に
説
法
す

る
こ
と
を
躊
躇
っ
た
際
に
梵
天
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
の
説
得

に
よ
り
説
法
を
決
心
し
た
こ
と
（
梵
天
勧
請
）
等
の
お
よ

そ
伝
説
的
な
描
写
が
一
切
見
ら
れ
な
い
。

次
に
仏
陀
が
悟
り
へ
と
至
っ
た
「
教
法
と
瞑
想
（Lehre 

und M
editatio A

K
Bn

）」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
仏
陀
が
瞑
想

で
も
っ
て
悟
り
を
開
く
た
め
に
は
八
正
道
に
見
ら
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
な
倫
理
的
行
為
で
あ
る
戒
律
を
も
重
視
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
に
着
目
し
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
こ
に
包
括
者
を
見

出
し
て
い
る

A
L
B

。
と
い
う
の
も
既
に
見
た
通
り
彼
の
言
う

〈
哲
学
的
信
仰
〉
と
は
信
仰
の
主
観
面
と
客
観
面
を
包
括

し
て
い
る
包
括
者
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
た
め
、〈
瞑
想
〉

と
い
う
仏
教
に
お
け
る
主
観
面
と
〈
戒
律
〉
と
い
う
そ

の
客
観
面
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
基
礎
と
な
る
の
で
は
な

く
、
両
者
が
同
時
に
相
並
ん
で
働
い
て
い
る
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
瞑
想
と
倫

理
的
行
為
と
の
一
致
」
に
つ
い
て
実
際
に
彼
は
ベ
ッ
ク

お
よ
び
ハ
イ
ラ
ー
の
実
名
を
挙
げ
て
い
る

A
M
B

。

そ
の
次
は「（
仏
陀
の
）
説
か
れ
た
教
え（D

ie ausgesagte 

Lehr A
N
Be

）」
に
関
し
て
苦
集
滅
道
で
示
さ
れ
る
〈
四
聖
諦
〉、

無
明
に
始
ま
り
苦
へ
と
結
実
す
る
因
果
形
式
で
あ
る
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〈
十
二
因
縁
〉、
そ
れ
か
ら
解
脱
し
て
い
く
先
の
〈
涅
槃
〉

等
の
仏
教
の
根
本
教
義
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
は
取
り
立
て
て
他
の
仏
教
概
論
等
と
何
ら
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
我
（Selbst

）
の
否
定
に
関

し
て
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
哲
学
に
基
づ
く
仏
教
観
が

反
映
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
上
記
の
四
聖
諦
や
十
二

因
縁
に
基
づ
け
ば
、
最
終
的
に
執
着
す
べ
き
我
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
悟
る
こ
と
で
解
脱
に
達
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
の
が
通
説
的
な

見
解
で
あ
る
は
ず
が
、
彼
は
こ
の
「
我
の
否
定
」
を
「
本

来
的
自
我
（eigentliches Selbst

）
で
は
な
い
我
の
否
定
」

と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
「
執
着
に
囚
わ

れ
て
い
る
我
」
で
は
な
く
、「
正
し
い
覚
知
に
よ
る
本
来

の
我
」
に
達
す
る
こ
と
こ
そ
が
解
脱
と
い
う
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
「
本
来
的
自
我
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
ヤ
ス

パ
ー
ス
自
身
の
「
実
存
（E

xistenz

）」
哲
学
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
本
来
的
自
我
に
到
達
し
た
仏
陀
に

は
神
格
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
な
い
。
そ
れ
は
あ

く
ま
で
救
い
の
道
を
説
か
れ
る
、
人
類
の
哲
学
の
教
師

「
人
間
仏
陀
」
で
あ
る
。

そ
し
て
仏
陀
に
お
け
る
「
新
し
き
も
の
に
つ
い
て
の

問
い（D

ie frage nach dem
 N

eue A
O
Bn

）」と
は
ま
ず「
仏
陀
」

と
い
う
比
類
な
き
悟
り
を
得
た
人
間
に
つ
い
て
で
あ
り
、

幼
少
の
こ
ろ
仙
人
に
よ
っ
て
世
界
を
統
一
す
る
偉
大
な

王
か
世
界
を
救
う
仏
陀
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
と
占
わ
れ

た
と
い
う
伝
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
人
格
」

に
関
し
て
、
そ
れ
は
偉
大
で
あ
る
と
同
時
に
未
来
の
仏

陀
の
模
範
と
な
る
個
人
を
越
え
た
存
在
と
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
仏
陀
在
世
当
時
の
階
級
制
度
や
神
々

と
い
っ
た
権
威
に
対
し
て
徹
底
的
に
反
抗
し
た
と
述
べ

ら
れ
る
彼
の
「
断
固
た
る
態
度
」
に
関
し
て
問
わ
れ
、

最
後
に
仏
陀
は
多
く
の
者
に
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
説
法

を
し
て
智
慧
に
よ
る
救
い
を
説
き
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
に

対
し
て
比
喩
・
箴
言
・
詩
を
用
い
て
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

後
に
仏
陀
の
教
え
か
ら
僧
団
が
起
こ
り
世
界
宗
教
へ
と

発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
「
伝
導
」
の
経
緯
が
ヤ
ス
パ
ー

ス
に
よ
っ
て
問
わ
れ
て
い
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
仏
陀
の
教
え
の
「
影

響
史
（W

irkungsgeschicht A
P
Be

）」
と
し
て
も
と
り
わ
け
特
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別
な
こ
と
の
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
で
起
こ
っ

た
仏
教
が
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
イ
ン
ド
統
一
と
と
も
に
そ

の
保
護
を
受
け
て
広
ま
っ
た
も
の
の
、
や
が
て
バ
ラ
モ

ン
教
か
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
起
こ
り
、
そ
の
広
ま
り
と

と
も
に
仏
教
が
イ
ン
ド
本
国
で
一
旦
は
滅
ん
だ
が
、
や

が
て
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
、
モ
ン
ゴ
ル
、
朝
鮮
、
日
本

へ
と
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
等
は
歴
史
の
書
物
で
見
ら
れ

る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
仏
陀
の
説
か
れ
た
「
救
い
の
道
」

が
「
仏
教
」
と
い
う
世
界
宗
教
へ
と
発
展
し
た
こ
と
に

関
し
て
、
多
少
の
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
ヤ
ス
パ
ー

ス
に
よ
り
込
め
ら
れ
て
い
る
。
次
章
に
お
い
て
も
触
れ

る
が
、
他
の
仏
教
学
者
た
ち
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

仏
陀
の
教
え
に
よ
り
忠
実
な
小
乗
（
南
伝
、
上
座
部
）
仏

教
に
比
べ
て
大
乗
（
北
伝
、
大
衆
部
）
仏
教
は
堕
落
し
た

形
態
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
ヤ
ス
パ
ー

ス
が
一
概
に
他
の
仏
教
学
者
た
ち
と
と
も
に
大
乗
仏
教

批
判
に
与
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
仏
陀
の

教
え
と
い
う
「
哲
学
的
信
仰
」
が
「
仏
陀
信
仰
（G

laube 

an B
uddha

）」
と
化
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
点

に
つ
い
て
、
私
見
で
は
ハ
イ
ラ
ー
の
見
解
に
近
い
も
の

が
見
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
次
章
に
お
い
て
改
め
て

述
べ
よ
う
。
た
だ
そ
の
よ
う
に
大
乗
・
小
乗
を
含
む
世
界

宗
教
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宗
教
弾
圧
や

宗
教
対
立
等
の
暴
力
を
伴
わ
な
か
っ
た
と
し
て
ヤ
ス
パ
ー

ス
も
そ
の
非
暴
力
的
な
態
度
を
評
価
し
て
い
る
。

最
終
章
で
あ
る
「
仏
陀
と
仏
教
が
我
々
（
西
洋
人
）
に

と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
（W

as bedeuten uns B
uddha 

und der B
uddhism

us A
Q
B?

）」
で
あ
る
が
、
先
ず
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
仏
陀
の
教
え
が
西
洋
人
に
と
っ
て
、
思
想
と
し
て

理
解
で
き
て
も
そ
れ
を
実
修
し
な
い
限
り
、
そ
の
理
解

に
は
限
界
が
あ
る
と
し
て
、
西
洋
人
と
ア
ジ
ア
人
と
の

間
の
「
隔
た
り
（die Ferne

）」
を
主
張
す
る
。
た
だ
し

「
限
界
が
あ
る
」
と
い
っ
て
も
「
不
可
能
」
で
は
な
く
、

と
も
に
同
じ
人
間
で
あ
る
こ
と
ま
で
否
定
す
る
必
要
は

な
い
と
い
う
。
例
え
ば
仏
陀
の
瞑
想
に
類
す
る
も
の
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
等
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と

す
る
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
で
の
そ
れ
の
位
置
づ
け
が
異

な
っ
て
お
り
、
そ
の
相
当
す
る
も
の
が
一
方
で
は
端
緒
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で
あ
っ
て
も
、
他
方
で
は
全
体
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
や
ハ

イ
ラ
ー
に
よ
る
「（
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
）
他
の
宗
教
に
お

い
て
祈
り
（G

ebet

）
に
当
た
る
も
の
が
仏
教
で
は
沈
潜

（V
ersenkug

）
で
あ
る

A
R
B

」
と
の
言
説
を
彷
彿
さ
せ
る
。
前

者
が
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
の
超
越
的
存
在
に
対
し
て

の
「
祈
り
」
で
あ
る
な
ら
、後
者
の
瞑
想
に
よ
る
「
沈
潜
」

で
悟
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
無
自
性
で
あ
る
と
い
う

智
そ
の
も
の
が
救
い
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
よ

う
な
差
異
は
人
間
の
存
在
の
在
り
方
に
端
を
発
す
る
の

で
あ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
そ
こ
に
西
洋
人
と
ア
ジ
ア
人

と
の
「
隔
た
り
」
を
見
出
し
て
い
る
。

次
章
で
は
こ
の
よ
う
な
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
仏
陀
論
」

に
お
い
て
筆
者
が
見
出
し
た
「
大
乗
非
仏
説
」
的
傾
向

お
よ
び
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
仏
教
学

者
た
ち
の
著
作
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

三
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
仏
陀
論
に
お
い
て
見
ら
れ
る
仏
教

　
　
学
者
の
影
響
と
大
乗
非
仏
説
的
傾
向
に
つ
い
て

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
的
姿
勢
お
よ
び
著
作
『
大
哲
学

者
た
ち
』
の
執
筆
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
中
の
「
仏

陀
論
」
と
大
乗
非
仏
説
と
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
点
で

意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
て
も
そ
れ
は
決
し
て
的
外
れ
な

こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
当
然
な
が
ら
ヤ

ス
パ
ー
ス
が「
仏
陀
論
」を
執
筆
す
る
う
え
で
参
照
し
た
、

オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
や
ハ
イ
ラ
ー
等
の
大
乗
非
仏
説
的
傾

向
を
持
っ
た
仏
教
学
者
の
著
作
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
参
考
文
献
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、

ド
イ
ツ
の
仏
教
学
の
大
家
で
あ
る
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の

『
仏
陀
』
に
お
い
て
パ
ー
リ
語
経
典
の
優
越
性
が
説
か
れ

て
い
る
。

セ
イ
ロ
ン
の
人
々
は
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
こ
の
経
典

の
言
葉
、
即
ち
パ
ー
リ
を
聖
語
（heilige Sprache

）

と
し
て
尊
び
、
仏
陀
も
過
去
世
の
諸
仏
も
こ
と
ご

と
く
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
か
に
考
え
て
い
た
。
そ
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の
後
、
こ
の
セ
イ
ロ
ン
島
に
も
島
の
方
言
で
書
い

た
宗
教
上
の
典
籍
が
現
れ
る
に
至
り
、
仏
教
に
新

し
い
古
譚
や
思
弁
の
侵
入
す
る
門
戸
を
開
い
た
け

れ
ど
も
、
こ
れ
と
同
時
に
こ
れ
が
ま
た
パ
ー
リ
経

典
と
こ
の
よ
う
な
異
分
子
と
の
混
合
を
有
効
に
防

止
す
る
放
水
門
と
な
っ
た
の
で
あ
る

A
S
B

。 

上
記
に
お
い
て
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
、
イ
ン
ド
か
ら

持
ち
込
ま
れ
た
パ
ー
リ
語
が
ス
リ
ラ
ン
カ
仏
教
に
お
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
仏
陀
が
使
用
し
た
言
語
と
捉
え
ら
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
れ
の
存
在

が
パ
ー
リ
経
典
と
そ
れ
以
外
と
の
区
別
を
果
た
す
役
割

を
担
っ
た
と
し
、
パ
ー
リ
経
典
に
お
い
て
仏
陀
の
生
涯

に
関
す
る
資
料
が
純
粋
に
保
た
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
彼
は
「
例
え
ば
教
団
法
に
関
し
た
パ
ー
リ
経

典
の
律
蔵
（
ヴ
ィ
ナ
ヤ
・
ピ
タ
カ
）
に
お
い
て
構
成
の
根

源
性
（U

rsprünglichkeit

）
が
明
ら
か
で
あ
る

A
T
B

」
と
も
述

べ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
『
ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ

ス
タ
ラ
』
等
に
比
べ
て
パ
ー
リ
語
の
方
が
古
く
素
朴
な

形
式
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
パ
ー
リ
語
偏
重
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
仏

陀
論
」
に
も
あ
る
程
度
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
章
で
も

触
れ
て
い
る
。「
仏
陀
論
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
入
手

し
う
る
伝
説
を
記
し
と
ど
め
て
い
る
文
章
は
、
大
部
分

パ
ー
リ
経
典
で
あ
る

A
U
B

」
と
の
記
述
が
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
「
仏
陀
論
」
に
お
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
記
述

さ
れ
た
『
ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』
へ
の
批
判
に
関
す

る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
仏
陀
の
実
在
は
明
ら

か
に
伝
説
的
な
も
の
や
後
世
の
付
加
で
あ
る
と
証
明
で

き
る
も
の
を
取
り
去
っ
て
、
批
判
的
に
得
ら
れ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

A
V
B

」
と
の
主
張
は
、「
仏
陀
と
そ
の

生
涯
に
つ
い
て
果
た
し
て
歴
史
と
言
い
う
る
べ
き
も
の

が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
伝
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば

ど
の
程
度
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
程
度
に
事

実
が
詩
と
神
話
と
で
隠
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
う
い
う
問

題
の
裁
定
へ
は
パ
ー
リ
伝
統
の
調
査
の
み
が
導
く

A
W
B

」
と

い
う
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
発
言
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
人
間
の
神
格
化
を
拒
否
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

と
い
う
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
に
お
け
る
姿
勢
に
基
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づ
く
も
の
で
あ
る
。
仏
陀
の
神
格
化
に
な
る
よ
う
な
仏4

陀
伝
説

4

4

4

で
は
な
く
、
よ
り
古
い
パ
ー
リ
経
典
に
お
け
る

仏
陀
の
生
涯

4

4

4

4

4

に
基
づ
い
て
「
人
間
仏
陀
」
の
実
相
に
迫

ろ
う
と
い
う
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
姿
勢
は
、
ま
さ
に
ヤ

ス
パ
ー
ス
の
取
る
と
こ
ろ
の
「
仏
陀
論
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
で
は
「
存
在
意
識
の
変

革
（V

erw
andlung des Seinsbew

u√tseins

）」
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
も
見
た
通
り
、
解
脱
を
「
真
実

我
の
覚
知
」
と
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
仏
陀
の

瞑
想
と
は
自
ら
の
苦
に
つ
い
て
の
無
知
か
ら
脱
す
る
意

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

識
変
革

4

4

4

に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
た
び
た
び
西
欧
で
も

仏
教
に
対
す
る
誤
解
あ
る
い
は
蔑
み
と
も
見
ら
れ
る
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
現
実
か
ら
遊
離
す
る
神

秘
主
義
等
と
の
見
解
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
仏
教
に
対
し
て

取
ら
な
い
。「
仏
陀
論
」
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
〈
沈
潜
〉

と
は
八
正
道
に
お
け
る
「
正
定
」
の
他
、
涅
槃
に
達
す

る
た
め
の
心
的
状
態
で
あ
る
禅
定
・
三
昧
等
を
も
示
し

て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
ハ
イ
ラ
ー
の
『
仏

教
的
沈
潜
』
を
連
想
す
る
。
ハ
イ
ラ
ー
も
自
ら
の
同
著

作
に
お
い
て
、
仏
陀
の
瞑
想
で
の
心
的
状
態
（
沈
潜
）

が
薬
物
に
よ
る
陶
酔
や
忘
我
的
な
無
意
識
状
態
で
は
な

く
、
徹
底
的
な
意
識
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
仏
教
的
沈
潜
は
そ
の
よ
う
な
「
超

自
然
的
」
な
、
魔
術
的
、
催
眠
的
あ
る
い
は
エ
ク

ス
タ
シ
ー
状
態
で
は
な
く
、
最
高
の
意
識
性
と
注

意
深
さ
を
目
指
し
て
い
る
。「
仏
陀
の
弟
子
た
ち
は

常
に
注
意
深
い
」
と
繰
り
返
し
法
句
経
は
強
調
す

る
。
十
分
に
目
覚
め
た
状
態
に
お
い
て
の
み
救
い

の
「
認
識
」
は
最
高
の
「
分
別
」
を
手
に
し
う
る
。

し
か
し
「
目
に
見
え
る
」
涅
槃
（
第
四
の
禅
定
か
ら

そ
れ
へ
と
阿
羅
漢
が
没
頭
す
る
）
も
い
か
な
る
興
奮
で

も
ト
ラ
ン
ス
で
も
な
く
、
完
全
な
純
潔
と
統
一
の

精
神
的
状
態
で
あ
る

A
X
B

。 

上
記
の
『
仏
教
的
沈
潜
』
で
の
記
述
に
類
似
し
て
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
も
「
瞑
想
の
諸
段
階
は
、
例
え
ば
麻
酔
剤

や
ア
ヘ
ン
に
よ
る
よ
う
な
、
興
奮
・
エ
ク
ス
タ
シ
ー
・
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異
常
な
状
態
の
享
悦
で
は
な
く
、
最
も
明
ら
か
な
認
識

で
あ
り
…
…
何
物
も
無
意
識
の
内
に
潜
在
せ
し
め
ず

A
Y
B

」

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
超
越
神
と
合
一
す
る
が

如
き
神
秘
主
義
の
よ
う
な
忘
我
状
態
は
見
ら
れ
ず
、
あ

く
ま
で
瞑
想
に
よ
る
沈
潜
は
各
自
が
実
修
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、「
仏
陀
論
」
に
お
け
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
う
「
西

欧
人
と
ア
ジ
ア
人
と
の
隔
た
り
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ベ
ッ
ク
の
『
仏
教
』

か
ら
も
か
な
り
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
特
に
ベ
ッ
ク

は
か
つ
て
『
世
界
観
の
心
理
学

A
Z
B

』
に
お
い
て
引
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
決
し
て
「
仏
陀
論
」
の
執
筆
の

た
め
だ
け
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
資
料
と
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
関
心
の
内
容
が
以
前
の
心
理
学
時
代
と
異
な

る
と
は
い
え
、
ハ
イ
ラ
ー
を
除
く

A
[
B

他
の
イ
ン
ド
・
仏
教

学
者
と
は
関
わ
っ
て
い
る
期
間
に
差
が
あ
る
。
前
章
で

も
触
れ
た
よ
う
に
ベ
ッ
ク
は
当
時
の
ド
イ
ツ
仏
教
学
の

中
で
は
他
と
異
な
り
、
パ
ー
リ
語
偏
重
に
対
し
て
早
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
批
判
を
し
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、「
人
間
仏
陀
」
で
は
な
く
「
仏

教
の
開
祖
」
と
い
う
視
点
に
基
づ
き
、
パ
ー
リ
語
と
サ

4

4

4

4

4

4

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
両
経
典
を
公
平
に
扱
っ
て
い
る
姿
勢

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
見
ら
れ
る
。「
歴
史
上
の
仏
陀
」
と
「
伝
説
上
の
仏
陀
」

を
区
別
し
た
こ
と
に
そ
れ
が
良
く
示
さ
れ
て
い
る
。
先

述
し
た
、「
大
乗
仏
教
の
教
理
は
初
期
仏
教
に
既
に
含
ま

れ
て
い
て
、
小
乗
仏
教
で
は
そ
れ
が
退
化
し
て
い
っ
た
」

と
の
主
張
か
ら
は
、
大
乗
仏
教
が
仏
陀
の
教
え
に
反
し

て
お
ら
ず
、
仏
陀
は
「
大
乗
仏
教
の
開
祖
」
で
も
あ
る

こ
と
を
知
ら
し
め
て
く
れ
る
。
そ
れ
に
応
じ
る
か
の
よ

う
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
「
仏
陀
論
」
に
て
、「
小
乗
仏
教
で

は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
仏
陀
の
い
く
つ
か
の
萌
芽
…
…

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
展
開
さ
れ
て
い
る

A
\
B

」
と
し
、
前

者
に
比
べ
て
後
者
は
民
衆
の
宗
教
的
欲
求
の
充
足
や
高

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

度
の
思
弁
哲
学

4

4

4

4

4

4

を
産
み
出
し
て
い
る
等
、
決
し
て
大
乗

仏
教
を
劣
っ
て
い
る
も
の
と
は
見
て
い
な
い
。
先
の
「
仏

陀
の
救
い
の
道
が
仏
陀
信
仰
と
化
し
た
」
と
の
言
説
は
、

後
の
「（
大
乗
）
仏
教
」
が
自
ら
の
言
う
「
仏
陀
の
哲
学

的
信
仰
」
か
ら
は
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
多
少
批
判
的

に
聞
こ
え
る
、
ハ
イ
ラ
ー
が
大
乗
仏
教
を
〈
沈
潜
〉
で
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は
な
く
〈
祈
り
〉
の
宗
教
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
。

そ
れ
と
同
時
に
「
仏
陀
の
教
え
」
か
ら
分
か
れ
た
新
た

な
思
弁
哲
学
・
形
而
上
学
へ
の
展
開
で
あ
る
と
ヤ
ス
パ
ー

ス
が
見
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の

場
合
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
仏
陀
の
教
え
」
と
「
仏
教
」
と

を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
違
っ
た
意
味
で
高
く
評
価
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
た
4

4

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
大

乗
非
仏
説
と
は
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
姿
勢
か
ら
す
る
と
、

「
仏
陀
の
教
え
」
も
「
仏
教
」
も
と
も
に
、「
我
が
物
」

と
す
べ
き
「
超
越
者
の
暗
号
」
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も

絶
対
化
や
神
格
化
は
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
優
劣
も
つ

け
ら
れ
な
い
。
中
村
に
よ
る
と
、「
大
乗
仏
教
は
『
仏
教
』

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
ブ
ッ
ダ
の
教
え
』
と
は
非

常
に
異
な
っ
た
も
の
」
と
西
洋
の
仏
教
学
者
た
ち
が
捉

え
る
も
、
大
乗
仏
教
は
自
ら
の
存
在
理
由
を
仏
陀
の
権

威
に
求
め
て
い
る
と
い
う

A
]
B

。
大
乗
仏
教
が「
仏
陀
の
教
え
」

か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
し
て
も
、
初
期
仏
教
と
は
別
物

と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
が

劣
っ
て
い
る
と
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
は
、

①
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
仏
陀
論
」
に
お
け
る
「
大
乗
非
仏
説
」

傾
向
は
彼
の
参
考
に
し
た
文
献
お
よ
び
独
訳
パ
ー
リ
経

典
に
拠
っ
て
い
る
、
②
彼
自
身
の
哲
学
姿
勢
か
ら
も
「
大

乗
非
仏
説
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
、
③
大
乗
仏
教
そ

の
も
の
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
仏

陀
の
教
え
」
と
「
大
乗
仏
教
」
と
は
区
別
し
て
両
者
に

優
劣
を
つ
け
て
い
な
い
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
当
時
の
西
洋
に
お
け
る
仏

教
研
究
の
動
向
で
の
、「
大
乗
非
仏
説
」
自
体
を
承
知
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と

も
「
大
乗
仏
教
批
判
」
に
は
与
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
大
哲
学
者
た
ち
』
に
お
い
て
「
龍

樹
論
」
も
収
め
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ
ば
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。〈
空
性
〉
を
説
い
て
大
乗
仏
教
を
大
成
し

た
龍
樹
を
「
偉
大
な
形
而
上
学
者
」
と
し
て
認
め
て
い

る
以
上
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
を
拒
否

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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す
る
4

4

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
「
仏
陀
の
教
え
」

と
「（
大
乗
）
仏
教
」
と
を
区
別
し
て
い
る
時
点
で
先
の

中
村
の
言
う
通
り
「
大
乗
非
仏
説
」
傾
向
に
通
じ
る
も

の
の
、「
仏
陀
の
教
え
」
そ
の
も
の
で
な
い
思
想
と
し
て

の
「
大
乗
仏
教
」
を
認
め
る
点
で
は
、「
大
乗
非
仏
説
」

傾
向
に
値
し
な
い
と
筆
者
は
捉
え
る
。
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