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輪
廻
転
生
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
る
べ
き
か

望

　月

　海

　慧

一
、
問
題
の
所
在

　

近
年
の
仏
教
学
研
究
に
お
い
て
「
釈
尊
が
輪
廻
を
説
い
た
の
か
」
と
言
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
和
辻
哲
郎
を
中
心
に
論
じ
ら

れ
て
い
る一

。
筆
者
自
身
も
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ロ
ン
ク
ホ
ル
ス
ト
の
「
ブ
ッ
ダ
は
カ
ル
マ
と
転
生
を
説
い
た
の
か
」
と
い
う
論
文二

を
受
け
て
、

「
ブ
ッ
ダ
は
輪
廻
転
生
を
認
め
た
の
か
」
と
い
う
論
考三

を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
論
点
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
単
純
に
誹
謗
中
傷
さ

れ
た
だ
け
で
あ
っ
た四

。
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
仏
典
は
輪
廻
転
生
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
論
証
は
、
困
難
を

伴
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
輪
廻
転
生
説
が
釈
尊
の
教
義
の
根
本
を
理
解
す
る
の
に
効
果
的
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
感

じ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
教
化
学
の
観
点
に
立
ち
、
輪
廻
転
生
の
問
題
を
考
察
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
筆
者
自
身
が
輪
廻
説
に
対
す
る
問
題
意
識
を
持
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
興
味
を
持
っ
た
多
く

の
若
者
が
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
の
新
宗
教
に
入
信
し
た
頃
で
あ
る五

。
業
論
と
と
も
に
輪
廻
が
説
か
れ
た
背
後
に
は
、
倫
理
的
意
図
が
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
輪
廻
転
生
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
筆
者
に
は
理
解

し
難
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
学
研
究
者
と
い
う
立
場
よ
り
も
、
日
蓮
宗
教
師
の
立
場
と
し
て
、
輪
廻
の
教
え
は
意
味
の
あ
る
教
え
な

の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
、
そ
れ
が
説
か
れ
た
意
図
を
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
。
そ
も
そ
も
、
日
蓮
宗
教
師
の
布
教
活
動
と
し
て

の
宗
教
儀
礼
で
は
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
輪
廻
転
生
を
前
提
と
し
た
四
十
九
日
法
要
を
行
っ
て
い
る
一
方
で
、
彼
岸
や
お
盆
の
棚
経
な
ど
、

03-02　望月.indd   93 2020/07/01   8:20



「教化学研究11」2020. 3 94

輪
廻
転
生
を
前
提
と
し
な
い
日
本
独
自
の
死
生
観
に
基
づ
く
儀
礼
も
行
っ
て
い
る
。
葬
送
儀
礼
を
出
家
者
が
行
う
こ
と
自
体
が
非
仏
教
的

で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
儀
礼
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
死
生
観
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
近
年
で
は
、
高
度
な
仏
教
知
識
を
伝
え
る
書
籍
が
書
店
に
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
僧
侶
よ
り
も
一
般
知
識
人
の
方
が
仏
教
を
深
く

学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
仏
教
の
儀
礼
的
側
面
よ
り
も
、
心
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
の
仏
教
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
そ

の
中
に
は
、
科
学
的
知
識
を
仏
教
に
求
め
、
輪
廻
転
生
を
非
現
実
的
な
も
の
と
捉
え
る
者
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
者

に
は
心
理
学
的
に
も
効
果
的
な
教
義
と
し
て
存
在
し
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
信
じ
な
い
者
に
、
輪
廻
転
生
を
ど
の
よ
う
に
説
明

づ
け
る
の
か
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
輪
廻
転
生
が
教
化
活
動
に
効
果
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
察
す
る
。

二
、
輪
廻
の
あ
り
方

　

ま
ず
、
輪
廻
転
生
に
は
、
永
遠
不
変
に
転
生
す
る
実
体
の
存
在
が
前
提
と
な
る
。
死
後
に
何
ら
か
の
別
な
る
存
在
に
再
生
す
る
際
に
、

前
世
の
存
在
と
来
世
の
存
在
を
結
ぶ
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
同
一
性
を
示
す
も
の
が
霊
魂
あ
る
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
転
生
が
一
回
限
り
の
も
の
で
は
な
く
無
始
よ
り
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
霊
魂
は
は
る
か
昔
よ
り
存
在
し
、

今
後
も
存
在
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
輪
廻
転
生
を
前
提
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
え
で
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
常
住
不
変
と
説
く

の
で
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
仏
教
で
は
、
三
法
印
の
諸
行
無
常
と
諸
法
無
我
と
の
整
合
性
が
求
め
ら
れ
る
。
縁
起
の
概
念
に
基
づ
き
、
個

体
存
在
に
常
住
不
変
な
実
体
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
を
否
定
し
た
た
め
に
、
我
は
存
在
し
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
転
生
は
す
る
と
い
う
無

我
輪
廻
説
に
よ
り
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
犢
子
部
の
プ
ド
ガ
ラ
説
や
瑜
伽
行
唯
識
派
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
に
よ
る
説

明
も
、
結
局
は
、
輪
廻
の
主
体
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
輪
廻
説
を
動
か
す
動
機
付
け
と
な
る
も
の
が
業
論
で
あ
る
。
業
（
カ
ル
マ
）
と
は
、
行
為
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
相
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応
す
る
結
果
を
伴
う
と
い
う
因
果
論
に
よ
り
輪
廻
説
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
的
要
求
に
よ
り
、
善
な
る
行
為
を
行

え
ば
善
な
る
結
果
を
伴
い
、
悪
な
る
行
為
を
行
え
ば
悪
な
る
結
果
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
悪
い
行
為
を
行
え
ば
怒
ら
れ
、
罰
を
受
け
る
と

言
え
ば
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
現
実
に
は
、
悪
い
行
為
を
行
っ
て
も
、
悪
い
結
果
を
伴
わ
な
い
事
例
も
多
数
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の

業
論
を
輪
廻
転
生
と
結
び
つ
け
、
今
生
で
悪
果
が
生
じ
な
く
て
も
、
来
世
の
生
存
状
態
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
倫
理
性
が
保
た

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
輪
廻
的
存
在
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
輪
廻
的
世
界
に
戻
ら
な
い
こ
と
が
解
脱
と
さ
れ
て
い
る
。
初
期
仏
教
で
は
、
個
体
存
在
へ
の
執

着
と
い
う
煩
悩
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
り
解
脱
し
、
大
乗
仏
教
で
は
般
若
波
羅
蜜
で
あ
る
智
慧
の
完
成
に
よ
り
個
体
存
在
の
無
自
性
を
理
解

す
る
こ
と
に
よ
り
解
脱
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
前
者
は
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
現
実
的
な
転
生
か
ら
解
脱
で
き
る
と
い
う
解
釈
に
も

な
る
が
、
後
者
を
踏
ま
え
る
と
、
無
明
に
よ
り
転
生
と
い
う
在
り
方
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

心
の
あ
り
方
の
転
換
に
よ
り
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
な
り
、
輪
廻
転
生
を
肉
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
心
理
的
な
も
の
と
捉
え
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
輪
廻
の
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
境
地
が
涅
槃
で
あ
り
、
煩
悩
の
火
が
消
さ
れ
た
寂
静
な
る
状
態
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
涅
槃
も
、
今

生
に
お
い
て
、
生
死
の
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
段
階
が
ま
だ
身
体
を
残
し
て
い
る
有
余
涅
槃
と
な
り
、
そ
の
状
態
の
ま
ま
死
を
迎
え
て
転
生

を
終
了
し
、
次
の
身
体
を
獲
得
し
な
い
段
階
が
無
余
涅
槃
と
な
る
。
釈
尊
の
成
道
が
前
者
で
、
入
滅
が
後
者
で
あ
り
、
釈
尊
は
そ
の
死
に

よ
り
再
生
し
な
い
存
在
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
輪
廻
か
ら
解
脱
し
た
は
ず
の
仏
が
衆
生
利
益
の
た
め
に

輪
廻
の
世
界
に
と
ど
ま
る
無
住
処
涅
槃
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
輪
廻
転
生
が
実
体
的
な
も
の
と
な
り
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
捉
え

方
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ブ
ッ
ダ
観
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
生
死
・
解
脱
・
涅
槃
の
捉
え
方
も
時
代
に
よ
り
変
化
し
て

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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三
、
輪
廻
の
構
造

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
輪
廻
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
論
証
可
能
な
の
か
。
仏
教
で
は
三
明
の
宿
住
智
証
明
や
六
通
の
天
眼
通

が
説
か
れ
て
お
り
、
釈
尊
に
は
自
分
自
身
の
過
去
世
の
記
憶
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
の
過
去
世
も
知
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
経
証
に
よ
り
論
証
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
理
学
的
に
論
証
す
る

た
め
に
は
、
直
接
知
覚
か
推
論
に
よ
る
必
要
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、「
私
自
分
に
は
前
世
の
記
憶
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
直
接

知
覚
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
で
は
他
者
と
の
共
通
理
解
に
は
至
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
推
論
に
よ
り

そ
れ
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
、
釈
尊
の
十
四
無
記
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
如
来
は
死
後
に
存
続
す
る
の
か
、
如
来
は

死
後
に
存
続
し
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
回
答
を
し
な
か
っ
た
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
主
語
は
如
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
解

脱
し
た
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
理
論
上
「
存
続
し
な
い
」
が
正
解
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
答
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
死
後

の
再
生
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
言
う
解
釈
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
問
題
が
論
証
不
可
能
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。

　

少
な
く
と
も
、
仏
教
で
は
輪
廻
転
生
を
肯
定
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
釈
尊

の
前
世
物
語
な
ど
で
は
、
転
生
を
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
説
く
文
献
も
多
く
あ
る
の
だ
が
、
輪
廻
と
解
脱
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
、
転
生

は
苦
の
連
続
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
涅
槃
と
な
る
の
で
、
輪
廻
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
状
態
と
な
る
。
こ
の
否
定
的
な
見

方
に
つ
い
て
も
、
輪
廻
の
構
造
を
認
め
た
上
に
成
立
す
る
輪
廻
転
生
の
否
定
と
、
輪
廻
の
構
造
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
二
つ
の
否
定
が
可

能
と
な
る
。

　
「
迷
え
る
者
に
は
輪
廻
が
あ
り
、
迷
い
を
離
れ
た
者
に
は
輪
廻
は
な
い
」
と
言
う
理
解
も
あ
る
が六

、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
迷
え
る
者
は
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肉
体
的
に
転
生
を
繰
り
返
す
と
言
う
解
釈
も
存
在
す
れ
ば
、
迷
え
る
者
は
輪
廻
の
あ
り
方
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
言
う
解
釈
も
可
能
と
な
る
。

さ
ら
に
、
迷
い
を
離
れ
た
者
も
、
肉
体
的
に
輪
廻
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
と
、
心
理
的
に
輪
廻
の
囚
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
と
い
う
二
つ

の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
輪
廻
転
生
を
信
じ
る
者
に
は
存
在
し
、
信
じ
な
い
者
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
ま
た
、
前
者
の
場
合
、
そ
れ
を
実
体
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
か
、
精
神
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
か
、
と
い
う
相
違
も
生

じ
る
。
ブ
ロ
ン
ク
ホ
ル
ス
ト
が
言
う
よ
う
に
、
仏
教
の
転
生
否
定
が
、
肉
体
的
な
解
脱
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
心
理
的
な
解
脱
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
か
ら
の
解
脱
は
、
そ
の
囚
わ
れ
か
ら
解
放
と
理
解
で
き
る七

。

四
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
け
る
五
火
二
道
説

　

こ
の
輪
廻
転
生
の
論
理
は
、
ど
の
よ
う
に
理
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
後
に
天
界
に
再
生
す
る
と
い
う
考
え
は
ヴ
ェ
ー
ダ
の

時
代
に
遡
る
が八

、
そ
れ
が
バ
ラ
モ
ン
教
の
祭
式
儀
礼
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
思
想
的
に
根
拠
づ
け
た
も
の
が
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
五
火
二
道
説
と
な
る
。
五
火
と
は
、
転
生
の
サ
イ
ク
ル
を
祭
火
に
例
え
た
も
の
で
あ
り
、
人
は
死
後
に
火
葬
さ
れ
る
と
、
そ

の
霊
魂
が
煙
と
な
っ
て
上
昇
し
て
月
に
至
り
、
上
空
で
雨
に
入
っ
て
地
上
に
降
り
、
そ
の
水
と
と
も
に
植
物
の
実
の
中
に
入
り
、
そ
れ
を

食
べ
た
男
性
の
精
子
の
中
に
入
り
、
性
交
に
よ
り
母
胎
の
中
に
入
っ
て
次
の
肉
体
を
獲
得
す
る
と
い
う
流
れ
の
中
の
、
月
と
地
と
実
と
精

子
と
母
胎
の
五
つ
を
火
に
例
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
だ
け
で
は
、
仏
教
の
中
有
と
同
じ
よ
う
に
、
転
生
過
程
を
描
写
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
転
生
を
意
味
づ
け
す
る
も
の
が
二
道

説
と
な
る
。
こ
の
二
つ
の
道
と
は
、
転
生
を
繰
り
返
す
祖
霊
の
道
と
、
霊
魂
が
天
上
に
昇
り
、
天
界
か
ら
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
世
界
に
入
り
転

生
か
ら
解
脱
す
る
と
い
う
神
々
へ
の
道
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
の
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
同
じ
よ
う
に
、
転
生
は
避
け
る
べ
き
道
で
、

転
生
か
ら
の
解
脱
が
求
め
る
べ
き
道
と
な
る
。

　

こ
の
二
道
説
は
、
バ
ラ
モ
ン
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
作
っ
た
論
理
で
あ
る
の
で
、
バ
ラ
モ
ン
は
神
々
の
道
に
至
り
、
バ
ラ
モ
ン
以
外
の
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者
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
祭
式
に
よ
り
解
脱
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
た
ち
が
作
っ
た
転
生
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
自
ら
が
行
う

祭
式
の
意
義
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
バ
ラ
モ
ン
の
祭
式
に
よ
る
解
脱
を
一
般
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
社
会
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
立
場

を
優
位
に
す
る
意
図
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
善
行
に
よ
る
功
徳
を
死
者
に
回
向
す
る
こ
と
で
良
い
転
生
先
を
獲
得

さ
せ
る
と
い
う
現
在
の
葬
送
儀
礼
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
後
の
時
代
に
バ
ク
テ
ィ
に
よ
る
解
脱
と
い
う
批
判
的
な
あ

り
方
を
生
む
こ
と
に
も
な
る
。

五
、
自
由
思
想
家
た
ち
の
輪
廻
観

　

こ
の
よ
う
な
正
統
派
の
宗
教
に
対
し
て
、
非
正
統
派
の
宗
教
は
輪
廻
転
生
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
六
師
外
道
と
し
て
知
ら
れ
る
自
由
思
想
家
た
ち
の
見
解
が
『
沙
門
果
経
』
に
説
か
れ
て
い
る九

。
仏
典
に
は
、
さ
ら
に
六
十
二
見

も
説
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
論
点
は
、
自
己
と
世
界
の
あ
り
方
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
前
出
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
ア
ー

ト
マ
ン
と
そ
の
輪
廻
転
生
に
関
す
る
議
論
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
プ
ー
ラ
ナ
・
カ
ッ
サ
パ
は
、
殺
人
な
ど
の
悪
業
を
行
っ
て
も
、
祭
祀
な
ど
の
善
業
を
行
っ
て
も
、
そ
の
果
報
は
な
い
と
し
、
業

報
を
否
定
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
道
徳
的
あ
り
方
よ
り
も
、
祭
祀
に
よ
り
解
脱
す
る
と
い
う

バ
ラ
モ
ン
教
の
教
義
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
因
果
関
係
に
よ
る
転
生
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
輪
廻
転
生
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
不

確
定
で
あ
る
。

　

ア
ジ
タ
・
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
リ
ン
は
、
人
間
は
地
水
火
風
の
四
元
素
か
ら
な
り
、
こ
の
世
に
実
在
す
る
も
の
は
こ
の
四
大
の
み
で
あ
る
と

い
う
唯
物
論
を
説
く
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
霊
魂
の
実
在
を
否
定
す
る
唯
物
論
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
元
素
の
集
合
体
で
あ
り
、
死
と
と

も
に
無
と
な
る
と
考
え
、
霊
魂
の
存
在
を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
な
い
も
の
と
な
る
。

　

パ
グ
ダ
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
ヤ
ナ
は
、
人
間
は
地
水
火
風
の
四
元
素
に
加
え
て
、
苦
と
楽
と
生
命
の
七
つ
の
要
素
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
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い
う
七
要
素
説
を
説
く
。
四
大
に
二
つ
の
感
受
作
用
と
霊
魂
を
加
え
た
こ
れ
ら
を
不
変
の
実
体
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
霊
魂
の
存
在
を
認

め
る
も
の
の
唯
物
論
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
輪
廻
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

サ
ン
ジ
ャ
ヤ
は
、
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
と
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
の
師
で
も
あ
り
、
形
而
上
学
的
問
題
に
対
し
て
解
答
を
避
け
た
の
で
、
懐
疑
論

者
・
不
可
知
論
者
と
言
わ
れ
て
い
る
。
来
世
の
存
在
な
ど
の
論
証
不
可
能
な
問
い
に
対
す
る
回
答
を
避
け
た
こ
と
は
、
釈
尊
の
無
記
と
類

似
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
輪
廻
転
生
を
疑
う
姿
勢
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
は
、
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
カ
教
の
開
祖
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
世
界
は
、
霊
魂
・
地
・
水
・
火
・
風
・
虚

空
・
得
・
失
・
苦
・
楽
・
生
・
死
の
十
二
要
素
か
ら
な
る
と
説
い
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
輪
廻
や
解
脱
な
ど
は
初
め
か
ら
決
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
宿
命
論
を
説
い
て
お
り
、
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
る
も
の
の
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
祭
祀
に
よ
る
解
脱
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
は
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
と
も
呼
ば
れ
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
開
祖
で
あ
る
。
彼
は
、
存
在
を
霊
魂
と
非
霊
魂
に

分
け
、
後
者
を
さ
ら
に
運
動
の
条
件
、
静
止
の
条
件
、
虚
空
、
物
質
に
分
け
、
こ
の
五
つ
を
実
体
と
し
て
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
霊
魂
が

業
に
束
縛
さ
れ
て
転
生
を
繰
り
返
す
と
説
き
、
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
は
、
汚
れ
で
あ
る
業
が
肉
体
に
付
着
す
る

こ
と
で
転
生
し
、
苦
行
に
よ
り
身
体
を
浄
化
す
る
こ
と
で
解
脱
す
る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
教
と
は
解
脱
の
方
法
が
異
な
っ

て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
六
師
外
道
の
輪
廻
観
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
輪
廻
転
生
を
認
め
た
者
が
、
マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ

と
ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
で
あ
り
、
認
め
て
い
な
い
者
が
ア
ジ
タ
と
パ
グ
ダ
と
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
で
あ
り
、
プ
ー
ラ
ナ
は
不
確
定
と
な
る
。

こ
の
う
ち
、
認
め
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
、
転
生
の
シ
ス
テ
ム
は
認
め
る
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
の
解
脱
方
法
は
バ
ラ
モ
ン
教
と
異
な
っ
て

い
る
。
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六
、
ブ
ッ
ダ
の
輪
廻
観

　

で
は
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
は
輪
廻
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ロ
ン
ク
ホ
ル
ス
ト
の
結
論
を
示
す
と
、「
ブ
ッ
ダ
は
転

生
を
信
じ
て
お
り
、
将
来
の
運
命
は
カ
ル
マ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
時
代
の
者
た
ち
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は

欲
望
や
意
志
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
天
界
や
下
界
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
い
」
と
な
る
。
ま
た
、
和
辻
哲
郎
に
始
ま
る
「
輪

廻
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
解
も
あ
り
、
近
年
で
も
並
川
孝
儀一

〇

な
ど
が
論
じ
、
松
尾
宣
昭
や
清
水
俊
史
が
反
論
し
て
い
る一

一

。

　

ま
ず
、
初
期
経
典
の
中
で
、
輪
廻
転
生
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
た
の
か一

二

。
釈
尊
は
菩
提
樹
の
下
で
瞑
想
す
る
こ
と
で
ブ
ッ
ダ
と
な

っ
て
生
死
の
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ブ
ッ
ダ
」
の
意
味
に
は
「
目
覚
め
た
」
と
「
悟
っ
た
」
と
い
う
二
つ
の
解
釈
が

あ
る
。
お
そ
ら
く
現
実
的
に
は
、
最
初
に
何
か
の
教
え
に
気
づ
き
、
そ
の
後
自
己
の
人
格
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ブ
ッ
ダ

観
の
展
開
に
よ
り
、
こ
の
時
に
完
全
な
る
悟
り
を
完
成
し
た
と
い
う
見
方
を
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
に
転
生
か
ら

の
解
放
を
理
解
し
た
と
い
う
解
釈
を
示
す
も
の
が
三
明
と
な
る
。
自
ら
の
過
去
世
を
知
る
宿
命
智
と
、
衆
生
の
転
生
の
相
を
知
る
生
死
智

と
、
自
ら
の
解
脱
を
知
る
漏
尽
智
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
解
脱
し
て
い
る
の
で
、
自
身
の
転
生
を
知
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

宿
命
智
は
自
身
が
過
去
世
に
お
い
て
転
生
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
十
二
縁
起
が
最
初
の
悟
り
の
内
容
で
あ
る
と
す
る
文
献
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
十
二
支
が
段
階
を
経
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
解

釈
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
転
生
の
原
因
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
老
死
と
い
う
苦
の
原
因
が
無
知
で
あ
る
無
明
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
十
二

支
が
転
生
の
過
程
を
説
明
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
で
は
、
こ
れ
を
三
世
の
転
生
と
し
て
理
解
し
て
い

る
が
、
転
生
の
直
接
的
原
因
が
個
体
存
在
を
取
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
肉
体
を
取
る
根
本
的
原
因
が
無
知
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
こ
と
は
転
生
の
原
因
を
心
理
的
な
要
因
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
釈
尊
の
初
転
法
輪
の
内
容
を
苦
に
関
す
る
四
つ
の
真
理
の
四
諦
説
と
す
る
文
献
も
あ
る
。
最
初
の
苦
諦
で
は
、
生
老
病
死
の
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四
苦
な
ど
に
よ
り
こ
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
苦
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
、
第
二
の
集
諦
で
は
、
苦
の
原
因
と
し
て
個
体
存
在
に
対
す

る
執
着
と
し
て
渇
愛
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
論
理
は
十
二
縁
起
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
原
因
と
な
る
個
体
存
在
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ

と
に
よ
り
、
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
自
分
の
意
思
に
よ
り
個
体
存
在
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
で
苦
か

ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
原
因
は
心
理
的
な
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
輪
廻
転
生
の
原
因
は
心
理
的
な
も
の
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
と
し

て
、
釈
尊
は
輪
廻
転
生
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
肉
体
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
の

か
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
る
。

七
、
仏
典
に
お
け
る
輪
廻
観

　

仏
教
に
は
、
様
々
な
教
え
を
説
く
仏
典
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
輪
廻
転
生
の
解
き
方
も
仏
典
に
よ
り
様
々

で
あ
る
。『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
は
、
釈
尊
が
前
世
に
お
い
て
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
衆
生
を
救
済
し
た
物
語
を
、
現
世
の
物
語
と
結
び
付
け
て

語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
釈
尊
自
身
も
仏
に
な
る
以
前
に
は
転
生
を
繰
り
返
し
て
き
た
と
い
う
輪
廻
説
が
前
提
と
し
て
な
っ
て

作
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
と
は
、
九
分
教
や
十
二
分
教
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
述
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
で

あ
り
、
釈
尊
の
前
世
の
活
動
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
善
行
を
高
揚
す
る
目
的
の
た
め
に
著
述
ス
タ
イ
ル
と
し
て
前

世
物
語
が
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
転
生
は
本
質
的
意
味
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
『
倶
舎
論
』
は
、
仏
教
の
教
義
を
学
ぶ
際
に
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
文
献
で
あ
る
。
そ
の
「
世
間
品
」
で
は
中
有
の
解
説

や
十
二
縁
起
の
三
世
に
よ
る
解
釈
な
ど
輪
廻
転
生
を
前
提
と
す
る
解
説
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
の
チ
ベ
ッ
ト
に
影
響
を
与
え
る
三

種
の
プ
ド
ガ
ラ
説
を
取
り
上
げ
る一

三

。
こ
こ
で
は
経
典
に
基
づ
い
て
人
を
三
種
に
分
類
し
、
善
な
る
転
生
先
を
求
め
る
者
は
劣
っ
た
も
の
で

あ
り
、
生
死
か
ら
解
脱
を
求
め
る
者
は
中
程
度
の
者
で
あ
り
、
自
ら
の
解
脱
だ
け
で
な
く
一
切
衆
生
の
救
済
を
求
め
る
者
が
最
高
の
者
と
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さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
最
初
が
外
道
で
、
真
中
が
小
乗
で
、
最
後
が
大
乗
と
認
識
し
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
大
乗
と
い
う
概
念
を

前
提
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
最
後
の
衆
生
の
救
済
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
る
が
、
衆
生
を
生
死
の
苦
か
ら
解
放
す
る
こ

と
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
解
放
が
、
現
実
的
な
転
生
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
の
な
ら
ば
、
究
極
的
に
は
こ
の
世

界
に
衆
生
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

浄
土
経
典
の
『
無
量
寿
経
』
は
、
法
蔵
菩
薩
が
誓
願
を
成
就
さ
せ
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
物
語
で
あ
り
、
そ
の
第
十
八
願
で
は
、
称
名

念
仏
に
よ
り
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
国
に
往
生
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
往
生
を
、
現
在
の
地
か
ら
死
後
に
極
楽
に
転
生
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
転
生
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
極
楽
に

お
い
て
成
仏
す
る
の
で
最
終
的
に
は
転
生
は
否
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
望
ま
し
転
生
を
積
極
的
に
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
釈
尊
が
輪
廻
を
説
い
た
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
見
解
を
示
す
者
に
は
小
川
一
乗一

四

な
ど
の
中
観
の
研
究
者
が
多
い
が
、
そ
れ

は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
見
解
が
影
響
し
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
『
中
論
』
の
第
十
六
章
で
は
、
輪
廻
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
、「
諸
行
は
輪
廻
す
る
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
そ
れ
が
常
で
あ
れ
、
無
常
で
あ
れ
、
輪
廻
は
成
立
せ
ず
、
身
体
の
構
成
要
素
を
想

定
し
て
み
て
も
プ
ド
ガ
ラ
は
輪
廻
せ
ず
、
輪
廻
の
主
体
を
想
定
し
て
も
輪
廻
は
存
在
し
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
輪

廻
の
否
定
に
よ
り
そ
の
概
念
の
無
意
味
性
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
囚
わ
れ
か
ら
の
解
放
も
示
し
て
い
る一

五

。

　

中
観
で
は
、
輪
廻
と
い
う
あ
り
方
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
瑜
伽
行
唯
識
派
は
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼
ら
は
、
ア

ー
ラ
ヤ
識
に
よ
り
輪
廻
を
積
極
的
に
論
証
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
機
能
に
、
輪
廻
の
主
体
と
前
世
の
業
を
種
子
と
薫
習
す
る
と
い
う
働

き
を
持
た
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
異
な
る
と
い
う
説
明
も
必
要
と
な
り
、
も
う
一
つ
マ
ナ
識
を
設
定
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
以
後
の
仏
典
で
は
、
中
観
思
想
の
文
献
を
除
く
と
、
お
お
む
ね
輪
廻
転
生
の
教
義
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
説
く
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
死
生
観
で
あ
っ
た
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か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
教
義
が
衆
生
教
化
に
効
果
的
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

八
、
現
代
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
観

　

仏
典
の
中
に
は
、
様
々
な
形
で
輪
廻
転
生
が
説
か
れ
て
き
た
が
、
こ
の
教
え
は
現
代
の
仏
教
徒
に
よ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
理
解
さ

れ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
、
高
僧
は
転
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ギ
ュ
派
に
始
ま
る
こ
の

制
度
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
転
生
制
度
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
高
位
に
あ
る
僧
侶
の
権
威
付
け
で
あ
り
、
そ
の

背
後
に
は
政
治
的
意
図
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
菩
薩
は
衆
生
救
済
の
た
め
に
輪
廻
の
世
界
に
と
ど
ま
る
と
い
う
意
味
づ
け
に
基

づ
い
て
、
政
治
的
指
導
者
は
そ
の
よ
う
な
意
思
を
持
つ
人
物
で
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
宗
教
的
意
義
を
政
治

利
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
在
、
中
国
政
府
と
亡
命
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
そ
れ
ぞ
れ
が
認
定
す
る
二
人
の
パ
ン
チ
ェ

ン
・
ラ
マ
十
一
世
が
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
問
題
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
の
転
生
者
に
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
転
生
の
意
味
が
現
実
的
に
問
わ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
輪
廻
転
生
を
全
く
拒
絶
し
た
の
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
復
興
運
動
で
あ
る
ネ
オ
・
ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
を
率
い
た
ビ
ー
ム
ラ

ー
オ
・
ア
ン
ベ
ー
ト
カ
ル
で
あ
る一

六

。
彼
は
イ
ン
ド
憲
法
の
創
案
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
に
深
く
根
付
い
て
い
る
カ
ー
ス
ト

制
度
に
よ
る
人
権
侵
害
を
取
り
除
く
も
の
と
し
て
、
全
て
の
者
の
平
等
を
説
く
仏
教
の
教
え
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
、
輪
廻

思
想
は
差
別
の
基
盤
と
な
る
バ
ラ
モ
ン
教
の
主
要
な
教
義
で
あ
り
、
全
て
の
者
の
平
等
を
説
く
釈
尊
は
そ
の
よ
う
な
考
え
を
否
定
し
た
と

解
釈
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
は
、
輪
廻
を
認
め
る
上
座
部
仏
教
の
者
た
ち
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
仏
教
に
お
い
て
も
、
輪
廻
説
を
積
極
的
に
利
用
す
る
も
の
と
、
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。

た
だ
し
、
科
学
知
識
の
発
展
に
よ
り
、
輪
廻
転
生
は
非
科
学
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
教
義
の
有
効
性
を
再
考
す
べ

き
時
代
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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九
、
日
蓮
聖
人
の
輪
廻
観

　

柳
田
国
男
の
『
先
祖
の
話
』
に
説
か
れ
て
い
る
、
霊
魂
は
死
後
に
里
山
に
と
ど
ま
り
遠
く
に
行
か
な
い
、
と
い
う
も
の
は
、
イ
ン
ド
的

な
転
生
観
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
日
本
人
の
死
生
観
を
代
表
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
仏
教
の
転
生
観

を
前
提
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
死
生
観
に
合
わ
せ
た
教
化
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
の
転
生
観
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
的
理
解
に
基
づ
く
も
の
と一

七

、
日
本
人
の
死
生
観
に
基
づ

く
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
法
華
経
理
解
の
深
度
に
よ
る
変
遷
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る一

八

。
さ
ら
に
、
聖
人
が
説
く
霊
山
往

詣一
九

は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
か
と
い
う
理
解
も
重
要
に
な
る
。
そ
れ
が
、
浄
土
思
想
が
説
く
死
後
に
往
生
す
る
極
楽
と
は
異
な
り
、

こ
の
娑
婆
世
界
と
な
る
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
詣
で
る
の
は
、
死
後
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
生
に
お
い
て
成
仏
で
き
な
け
れ
ば
、
死
後
に
往

詣
す
る
と
い
う
こ
と
で
安
心
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
今
生
に
お
い
て
即
身
成
仏
に
よ
り
往
詣
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
可
能

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
成
仏
観
と
と
も
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る二

十

。

　

ま
た
、
真
蹟
問
題
も
あ
る
が
、
日
蓮
宗
の
葬
送
儀
礼
で
は
、『
波
木
井
殿
御
書
』
を
読
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
死
後
に
三
途
の

川
を
渡
り
霊
山
に
至
る
と
日
蓮
聖
人
が
待
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
霊
山
が
死
後
の
世
界
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
聖
人

が
現
世
と
同
じ
姿
で
転
生
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
、
イ
ン
ド
的
な
輪
廻
転
生
と
は
異
な
る
死
生
観
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
現
実
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
教
え
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
理
解
が
重
要
で
あ
る
の

だ
が
、
こ
れ
も
我
々
が
教
化
に
用
い
て
い
る
死
生
観
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る二

一

。

一
〇
、
輪
廻
説
の
社
会
的
意
義

　

輪
廻
転
生
の
教
義
は
、
現
代
社
会
の
諸
問
題
に
お
い
て
効
果
的
役
割
を
持
つ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
肯
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定
的
態
度
の
者
と
否
定
態
度
の
者
と
で
は
、
そ
の
評
価
は
正
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

肯
定
的
態
度
に
つ
い
て
は二

二

、
そ
の
教
義
が
現
代
人
に
対
し
て
死
生
観
を
再
認
識
さ
せ
る
と
言
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
輪
廻
転
生
を

現
実
に
起
こ
る
現
象
と
し
て
認
識
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
死
後
の
世
界
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
の
生
の
意
味

を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
仏
典
に
説
か
れ
る
多
く
の
輪
廻
転
生
も
、
基
本
的
に
こ
れ
と
同
じ
意
図
で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
輪
廻
転
生
を
現
実
的
現
象
と
し
て
捉
え
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
遺
伝
子
情
報
を
輪
廻
と
業
で
解
釈
す
る
見
方
も
可
能
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
遺
伝
子
情
報
は
両
親
と
い
う
他
な
る
存
在
か
ら
伝
え
ら
れ
る
の
で
、
自
己
同
一
性
に
基
づ
く
転
生
と
は
異
な
る
あ
り
方

で
あ
る
が
、
現
世
の
業
が
来
世
に
持
ち
越
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
遺
伝
子
情
報
に
よ
り
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
世

の
業
を
今
世
に
持
ち
越
す
こ
と
は
、
差
別
思
想
の
温
床
に
も
な
る
危
険
性
も
あ
る
。

　

否
定
的
態
度
に
は
、
こ
の
業
報
思
想
が
差
別
思
想
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る二

三

。
そ
こ
で
は
、
現
世
の
良
く
な
い
生
存
状
態
の

原
因
を
前
世
の
業
と
是
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
輪
廻
転
生
説
は
現
代
科
学
に
よ
り
受
け
入
れ
難
い
、
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
論
証
不
可
能
な
も
の
な
の
で
、
そ
の
あ
り
方

を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
非
科
学
的
な
考
え
方
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る二

四

。

一
一
、
ま
と
め

　

で
は
、
日
蓮
宗
教
師
と
し
て
教
化
活
動
に
お
い
て
輪
廻
転
生
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
べ
き
な
の
か
。
ま
ず
、
葬
送
儀
礼
、
特
に
四
十

九
日
法
要
は
、
輪
廻
転
生
を
前
提
と
し
た
儀
礼
と
な
る
。
導
師
が
功
德
を
廻
向
す
る
こ
と
に
よ
り
善
趣
に
導
く
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
出
家
者
が
葬
送
儀
礼
を
行
う
こ
と
自
体
が
、
仏
教
的
行
為
と
い
う
よ
り
も
、
バ
ラ
モ
ン
教
的
行
為
で
あ
る
が
、
現
実
的
に

現
代
の
日
本
仏
教
の
多
く
の
部
分
が
こ
の
儀
礼
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
を
行
う
者
に
は
、
儀
礼
に
対
す
る
説
明

責
任
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
儀
礼
は
、
施
主
が
死
者
の
善
趣
を
願
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
彼
ら
の
精
神
的
ケ
ア
で
も
あ
る

03-02　望月.indd   105 2020/07/01   8:20



「教化学研究11」2020. 3 106

こ
と
を
説
明
す
る
必
要
も
あ
る
。

　

ま
た
、
彼
岸
や
お
盆
の
先
祖
供
養
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
祖
は
転
生
せ
ず
に
祖
霊
と
な
る
と
い
う
日
本
人
の
死
生
観
に
基
づ
く
こ
れ

ら
の
儀
礼
は
、
仏
教
の
教
義
に
基
づ
く
説
明
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
葬
送
儀
礼
と
同
じ
よ
う
に
、
先
祖
へ
の
供
養
に
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
施
主
の
心
を
充
足
す
る
た
め
の
儀
礼
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
現
世
に
お
け
る
心
の
寂
静
を
与
え
る
教
え
が
仏
教

本
来
の
教
え
で
あ
る
の
で
、
そ
の
見
地
に
戻
っ
て
こ
れ
ら
の
儀
礼
の
意
味
を
説
明
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
輪
廻
転
生
を
非
仏
教
的
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
者
た
ち
に
、
ど
の
よ
う
に
説
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
輪
廻
を
信
じ
て
い
な

い
者
た
ち
に
、
輪
廻
思
想
を
説
く
こ
と
は
効
果
的
教
化
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う二

五

。
そ
の
よ
う
な
際
に
は
、
輪
廻
が
説
か
れ
た
思
想
的
意

味
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
我
々
教
師
は
仏
教
の
説
く
輪
廻
思
想
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
教
化
活

動
に
利
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一　

松
尾
宣
昭
「「
輪
廻
転
生
」
考
（
一
）
─
和
辻
哲
郎
の
輪
廻
批
判
」『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
六
九
、
二
〇
〇
七
年
、
六
二
─
八
〇
頁
、
同
「「
輪

廻
転
生
」
考
（
四
）
─
和
辻
哲
郎
の
輪
廻
批
判
（
再
説
）」『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
八
一
、
二
〇
一
三
年
、
六
二
─
八
六
頁
、
清
水
俊
史
「
和

辻
哲
郎
に
よ
る
仏
教
研
究
の
方
法
論
と
そ
の
輪
廻
観
」『
佛
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』
二
四
、
二
〇
一
九
年
、
五
五
─
八
四
頁
。

　

二　

Johannes Bronkhorst, 

“Did the Buddha Believe in K
arm

a and Rebirth?

” Journal of International A
ssociation of 

Buddhist Studies 49-2: 1-19, 1998. 

　

三　

拙
稿
「
ブ
ッ
ダ
は
輪
廻
転
生
を
認
め
た
の
か
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
六
、
二
〇
〇
一
年
、
四
九
─
六
三
頁
。
も
ち
ろ
ん
、
同
稿
は
学

会
の
共
通
テ
ー
マ
で
あ
る
「
仏
教
を
い
か
に
学
ぶ
か
─
仏
教
研
究
の
方
法
論
的
反
省
」
に
従
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
視
点
で
読

ん
で
頂
き
た
い
。
ま
た
、
宮
崎
哲
弥
・
南
直
哉
・
望
月
海
慧
「『
輪
廻
』
と
は
何
か
？
」『Sam

gha Japan

』
二
一
、
二
〇
一
五
年
、
六
─

三
七
頁
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

四　

宮
元
啓
一
『
ブ
ッ
ダ
が
考
え
た
こ
と
─
こ
れ
が
最
初
の
仏
教
だ
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
四
年
。
こ
れ
に
対
し
て
、
出
版
社
に
反
論
の
場
を
求
め
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た
の
で
あ
る
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
同
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
の
『
春
秋
』（「
仏
教
と
輪
廻
転
生
」『
春
秋
』
四
六
七
、
二
〇
〇
五
年
、
五
─
八
頁
）

に
私
見
を
ま
と
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

五　

現
在
で
も
新
海
誠
の
『
君
の
名
は
。』
な
ど
の
影
響
で
前
世
を
信
じ
る
若
者
も
い
る
が
、
彼
ら
は
輪
廻
転
生
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
捉
え

て
お
ら
ず
、
イ
ン
ド
的
な
輪
廻
観
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

六　

桜
部
建
「
輪
廻
に
つ
い
て
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
七
二
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
頁
参
照
。

　

七　

拙
稿
「
ブ
ッ
ダ
は
輪
廻
思
想
を
認
め
た
の
か
」
五
三
─
五
五
頁
参
照
。

　

八　

ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
仏
教
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
後
藤
敏
文
「「
業
と
輪
廻
」
を
遡
る
─
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
仏
教
へ
─
」『
印
度
哲
学
仏
教
学
』
二

四
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
─
四
一
頁
参
照
。

　

九　

自
由
思
想
家
か
ら
仏
教
に
至
る
ま
で
の
輪
廻
観
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
丸
井
浩
・
護
山
真
也
「
イ
ン
ド
─
輪
廻
思
想
の
種
々
相
」
関
根
清
三

編
『
死
生
観
と
生
命
倫
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
に
簡
略
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

一
〇　

並
川
孝
儀
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
考
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
。

一
一　

松
尾
宣
昭
「
仏
教
と
「
輪
廻
」
の
概
念
─
並
川
孝
儀
氏
の
所
論
を
巡
っ
て
」『
龍
谷
哲
学
論
集
』
二
二
、
二
〇
〇
八
年
、
五
一
─
七
七
頁
。

ま
た
、
諸
研
究
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
新
田
智
通
「
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
説
の
再
検
討
─
パ
ー
リ
文
献
に
よ
り
な
が
ら
─
（
前
編
）」『
仏

教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
〇
九
、
二
〇
一
九
年
、
一
─
二
六
頁
参
照
。

一
二　

森
章
司
「
死
後
・
輪
廻
は
あ
る
か
─
「
無
記
」「
十
二
縁
起
」「
無
我
」
の
再
考
─
」『
東
洋
学
論
叢
』
三
〇
、
二
〇
〇
五
年
、
一
─
二
三
頁

も
参
照
。

一
三　

三
種
の
プ
ド
ガ
ラ
説
は
，
ア
テ
ィ
シ
ャ
の
『
菩
提
道
灯
論
』、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
『
ラ
ム
リ
ム
チ
ェ
ン
モ
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
。
拙
著
『
全

訳
ア
テ
ィ
シ
ャ
菩
提
道
灯
論
』
起
心
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
四
二
─
四
三
頁
参
照
。

一
四　

小
川
一
乗
『
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
』
法
蔵
館
、
一
九
九
五
年
、
一
二
七
─
一
七
二
頁
、
同
『
小
川
一
乗
仏
教
思
想
論
集
第
三
巻 

中
観
思
想

論
』
法
蔵
観
、
二
〇
〇
四
年
、
一
八
一
─
二
三
四
頁
参
照
。

一
五　

古
坂
紘
一
「
中
観
に
お
け
る
輪
廻
観
の
否
定
」『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
第
Ⅰ
部
門
』
二
九
─
二
・
三
、
一
九
八
一
年
、
一
七
一
─
一
八
四
頁
、
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同
「
中
観
に
お
け
る
輪
廻
観
の
否
定
（
第
２
集
）」『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
第
Ⅰ
部
門
』
三
〇
─
一
・
二
、
一
九
八
一
年
、
一
─
一
四
頁
参
照
。

一
六　

Ｂ
・
Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
（
山
際
素
男
訳
）『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
ダ
ン
マ
』
三
一
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
二
四
─
二
三
四
頁
参
照
。

一
七　

高
森
大
乗
「
日
蓮
遺
文
に
み
る
輪
廻
転
生
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
七
五
、
二
〇
〇
九
年
、
二
九
五
─
三
〇
八
頁
参
照
。

一
八　

里
見
泰
穏
「
日
蓮
聖
人
の
生
死
観
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
六
、
一
九
八
〇
年
、
三
九
一
─
四
〇
五
頁
、
庵
谷
行
亨
「
日
蓮
聖
人
の
生

死
観
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
六
、
一
九
八
〇
年
、
四
〇
七
─
四
二
四
頁
参
照
。

一
九　

都
守
基
一
「
霊
山
往
詣
に
つ
い
て
」『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
一
四
、
一
九
八
七
年
、
五
三
─
六
六
頁
参
照
。

二
〇　

渡
辺
宝
陽
「
霊
山
往
詣
と
即
身
成
仏
─
覚
え
書
き
」『
棲
神
』
五
二
、
一
九
八
〇
年
、
六
六
─
七
六
頁
参
照
。

二
一　

庵
谷
行
亨
「
日
蓮
宗
の
霊
魂
観
」『
大
法
輪
』
八
一
─
一
一
、
二
〇
一
四
年
、
九
三
─
九
六
頁
参
照
。

二
二　

崔
箕
杓
「
仏
教
輪
廻
説
が
現
代
社
会
で
持
つ
意
義
」『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
一
〇
〇
、
二
〇
一
五
年
、
八
九
─
九
六
頁
参
照
。

二
三　

平
岡
聡
「
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
差
別
と
平
等
の
問
題
─
業
報
輪
廻
説
の
功
罪
」『
臨
床
心
理
学
部
研
究
報
告
』
二
、
二
〇
〇
九
年
、
六
五

─
七
四
頁
、
南
直
哉
『
仏
教
入
門
』
講
談
社
、
二
〇
一
九
年
、
七
九
─
九
二
頁
参
照
。
ま
た
、
朴
光
駿
（『
ブ
ッ
ダ
の
福
祉
思
想
』
法
蔵
館
、

二
〇
一
二
年
、
二
〇
九
─
二
三
九
頁
）
は
、
ブ
ッ
ダ
の
輪
廻
観
の
誤
解
が
歪
曲
さ
れ
た
障
害
者
観
を
作
り
出
す
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

二
四　

ア
ナ
ー
ラ
ヨ
比
丘
の
よ
う
に
、
臨
死
体
験
・
前
世
記
憶
・
真
性
異
言
を
取
り
上
げ
、
輪
廻
転
生
を
科
学
的
に
論
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ

る
。Bhikkhu A

nālayo, R
ebirth in E

arly Buddhism
 and Current R

esearch, Som
erville: W

isdom
 Publications, 2018

。

二
五　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
に
輪
廻
転
生
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
存
在
す
る
。
松
尾
宣
昭
「
仏
教
・
浄

土
真
宗
に
お
け
る
「
輪
廻
転
生
」
の
説
示
」『
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』
三
二
、
二
〇
一
九
年
、
四
三
─
六
二
頁
参
照
。
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