
第
一
〇
五
回

大
蔵
会

開
会
挨
拶
「
利
他
行
に
つ
い
て
」

真
宗
文
化
研
究
所
名
誉
所
長

一

郷

正

道

こ
ん
に
ち
は
。
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
一
郷
正
道
と
申
し
ま
す
。
師
走
に
入
り
ま
し
て
、
何
か
と
慌
た
だ
し
い
中
、
こ
の
大
蔵

会
に
ご
参
集
く
だ
さ
い
ま
し
て
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
、
今
回
一
〇
五
回
目
に
な
り
ま
す
が
「
京
都
大
蔵
会
」
と
言
い
ま
す
の
は
、
も
う
ご
案
内
の
よ
う
に
京
都
佛
教
各
宗
の
学
校

連
合
会
が
大
正
天
皇
即
位
の
礼
を
記
念
す
る
事
業
の
一
つ
と
し
て
企
画
さ
れ
、
そ
れ
で
大
正
四
年
、
一
九
一
五
年
の
秋
に
第
一
回
が

開
催
さ
れ
ま
し
て
、
今
日
ま
で
継
続
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
京
都
大
蔵
会
に
先
ん
じ
て
実
は
東
京
大
蔵
会
と
い
う
も
の

が
、
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
の
前
年
、
大
正
三
年
の
一
九
一
四
年
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
同
じ
「
大
蔵
会
」
と
称
し

な
が
ら
、
そ
の
趣
旨
・
目
的
は
若
干
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
東
京
大
蔵
会
の
方
は
、
経
典
翻
訳
や
研
究
、
出
版
に
貢
献
さ
れ
た

方
々
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
ま
し
て
、
こ
の
京
都
大
蔵
会
は
経
典
や
仏
像
自
体
を
供
養
し
、
も
っ
て
仏
教
へ
の
啓
蒙

理
解
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

京
都
大
蔵
会
は
、
大
蔵
経
や
仏
像
自
体
を
供
養
す
る
こ
と
が
原
点
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、「
大
蔵
会
」
の
基
本
プ
ロ
グ
ラ
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ム
は
、
ま
ず
法
会
を
執
行
し
、
そ
の
後
で
講
演
が
な
さ
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い

で
、
今
日
の
「
大
蔵
会
」
が
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。「
大
蔵
会
」
の
際
に
数
多
く
の
貴
重
な
典
籍
類
が
出
品
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
高
度
な
学
術
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
昭
和
の
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
京
都
大
蔵
会
の
目
的
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
仏
教
文
化
財
の
展
覧
を
通
じ
て
で
す
ね
、
文
化
財
に
対
す
る
啓
蒙
と
保
護
の
運
動
を
勧
め
て
、
加
え
て
初
心
者
の
た

め
に
仏
教
精
神
の
高
揚
に
努
め
る
、
そ
れ
が
「
大
蔵
会
」
の
目
的
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
宝
物
類
と
い
う
の
は
各
宗
派
が
秘
蔵
す
る
も
の
も
含
め
、
普
段
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
非
常
に
貴
重

な
も
の
が
多
く
、
仏
教
の
啓
発
伝
道
を
目
的
と
し
て
社
会
へ
の
貢
献
は
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
の
教
え
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
実
践
を
と
も
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
実
践
が
、
具
体
的
に
は
社
会
貢

献
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
大
蔵
会
の
歴
史
を
担
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

実
践
の
具
体
策
で
あ
り
ま
す
社
会
貢
献
は
、
仏
教
の
教
え
か
ら
す
れ
ば
利
他
行
で
あ
り
、
慈
悲
の
実
践
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ

う
。慈

悲
の
は
た
ら
き
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
今
日
の
会
場
校
で
あ
り
ま
す
京
都
光
華
女
子
大
学
の
看
護
学
科
に
つ
い
て
少
し
ば
か

り
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
学
が
こ
の
看
護
学
科
を
設
立
い
た
し
ま
し
た
の
は
二
〇
一
一
年
、
平
成
二
十
三
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
も
う
十
一
年
の

歴
史
を
刻
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
在
、
看
護
学
科
が
、
全
国
で
二
七
〇
校
余
り
に
存
在
す
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
設
立
に
あ
た
り
ま
し
て
本
学
は
「
仏
教
看

護
」
を
標
榜
し
ま
し
た
。
今
で
も
仏
教
の
精
神
に
基
づ
く
看
護
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
本
学
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
っ
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て
い
る
わ
け
で
す
。

仏
教
看
護
を
謳
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
看
護
学
科
の
授
業
科
目
に
は
、「
仏
教
看
護
論
」
あ
る
い
は
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」

と
い
っ
た
授
業
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「
仏
教
看
護
論
」
で
は
主
に
、
生
命
科
学
だ
と
か
、
命
の
問
題
、
仏
教
思
想
か
ら

見
た
人
間
、
看
護
と
仏
教
に
つ
い
て
の
講
義
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
の
授
業
で
は
、
僧
侶
で
あ
る
講
師
が

臨
床
で
関
わ
り
あ
っ
た
実
体
験
の
具
体
例
が
講
義
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
講
義
を
必
須
で
受
講
し
た
学
生
さ
ん
に
ど
ん
な
看
護
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
、
と
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
は
人
間
の
死

に
し
っ
か
り
と
対
峙
で
き
る
人
、
ま
た
、
明
日
の
命
も
わ
か
ら
な
い
患
者
さ
ん
が
そ
こ
に
、
目
の
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
手
を
握
り
し
め
、
さ
す
っ
て
あ
げ
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
患
者
さ
ん
の
気
持
ち
を
傾
聴
で
き
る
人
、

そ
ん
な
看
護
師
さ
ん
を
本
学
の
看
護
学
科
は
送
り
出
し
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
看
護
師
さ
ん
は
他
者
へ
の
優
し
さ
、
思
い
や
り
を
身
に
つ
け
た
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
教
的
に
は
ま
さ
に
慈
悲
の

精
神
を
身
に
つ
け
た
人
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

慈
悲
と
言
え
ば
、
仏
教
は
釈
尊
以
来
、
実
は
慈
悲
の
精
神
を
訴
求
し
て
き
た
宗
教
だ
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
釈
尊
は
初
転
法
輪
に
お
い
て
、
自
ら
の
悟
り
の
内
容
で
あ
る
縁
起
説
を
苦
悩
す
る
人
々
を
解
放
す
る
た
め
に
お
説
き
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
さ
に
縁
起
の
理
論
を
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
慈
悲
の
精
神
そ
の
も
の

で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
紀
元
二
世
紀
頃
、
南
イ
ン
ド
に
在
世
さ
れ
た
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
は
、
次
の
よ
う
な
詩
頌
で
釈
尊
を
敬
礼
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
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不
滅
に
し
て
不
生
、
不
断
に
し
て
不
常
、
不
一
に
し
て
不
異
、
不
来
に
し
て
不
去
、
戯
論
寂
滅
に
し
て
吉
祥
な
る
縁
起
を
お
説

き
に
な
っ
た
、
説
法
者
中
の
最
高
の
説
法
者
で
あ
る
仏
陀
に
敬
礼
い
た
し
ま
す
。（『
中
論
』
帰
敬
偈
）
桂
・
五
島
訳

p.9
こ
れ
は
龍
樹
の
主
著
で
あ
る
『
中
論
』
の
帰
敬
偈
に
、
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
レ
ジ
ュ
メ

に
ご
覧
の
よ
う
に
で
す
ね
、
お
釈
迦
さ
ん
と
言
う
方
は
、
そ
の
縁
起
の
理
論
に
目
覚
め
て
、
ブ
ッ
ダ
・
覚
者
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
あ

り
ま
し
た
が
、
龍
樹
は
、
縁
起
の
理
を
悟
っ
た
仏
陀
で
は
な
く
て
、
そ
の
縁
起
の
理
論
を
お
説
き
に
な
っ
た
ブ
ッ
ダ
に
帰
依
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
悟
り
を
開
か
れ
た
後
、
沈
黙
を
経
て
、
苦
悩
す
る
人
々
を
苦
か
ら
解
放
せ
ん
と
し
て
、
説
法
に
踏
み
切
ら
れ
た
、
そ

う
い
う
ブ
ッ
ダ
に
龍
樹
は
帰
依
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。

龍
樹
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

〔
人
々
に
対
す
る
〕
憐
愍
の
情
か
ら
、
一
切
の
﹇
悪
し
き
﹈
見
解
を
断
じ
る
た
め
に
、﹇
縁
起
と
い
う
﹈
正
法
を
説
か
れ
た
ガ
ウ

タ
マ
（＝

仏
陀
）
に
、
私
は
帰
依
い
た
し
ま
す
。（『
中
論
』X

X
V
II30

）
桂
・
五
島
訳

p.113

と
い
う
よ
う
に
で
す
ね
、
憐
愍
の
情
か
ら
縁
起
説
を
お
説
き
に
な
っ
た
と
い
う
釈
尊
、
ブ
ッ
ダ
は
、
ま
さ
に
慈
悲
の
精
神
を
体
現
さ

れ
た
方
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
中
道
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
ブ
ッ
ダ
・
釈
尊
は
初
転
法
輪
に
お
い
て
は
「
苦
・
楽
の
二
辺
を
離
れ
た

中
道
」
を
お
説
き
に
な
っ
た
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

龍
樹
も
ま
た
「
有
無
の
二
辺
を
離
れ
た
中
道
」
を
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
語
る
の
が
『
中
論
』
第
１５
章
第
７
偈
で
あ
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り
ま
す
。

存
在
す
る
も
の
（
有
）
と
存
在
し
な
い
も
の
（
無
）
と
を
よ
く
知
る
世
尊
は
、「
カ
ー
テ
イ
ヤ
ー
ヤ
ナ
へ
の
教
誡
」
の
中
で
、

「
何
か
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
何
か
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
の
い
ず
れ
も
否
定
さ
れ
た
。（『
中
論
』X

V

7

）
桂
・
五
島
訳

p.57

こ
れ
が
龍
樹
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
で
す
ね
、
中
道
と
い
う
言
葉
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
有
・
無
と
い
う
実
在
論
、
そ
れ
を
否
定
す
る
言
葉
と
し
て
『
中
論
』
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
で
す
ね
、
中
道
は
龍
樹
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。

縁
起
な
る
も
の
、
そ
れ
を
我
々
は
空
性
と
言
う
。
そ
れ
（
甲
）
は
﹇
何
か
を
﹈
因
と
し
て
の
施
設
（
因
施
設
）
で
あ
る
。
同
じ

そ
れ
（
乙
）
が
中
道
で
あ
る
。（『
中
論
』X

X
IV
18

）
桂
・
五
島
訳

p.177

こ
の
和
訳
で
「
そ
れ
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
、「
甲
」「
乙
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
実
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の
代
名
詞
の
「sā

」
の
こ
と
で
、
文
法
的
に
は
「
空
性
」
を
指
す
と
も
と
れ
ま
す
し
、「
縁
起
」
を
指
す
と
も
と
れ
ま
す
。

こ
こ
に
「
中
道
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
実
は
龍
樹
の
主
著
で
あ
り
ま
す
『
中
論
』
に
お
い
て
「
中
道
」
と
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
の
は
た
だ
一
回
、
こ
の
第
２４
章
の
第
１８
偈
だ
け
に
お
い
て
で
す
。
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そ
れ
（
甲
）：

空
性
「
縁
起＝

空
性
、
空
性＝

因
施
設
、
空
性＝

中
道
」

そ
れ
（
乙
）：

縁
起
「
縁
起＝

空
性
、
縁
起＝

因
施
設
、
縁
起＝

中
道
」

こ
の
よ
う
に
等
式
で
ま
と
め
ら
れ
ま
す
が
、
釈
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た
「
縁
起
」
の
理
論
、
そ
れ
は
、
私
、
龍
樹
の
主
張
す
る
空

性
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
「
空
性
」
は
「
因
施
設
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
内
容
的
に
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
何
か
を
因
・
素
材
と
し
て
施
設
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
言
語
的
に
表
示
さ
れ
る
概
念
で
し
か
な
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
「
中
道
」
と
い
う
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
「
中
道
」

は
、
実
は
釈
尊
が
「
カ
ー
テ
イ
ヤ
ー
ヤ
ナ
へ
の
教
誡
」
と
い
う
お
経
の
な
か
で
、「
両
極
端
を
離
れ
た
中
道
」
と
し
て
お
説
き
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
私
、
龍
樹
の
主
張
す
る
「
空
性
」
と
い
う
も
の
は
、
内
容
的
に
は
縁
起
の
こ
と
で
あ
っ
て
因
施
設
と
表
現
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
実
は
釈
尊
に
よ
っ
て
「
中
道
」
と
説
か
れ
た
「
仏
説
」
に
他
な
ら
な
い
と
、
宣
言
し
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま

す
。で

す
か
ら
こ
の
「
縁
起
」
と
い
う
理
論
も
「
説
か
れ
た
も
の
」、「
中
道
」
と
い
う
こ
と
も
「
説
か
れ
た
も
の
」、
す
べ
て
仏
説
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
龍
樹
の
「
中
道
」
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

「
中
道
」
も
仏
説
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
慈
悲
の
精
神
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
。『
中
論
』X

X
IV
18

偈
に
関
す
る
上
記
の
ご
と
き
理
解
は
、
夙
に
山
口
益
博
士
が
空
性
・
空
用
・
空
義
と
い
う
空

の
三
態
（
三
相
）
を
も
っ
て
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
（『
仏
教
学
序
説
』pp.139-155
）。「
空
」
を
三
態
で
理
解
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
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空
の
思
想
が
虚
無
論
で
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
（
山
口
上
掲

p.142

）。

こ
の
「
中
道
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
八
世
紀
に
在
世
し
、
瑜
伽
行
中
観
派
の
学
匠
と
し
て
、
師
の
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
と
共
に

活
躍
し
た
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
も
継
承
さ
れ
、
慈
悲
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
若
干
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
『
修
習
次
第
』「
後
篇
」
の
結
論
部
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。
ま
ず
「
仏
位
（buddhatva

）
の
証
得
を
希
求

し
て
い
る
人
は
、
ま
ず
中
道
に
専
心
努
力
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
次
の
よ
う
な
三
つ
の
詩
頌
で
「
中
道
」
を
語
っ
て
お
り

ま
す
。①

「
清
浄
に
し
て
無
比
の
（
中
）
道
を
明
ら
か
に
し
て
、
私
が
得
た
福
徳
、
そ
（
の
福
徳
）
に
よ
っ
て
、
生
き
と
し
生
け
る
者

が
、
中
道
を
得
た
者
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。」

②
「
妬
み
の
垢
を
取
り
除
い
た
賢
者
た
ち
は
、
大
海
が
水
で
﹇
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
﹈
よ
う
に
、
諸
々
の
功
徳
で
満
足
し

は
し
な
い
。
が
ち
ょ
う
が
水
中
で
ミ
ル
ク
を
﹇
選
別
し
て
﹈
喜
ん
で
飲
む
よ
う
に
、﹇
賢
者
は
﹈
吟
味
し
て
諸
善
説
を
受
持
す

る
。」

③
「
そ
れ
ゆ
え
、
覚
者
（buddha

）
た
ち
は
、
辺
見
に
陥
っ
て
混
乱
し
た
心
を
取
り
除
い
て
い
る
。（
た
と
え
）
愚
者
か
ら
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
善
説
は
す
べ
て
受
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」（
一
郷
・
小
澤
・
太
田
訳

p.128

）

「
中
篇
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
「
三
句
の
法
門
」
が
引
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
引
用
し
た
あ
と
で
②
③
①
の
順
序
で
こ
れ
ら
三
詩
頌

を
挙
げ
て
い
ま
す
。「
一
切
智
者
の
そ
の
智
は
、
慈
悲
を
根
本
と
し
、
菩
提
心
を
原
因
と
し
、
方
便
を
究
極
と
し
て
い
る
」。
こ
れ
ら

三
詩
頌
は
、
覚
者
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
り
、
善
説
と
は
中
道
で
あ
り
、
一
切
衆
生
が
そ
の
中
道＝

善
説
を
身
に
つ
け
た
者
に
な
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る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
覚
者
は
善
説
と
非
善
説
と
の
選
別
が
で
き
、
辺

見
に
陥
っ
て
い
な
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。
善
説
（subhāṣita

）
は
辺
見
に
陥
っ
て
い
な
い
も
の
、
正
に
中
道
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た

と
え
愚
者
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
く
吟
味
し
て
受
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
専
心
努
力
す
べ
き
中
道
は
、
具
体
的
に

は
善
説
を
受
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏
位
証
得
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
三
詩
頌
を
「
中
篇
」

「
後
篇
」
の
結
論
部
に
置
き
「
中
道
」
を
述
べ
る
も
の
、
と
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
「
中
道
」
に
つ
い
て
整
理
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
１
）
中
道
と
は
善
説
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
理
解
は
、
龍
樹
が
中
道
を
有
・
無
の
二
辺
を
離
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
中
道＝

仏

説
と
理
解
し
そ
の
点
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

善
説
、「
善
く
説
か
れ
た
も
の
」
と
は
慈
悲
の
精
神
の
具
体
的
な
形
態
で
あ
り
、
方
便
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
中
道＝

善
説＝

慈
悲

＝

方
便
と
い
う
等
式
が
成
り
立
ち
ま
す
。

こ
こ
に
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
「
中
篇
」
の
結
論
部
で
『
大
日
経
』「
三
句
の
法
門
」
を
引
用
す
る
理
由
が
判
明
し
ま
す
。
す
な
わ

ち
、「
一
切
智
の
智
は
方
便
を
究
極
と
す
る
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
一
切
智
の
智
は
方
便
す
な
わ
ち
慈
悲
に
よ
っ
て
完
成
す
る
、
と

述
べ
て
い
る
か
ら
で
す
。

（
２
）
そ
し
て
、「
中
道
」
は
そ
の
善
説
を
受
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
善
説
が
す
べ
て
の
有
情
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
念

じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
中
道
は
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
と
っ
て
有
情
利
益
の
利
他
行
を
語
る
教
説
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し

ょ
う
。

（
３
）
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
中
道＝

善
説
と
言
っ
て
、
龍
樹
の
よ
う
に
中
道＝
仏
説
と
は
言
っ
て
い
な
い
点
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
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「
善
説
」
と
い
え
ば
、
ブ
ッ
ダ
を
始
め
賢
者
が
お
説
き
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
カ
マ
ラ

シ
ー
ラ
は
、「
愚
者
の
こ
と
」
も
吟
味
し
た
う
え
で
受
持
す
る
よ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
「
善
説
」
の
内
容

を
拡
大
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
し
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
自
身
が
学
者
に
と
ど
ま
ら
ず
立
派
な
教
学
者
、
仏
教
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

と
い
う
こ
と
は
「
善
説
」
す
な
わ
ち
慈
悲
と
い
う
も
の
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
誰
に
対
し
て
も
開
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
中
道
、
善
説
す
な
わ
ち
慈
悲
の
精
神
は
す
で
に
開
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
我
々
が
身
に
つ
け
る
こ
と
が
念
ぜ
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
我
々
は
そ
の
慈
悲
の
普
遍
性
に
気
づ
い
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

要
は
、
私
た
ち
が
謙
虚
に
な
っ
て
そ
れ
に
気
づ
き
、
感
謝
の
念
を
捧
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
、
実
は
今
わ
れ
わ
れ
に
問
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
（A

tīśa,
982-1054

）
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ア
テ
ィ
シ
ャ
と
い
う
学
者

は
十
一
世
紀
の
方
で
す
。
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
が
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
そ
の
直
前
に
存
在
し
た
方
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ア
テ
ィ
シ

ャ
は
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
思
想
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
今
は
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ア
テ

ィ
シ
ャ
の
主
著
で
あ
る
『
菩
提
道
灯
論
』
に
注
釈
を
与
え
た
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
一
世
は
、「
三
句
の
法
門
」
を
「
大
乗
の
道
」
を

語
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
（
望
月

p.221

）。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
「
三
句
の
法
門
」
を
引
用
し
て
中
道
を
語
っ
て
い
た
こ

と
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
そ
れ
を
「
大
乗
の
道
」
を
語
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し

て
、
こ
の
「
三
句
の
法
門
」
が
イ
ン
ド
の
後
期
の
仏
教
史
に
お
い
て
重
要
な
教
証
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
お
も
い
ま
す
。

現
在
の
世
相
を
鑑
み
る
に
、
果
て
し
な
い
欲
望
の
暗
闇
に
気
づ
か
ず
、
あ
ま
り
に
も
自
己
中
心
主
義
が
跋
扈
す
る
世
の
中
、
時
代

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
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優
し
さ
、
他
者
へ
の
思
い
や
り
を
内
容
と
す
る
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
、
利
他
行
を
顧
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い

る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
、
こ
の
第
一
〇
五
回
の
大
蔵
会
に
あ
た
り
、
一
言
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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