
1 田辺元の宗教哲学と禅の近代化 

田田
辺辺
元元
のの
宗宗
教教
哲哲
学学
とと
禅禅
のの
近近
代代
化化  

  
――
――

西西
田田
とと
大大
拙拙
のの
華華
厳厳
哲哲
学学
とと
のの
比比
較較
をを
兼兼
ねね
てて――

――
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一
、
は
じ
め
に 

 

本
論
は
、「
田
辺
元
の
宗
教
哲
学
と
禅
の
近
代
化
」
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ

を
掲
げ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
、
田
辺
が
晩
年
書
い
た
『
懺
悔
道
と
し
て
の

哲
学
』（
一
九
四
六
）
と
「
禅
源
私
解
」（
一
九
六
〇
）
に
お
け
る
華
厳
思
想
と

禅
の
本
質
に
対
す
る
解
釈
と
、
鈴
木
大
拙
の
『
華
厳
の
研
究
』（
一
九
三
四
年

英
語
版
、
一
九
五
五
年
日
本
語
版
）
と
『
禅
思
想
史
研
究 

第
二―

達
摩
か
ら

慧
能
に
至
る
』（
一
九
四
三
～
一
九
四
四
）
に
お
け
る
華
厳
思
想
と
禅
の
本
質

に
対
す
る
解
釈
の
一
端
を
検
証
し
な
が
ら
、
後
期
田
辺
哲
学
と
近
代
の
禅
思
想

と
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
(1)
。 

な
ぜ
、
華
厳
思
想
と
禅
は
関
係
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
田
辺
哲
学
と
前
二

者
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
解
明
す
る
意
味
は
、

解
明
者
の
意
図
と
立
場
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
り
は
す
る
。
本
論
の
目
的
は
、
あ

く
ま
で
後
期
田
辺
哲
学
に
お
け
る
宗
教
と
哲
学
の
弁
証
法
的
関
係
に
基
づ
い

て
、
上
述
し
た
関
係
を
考
察
し
な
が
ら
宗
教
哲
学
と
し
て
の
田
辺
哲
学
の
構
造

を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。 

以
下
の
内
容
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
禅
と
華
厳
思
想
と
は
ど
う
い

う
連
関
な
の
か
、
田
辺
哲
学
と
そ
の
二
者
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を

概
括
し
て
み
た
い
。
禅
と
華
厳
思
想
と
の
連
関
は
、
大
拙
の
『
華
厳
の
研
究
』

に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。
禅
は
華
厳
思
想
（『
華
厳
経
』）
と
関
係
す
る

以
前
に
、
す
で
に
『
楞
伽
経
』
と
『
金
剛
経
』
と
の
歴
史
的
関
係
を
持
っ
て
い

た
。
華
厳
宗
の
第
四
祖
で
あ
る
澄
観
が
、
慧
能
の
弟
子
（
神
会
）
の
弟
子
で
あ

る
無
名
に
禅
を
学
び
、
そ
れ
を
自
己
の
華
厳
教
学
に
取
り
入
れ
た
の
は
、
禅
と

華
厳
思
想
と
の
連
関
の
発
端
で
あ
る
。
以
後
、『
華
厳
経
』
の
学
者
と
禅
匠
は
、

そ
れ
ぞ
れ
禅
の
直
観
と
『
華
厳
経
』
の
相
即
相
入
の
哲
学
に
心
を
ひ
か
れ
、
自

己
の
説
法
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
(2)
。  
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こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
禅
の
直
観
と
相
即
相
入
の
哲
学
と
い
う
言
い
方
で

あ
る
。
後
期
田
辺
哲
学
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
に
あ
た

る
。
ロ
ゴ
ス
で
表
現
で
き
な
い
直
観
や
宗
教
体
験
と
、
ロ
ゴ
ス
で
表
現
す
る
教

学
や
哲
学
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。
禅
と
華
厳
思

想
も
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
両
者
は
宗
教
的
体
験
と
哲
学
的
体
系
と

の
相
即
相
入
の
関
係
、
田
辺
哲
学
の
文
脈
に
置
き
換
え
る
と
、
弁
証
法
的
関
係

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
拙
の
禅
理
解
と
田
辺
の
宗
教
哲
学
理
解
は
一
見
同

じ
よ
う
な
図
式
に
属
す
る
に
見
え
る
が
、
実
際
、
彼
の
法
蔵
批
判
や
胡
適
批
判

と
後
期
田
辺
哲
学
の
展
開
を
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
大
拙
の
ほ
う
は
田

辺
ほ
ど
、
宗
教
体
験
と
哲
学
体
系
の
弁
証
法
的
関
係
を
明
確
す
る
こ
と
が
な
い

の
で
あ
る
(3)
。  

さ
て
、
田
辺
哲
学
と
華
厳
思
想
と
連
関
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て

だ
が
、
京
都
学
派
の
哲
学
と
華
厳
思
想
と
の
研
究
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
れ
ば
、

ま
ず
田
辺
哲
学
に
先
立
つ
西
田
哲
学
に
お
け
る
華
厳
思
想
の
位
置
づ
け
と
意

味
を
明
ら
か
に
し
て
、「
西
田
哲
学
と
華
厳
思
想
」
と
「
田
辺
哲
学
と
華
厳
思

想
」
と
の
比
較
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
田
辺
哲
学
に
お
け
る
華
厳
思
想
の
位
置

づ
け
と
田
辺
の
い
う
絶
対
還
相
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

簡
潔
に
い
え
ば
、
理
事
無
礙
と
事
々
無
礙
に
対
す
る
田
辺
の
理
解
は
ち
ょ
う
ど
、

田
辺
の
い
う
「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」
の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と
衆
生

間
の
往
還
二
相
の
運
動（
横
）と
の
相
即
状
態
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
田
辺
が
大
拙
の
禅
思
想
を
通
じ
て
究
明
し
た
禅
の
本
質
を
表

す
「
禅
源
私
解
」
の
真
意
と
宗
教
哲
学
と
し
て
の
田
辺
哲
学
と
の
関
係
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

以
下
で
は
、
ま
ず
、
大
拙
の
禅
思
想
史
理
解
と
華
厳
思
想
理
解
を
論
究
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
鈴
木
禅
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
西
田
哲
学
と
華
厳
思

想
と
、
田
辺
哲
学
と
華
厳
思
想
と
の
連
関
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
の

近
代
化
の
過
程
を
田
辺
哲
学
の
構
造
か
ら
見
出
し
、
さ
ら
に
、
田
辺
哲
学
と
モ

ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
を
融
合

し
た
田
辺
の
宗
教
哲
学
の
構
造
の
一
端
と
そ
の
意
義
を
論
究
し
て
み
た
い
。 

 

二
、
鈴
木
禅
の
特
質―

胡
適
と
の
連
関 

 

大
拙
の
禅
思
想
に
関
し
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
な

さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
研
究
史
に
立
ち
入
ら
ず
に
、『
華
厳
の
研
究
』

と
『
禅
思
想
史
研
究 

第
二―

達
摩
か
ら
慧
能
に
至
る
』
に
お
け
る
大
拙
の
禅

理
解
と
、
大
拙
の
胡
適
批
判
を
踏
ま
え
て
、
鈴
木
禅
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た

い
。 

 

大
拙
と
胡
適
の
論
争
に
つ
い
て
、
伊
吹
敦
の
「
胡
適
の
禅
研
究
の
史
的
意
義

と
そ
の
限
界
」
(4)
に
よ
れ
ば
、
主
に
宗
教
的
体
験
（
悟
り
）
を
重
ん
ず
る
か
、

歴
史
的
研
究
（
実
験
主
義
）
を
重
ん
ず
る
か
の
論
争
に
集
中
す
る
。
伊
吹
の
考
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察
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ー
イ
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
学
ん
だ
胡
適
が
敦
煌
写

本
を
い
か
し
て
中
国
の
禅
思
想
史
を
描
こ
う
す
る
姿
に
、「
歴
史
的
方
法
」
と

「
実
験
的
方
法
」
の
二
つ
か
ら
成
る
デ
ュ
ー
イ
の
「
実
験
主
義
」
が
潜
ん
で
い

る
と
い
う
。
胡
適
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
神
話
的
要
素
や
非
合
理
性
を
徹
底
的
に

排
除
し
よ
う
と
し
た
背
景
に
は
、
中
国
の
五
四
運
動
の
精
神
が
あ
り
、
す
べ
て

の
学
問
に
は
科
学
精
神
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
に
と
っ
て
は
、
理
性
や
科

学
精
神
で
表
現
で
き
な
い
宗
教
的
体
験
（
悟
り
）
や
神
話
的
な
も
の
が
不
要
な

も
の
に
な
る
。 

大
拙
が
彼
の
禅
研
究
を
批
判
し
た
ポ
イ
ン
ト
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
時
空
（
相
対
的
価
値
）
を
超
越
す
る
永
遠
な
る
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
を

無
視
し
た
胡
適
の
「
禅
学
の
発
展
史
」
の
研
究
は
、
禅
そ
の
も
の
を
無
視
す
る

も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
胡
適
は
「
中
国
禅
学
の
発
展
」（
一
九
三
五
）（『
胡
適
学
術
文

集―

中
国
仏
学
史
』、
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
、
六
一
～
六
二
頁
）

の
序
に
お
い
て
、
当
時
の
中
国
仏
教
研
究
に
対
し
て
、
信
仰
の
上
で
の
研
究
や

歴
史
的
な
観
点
の
欠
如
、
文
献
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、

す
べ
て
は
客
観
的
、
科
学
的
精
神
の
欠
如
に
よ
る
研
究
が
多
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
大
拙
の
胡
適
批
判
は
、「
禅―

胡
適
博
士
に
答
う
」（
一
九
五
三
）
に
お
い

て
展
開
さ
れ
て
い
る
(5)
。
一
言
で
い
う
と
、
そ
の
批
判
は
、
胡
適
が
禅
を
研
究

す
る
方
法
や
姿
勢
に
は
宗
教
的
体
験
の
内
面
性
あ
る
い
は
「
般
若
直
観
」
が
な

い
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
決
し
て
歴
史
的
な
態
度
が
要
ら
な
い
と
い
う

批
判
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
禅
の
研
究
に
は
個
々
人
の
生
が
か
か
わ
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
の
は
、
大
拙
の
立
場
で
あ
る
。 

胡
適
の
禅
研
究
を
批
判
す
る
大
拙
の
姿
勢
は
、
彼
自
身
の
華
厳
思
想
理
解
な

い
し
禅
思
想
史
研
究
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
田
辺
の
大
拙
論
に
基
づ
い
て
い

う
と
、
大
拙
の
禅
思
想
史
解
釈
に
歴
史
の
要
素
が
入
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
学
的
な
性
格
あ
る
い
は
ロ
ゴ
ス
的
な
要
素
は
ど
う
し
て
も
排
除
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
(6)
。
こ
こ
で
露
呈
さ
れ
て
く
る
の
は
、
鈴
木
禅
に
は
、
宗
教

的
体
験
（
悟
り
）
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
歴
史
的
研
究
（
学
的
な
構
築
）
も
必
要

不
可
欠
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
胡
適
の
部
分
真
理

は
、
完
全
に
無
視
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
大
拙
の
禅
思
想
史
を
構
築
す
る
方

法
に
も
、
客
観
的
な
精
神
や
科
学
的
な
精
神
が
必
要
で
あ
る
。
実
際
、
敦
煌
文

献
研
究
な
ど
の
仕
事
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
田
辺
の
大
拙
論

に
は
、
田
辺
自
身
の
宗
教
哲
学
の
立
場
が
介
入
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。 以

下
で
は
、
大
拙
の
『
華
厳
の
研
究
』
と
『
禅
思
想
史
研
究 

第
二
』
に
お

け
る
関
連
箇
所
を
追
い
な
が
ら
、
鈴
木
禅
の
本
質
を
垣
間
見
て
み
た
い
。 

 

上
述
の
よ
う
に
、
大
拙
は
『
華
厳
の
研
究
』
の
「
第
一
篇 

禅
か
ら
華
厳
経

へ
」
に
お
い
て
、
禅
と
『
華
厳
経
』
の
哲
学
と
の
歴
史
的
関
係
を
整
理
す
る
に

あ
た
っ
て
、
特
に
両
者
の
混
同
を
警
戒
し
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
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禅
に
は
禅
自
体
の
領
域
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
禅
が
最
も
よ
く
そ
の
妙
用

を
あ
ら
わ
す
の
は
、
こ
の
領
域
に
於
て
で
あ
る
。
こ
の
領
域
か
ら
外
に
出

る
と
、
禅
は
そ
の
本
来
の
特
色
を
失
脚
し
、
従
っ
て
ま
た
禅
そ
の
も
の
で

な
く
な
る
も
の
な
の
だ
。
禅
を
あ
る
一
つ
の
哲
学
体
系
に
よ
っ
て
説
明
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
も
は
や
そ
こ
に
は
純
粋
な
禅
は
な
く
な
る
、
厳
密
に
は

禅
で
な
い
も
の
が
加
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。(S5

・145) 
  

こ
こ
で
い
う
禅
自
体
（
そ
の
も
の
）
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
言
説
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
い
か
な
る
学
的
な
営
み
に
よ
っ
て
も

説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
既
述
し
た
宗
教

的
体
験
と
哲
学
的
体
系
と
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
緊
張
関
係
と
断

絶
関
係
を
軸
に
し
て
、『
華
厳
の
研
究
』
を
紐
解
い
て
い
く
と
、
大
拙
の
宗
教

に
対
す
る
態
度
が
前
者
を
重
ん
ず
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
至
る

所
に
あ
り
、紙
幅
で
二
つ
の
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。そ
れ
ぞ
れ
は『
華

厳
経
』
の
本
質
を
表
す
「
相
即
相
入
」
と
い
う
概
念
の
説
明
と
、
法
蔵
の
華
厳

法
界
の
図
式
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。「
相
即
相
入
」
に
関
し
て
は
、
大
拙
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

  
 

『
華
厳
経
』
の
根
本
的
直
覚
は
相
即
相
入
と
い
う
こ
と
だ
と
せ
ら
れ
て
い

る
。
哲
学
的
に
い
う
と
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
具
体
的
普
遍
の
概
念
に
若

干
似
通
う
思
想
で
あ
る
。
一
一
の
個
体
的
実
在
は
、
そ
れ
自
体
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
中
に
普
遍
者
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
そ
れ

は
他
の
個
体
の
故
に
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。
完
全
な
関
係
の
体
系
が
、

個
体
的
諸
存
在
の
中
に
、
ま
た
個
体
と
普
遍
者
と
の
間
に
、
個
物
と
一
般

概
念
と
の
間
に
存
し
て
い
る
。
相
互
関
連
の
こ
の
完
全
な
目
細
工
が
大
乗

経
哲
学
者
の
手
許
で
「
相
即
相
入
」
と
い
う
熟
語
的
名
称
を
う
け
た
の
で

あ
る
。(S5

・213) 
 

「
相
即
相
入
」
と
い
う
哲
学
概
念
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
拙
が
便
宜
的
に

『
華
厳
経
』
の
世
界
観
（
個
体
と
個
体
、
個
体
と
普
遍
者
が
織
り
成
す
世
界
）

を
説
明
す
る
と
き
に
借
り
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
決
し
て
彼
自
身
の
宗
教
的
な

立
場
で
は
な
い
。『
華
厳
経
』
が
説
く
一
切
の
菩
薩
と
衆
生
が
十
方
世
界
か
ら

来
た
り
、
仏
陀
の
周
囲
に
座
を
占
め
る
不
可
思
議
な
光
景
の
記
述
に
つ
い
て
、

大
拙
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
学
的
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
形
容
的

で
空
想
的
で
、「
所
謂
る
合
理
的
な
考
え
の
所
有
者
か
ら
す
れ
ば
、
真
面
目
に

は
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
客
観
的
妥
当
性
と
感
覚
度

と
を
真
理
の
唯
一
の
標
準
だ
と
す
る
実
際
的
な
合
理
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

『
華
厳
経
』
の
立
つ
立
場
は
寧
ろ
す
こ
ぶ
る
ま
ず
い
も
の
だ
」(S5

・215)

。

こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
光
景
の
記
述
を
理
解
す
る
に
は
、
た
だ
「
霊
性
的
事
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実
」(S5

・215)

に
基
づ
く
だ
け
で
あ
る
(7)
。
大
拙
は
『
華
厳
経
』
を
一
つ
の

哲
学
的
体
系
と
み
な
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
本
質
を
禅
に
結
び
付
け
て
、
こ
う
記

し
て
い
る
。 

  
 

霊
性
の
進
展
を
あ
の
様
に
妨
げ
が
ち
で
あ
る
文
字
を
斥
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
禅
は
そ
の
中
心
思
想
を
汚
さ
れ
ず
に
保
っ
て
来
た
、
即
ち
、
実
在

の
理
解
に
於
て
経
験
と
直
観
と
が
も
つ
と
こ
ろ
の
価
値
を
確
実
に
挙
揚

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
来
た
。
禅
と
『
華
厳
経
』
と
は
、
そ
の
方
法
に
於

て
は
異
な
る
が
、
そ
の
精
神
に
於
て
は
一
致
し
て
い
る
。
極
東
に
於
て
発

展
し
た
仏
教
を
総
括
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
両
者
は
相
互
に

補
足
し
合
う
も
の
と
な
る
。
経
典
と
禅
と
は
対
立
す
る
も
の
で
も
な
け
れ

ば
ま
た
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
。(S5

・216) 
  

大
拙
は
こ
こ
で
も
霊
性
と
い
う
一
貫
し
た
態
度
で
、『
華
厳
経
』（
経
典
）
と

禅
と
の
一
致
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
田
辺
の
大
拙

論
は
、
大
拙
自
身
の
立
場
と
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の

よ
う
な
事
態
が
起
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
田
辺
と
大
拙
の
立
場
の
違
い

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
体
験
と
哲
学
的
体
系
と

の
弁
証
法
的
言
説
と
、
霊
性
的
事
実
（
一
種
の
直
観
的
な
事
実
）
に
よ
る
仏
教

経
典
の
言
説
と
の
違
い
で
あ
る
。 

も
し
田
辺
が
「
禅
源
私
解
」
で
評
価
し
た
大
拙
の
華
厳
法
界
の
図
式
を
想
起

す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
大
拙
の
図
式
は
決
し
て
田
辺
自
身
が
考
案
し
た
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
思
想
の
第
三
段
階
に
属
し
た
「
矛
盾
逆
説
」、「
弁
証
法
的
思
考
」

(T13

・193)

で
は
な
い
。
こ
の
辺
の
消
息
は
、
大
拙
の
法
蔵
批
判
に
よ
っ
て

も
明
ら
か
で
あ
る
。
大
拙
は
法
蔵
に
お
け
る
『
華
厳
経
』
の
世
界
観
、
つ
ま
り

四
法
界
（
事
法
界
、
理
法
界
、
理
事
無
礙
法
界
、
事
々
無
礙
法
界
）
を
哲
学
化
、

体
系
化
し
た
態
度
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。 

  
 

若
き
求
道
の
仏
教
徒
善
財
の
霊
の
目
に
展
示
せ
ら
れ
た
大
毘
盧
舎
那
楼

閣
の
有
様
に
対
し
て
、
シ
ナ
の
最
も
優
れ
た
哲
学
的
心
性
の
一
人
で
あ
る

法
蔵
が
ど
の
様
な
知
的
分
析
を
与
え
た
と
し
て
も
、
事
実
そ
の
も
の
は
こ

の
分
析
に
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
。
分
析
は
知
性
を
満
足
せ
し
め
る

か
も
し
れ
ぬ
、
併
し
知
性
が
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
全
部
で
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
法
蔵
や
善
財
と
共
に
ど
う
し
て
も
一
度
は
楼
閣
そ
の
も
の
の
中

に
入
っ
て
、
自
ら
に
輝
き
出
で
、
ま
た
、
相
互
に
映
発
し
て
無
礙
自
在
で

あ
る
一
切
の
諸
荘
厳
事
を
目
的
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
お
よ
そ
宗
教
の
世

界
で
は
、
生
活
と
経
験
が
分
析
よ
り
遥
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
す
べ
て
の
荘
厳
（
存
在
の
多
）
に
飾
ら
れ
た
あ
の
楼
閣
は
、
ど
う
し

て
も
各
々
の
生
活
そ
の
も
の
の
中
か
ら
に
じ
み
出
た
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。(S5
・285) 
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大
拙
は
こ
こ
で
も
一
貫
し
た
宗
教
的
世
界
の
態
度
で
哲
学
者
と
し
て
の
法

蔵
を
批
判
し
、
四
法
界
（
大
毘
盧
舎
那
楼
閣
の
有
様
）
の
解
釈
に
は
、
自
己
に

無
関
係
な
客
観
的
な
分
析
で
は
な
く
、
自
ら
の
生
を
賭
け
た
霊
性
的
な
表
現
が

滲
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

う
し
た
大
拙
の
解
釈
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
と
同
じ
土
台
に
立
っ
て
は
じ
め
て

可
能
と
な
る
。
田
辺
の
よ
う
な
大
拙
論
に
は
、
の
ち
に
検
証
す
る
よ
う
に
、
田

辺
哲
学
の
面
影
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
。 

 

以
上
は
大
拙
の
禅
と
華
厳
思
想
と
の
関
係
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
が
、
そ
の

背
後
に
は
、
彼
の
禅
思
想
史
に
対
す
る
理
解
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
以
下
で
は
、
特
に
『
禅
思
想
史
研
究 

第
二
』
に
お
け
る
『
六
祖
壇
経
』

（
以
下
は
『
壇
経
』
と
略
す
）
の
形
成
と
、
南
宗
（
慧
能
）
と
北
宗
（
神
秀
）

に
対
す
る
大
拙
の
理
解
を
中
心
に
論
述
を
進
め
る
。
そ
れ
に
触
れ
る
前
に
、
飯

島
孝
良
が
「
鈴
木
大
拙
の
禅
思
想
史
観
を
再
考
す
る
視
座―

一
九
三
〇
年
代
か

ら
四
〇
年
代
の
記
述
を
中
心
に
考
え
る
」(8)
に
お
い
て
述
べ
た
鈴
木
禅
の
要
点

を
述
べ
る
。 

飯
島
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
禅
の
特
質
は
、
理
と
体
験
と
の
間
を
、
さ
ら
に
臨
済

と
曹
洞
、
真
宗
と
禅
、
日
本
文
化
と
禅
、
西
欧
と
東
洋
、
神
秀
と
慧
能
、
漸
悟

と
頓
悟
、
静
態
禅
と
動
態
禅
、
黙
照
禅
と
看
話
禅
な
ど
と
い
っ
た
二
項
の
間
を

動
く
こ
と
（
中
道
）
に
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
二
項
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
は

な
く
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
り
、「
分
別
の
無
分
別
、

無
分
別
の
分
別
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
禅
思
想
史
も
上
述
し
た

大
拙
独
自
の
禅
体
験
と
禅
理
解
に
よ
る
結
晶
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

大
拙
の
『
壇
経
』
研
究
を
読
ん
で
い
く
と
、
胡
適
が
下
し
た
「
神
会
こ
そ
南

宗
の
開
祖
で
あ
る
」
と
い
う
早
急
な
論
断
へ
の
批
判
と
、
敦
煌
文
献
に
よ
る
慧

能
像
の
推
敲
と
描
写
、
神
秀
派
と
慧
能
派
と
の
対
立
、
さ
ら
に
慧
能
と
神
秀
と

の
間
に
は
、
化
他
に
対
す
る
態
度
の
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
禅
の
体
得
が
さ

ほ
ど
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
両
者
の
区
別
（
南
北
の
分
別
）
が
無
用
で
あ
る
と
い

う
記
述(cf. S2

・319)

に
目
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
慧
能
と
神
秀
の
化
他

説
法
の
立
場
に
つ
い
て
、
大
拙
は
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

  
 

神
秀
は
慧
能
に
対
し
て
、
ど
れ
程
の
学
者
で
あ
っ
た
か
わ
か
ぬ
が
、
敦
煌

出
土
の
『
北
宗
五
方
便
』
な
る
も
の
を
見
る
と
、
慧
能
よ
り
は
教
学
の
知

識
が
あ
っ
た
か
に
見
え
る
。
学
者
ら
し
い
煩
瑣
な
言
い
方
を
や
る
。
慧
能

の
説
法
は
自
己
の
体
験
よ
り
割
り
出
し
て
経
典
を
自
家
の
薬
籠
裡
に
収

め
ん
と
し
て
居
る
。
両
者
の
説
法
利
他
の
方
面
に
お
け
る
差
違
は
こ
れ
で

わ
か
る
。
個
人
と
し
て
の
見
解
の
深
浅
は
必
ず
し
も
問
わ
ず
と
し
て
も
、

化
他
の
上
に
そ
の
方
法
を
異
に
し
た
こ
と
は
分
明
で
、
此
に
南
北
二
宗
の

分
岐
が
あ
る
。(S2

・328) 
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こ
の
論
述
で
は
、
南
北
の
分
別
は
慧
能
と
神
秀
の
利
他
説
法
に
よ
る
可
能
性

が
高
い
が
、
決
し
て
慧
能
と
神
秀
と
の
禅
体
得
が
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
よ
う
な
区
別
（
南
北
）
を
し
な
く
て
も
い
い
も
の
の
、
区
別
（
南
北
）

も
時
空
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
と
い
う
言
い
方
は
矛
盾
の
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
も
し
時
空
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
、
超
越
的
な
も
の
と
、
歴
史
的
な

も
の
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
の
相
即
関
係
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
大
拙
の
言
説

も
矛
盾
で
は
な
く
な
る
と
思
う
。
禅
思
想
史
を
語
る
以
上
、
歴
史
の
出
来
事
を

完
全
に
無
視
し
て
、
専
ら
普
遍
的
な
立
場
か
ら
解
釈
す
る
の
は
暴
挙
で
あ
り
、

逆
に
専
ら
歴
史
の
出
来
事
を
重
ん
じ
て
、
普
遍
的
な
も
の
、
永
遠
な
る
真
理
を

棄
却
す
る
の
は
あ
ま
り
に
も
一
方
的
で
あ
る
。 

 

確
か
に
経
典
と
禅
と
（
学
と
悟
り
と
）
あ
る
い
は
歴
史
的
な
も
の
と
永
遠
な

る
も
の
と
が
矛
盾
し
な
い
の
は
、
大
拙
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
。
そ
の
敦
煌

文
献
に
よ
る
『
壇
経
』
の
考
察
は
い
う
ま
で
も
な
く
胡
適
の
禅
研
究
に
よ
る
連

動
で
あ
り
、
実
際
、
そ
の
よ
う
な
客
観
的
な
文
献
研
究
や
歴
史
主
義
の
精
神
に

よ
っ
て
、
従
来
の
神
秀
と
慧
能
、
漸
悟
と
頓
悟
、
北
宗
と
南
宗
と
の
対
立
図
式

を
対
立
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
な
い
に
至
っ
て
い
る
。 

注
意
す
べ
き
は
、
大
拙
の
宗
教
的
体
験
や
般
若
直
観
に
よ
る
経
典
解
釈
の
立

場
か
ら
い
え
ば
、
別
に
客
観
的
な
文
献
研
究
や
歴
史
主
義
の
精
神
が
な
く
て
も
、

そ
の
よ
う
に
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
拙
が
あ
え
て
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
方
法
で
禅
研
究
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
田
辺
と
大
拙
と
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
田
辺

哲
学
に
基
づ
け
ば
、
大
拙
の
よ
う
な
経
典
と
禅
（
学
と
悟
り
）
の
両
面
性
あ
る

い
は
対
立
面
は
ち
ょ
う
ど
、
矛
盾
逆
説
や
弁
証
法
的
観
点
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が

あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
田
辺
が
さ
ら
に
一

段
と
高
い
と
こ
ろ
か
ら
、
鈴
木
禅
を
論
理
化
、
哲
学
化
し
た
結
果
で
あ
り
、
大

拙
自
身
が
自
覚
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
に
自
己
の
仏
教
哲
学
を
主
張
し
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

三
、
西
田
哲
学
と
華
厳
思
想 

 

鈴
木
禅
の
特
質
は
上
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
大
拙
は
日
本
語
訳
の
『
華
厳

の
研
究
』
に
「
序
文
」（
一
九
五
五
）
を
書
い
た
と
き
に
、「
シ
ナ
の
学
者
は
、

自
分
の
国
で
出
来
上
っ
た
仏
教
思
想
の
世
界
的
意
義
を
知
ら
ず
に
い
る
。
あ
る

意
味
で
は
、
地
方
的
な
物
の
見
方
に
偏
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
国
の
古

い
文
化
を
誇
る
と
い
う
郷
土
的
・
一
方
的
な
も
の
で
、
今
日
す
べ
て
の
も
の
を

世
界
的
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
方
と
、
相
応
せ
ぬ
。
シ
ナ
の
学
者

は
も
っ
と
眼
界
を
広
く
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」(S5

・137)

と
述
べ
る
と
同
時

に
、日
本
の
学
者
に
も
同
じ
よ
う
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。中
国
の
学
者
に
は
、

む
ろ
ん
胡
適
も
入
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
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の
方
法
に
よ
っ
て
、
世
界
的
意
義
を
持
つ
は
ず
の
仏
教
思
想
を
一
国
内
の
政
治

運
動
に
閉
じ
込
め
、
中
国
の
近
代
化
の
一
環
と
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
閉
鎖

的
で
、
普
遍
的
な
意
味
が
持
て
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
し
た
中
国
学
者
の
一
国
内
で
の
仏
教
研
究
と
は
対
照
的
に
、
大
拙
と
西

田
の
二
人
三
脚
の
働
き
で
、
西
洋
論
理
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
仏
教
を
論
理
化

し
、
そ
れ
を
一
つ
の
哲
学
体
系
と
し
つ
つ
も
、
な
お
普
遍
的
な
価
値
を
模
索
し

よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ

で
は
、
日
本
対
欧
米
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
の
対
抗
意
識
が
あ
り
、
や

は
り
日
本
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
む
ろ
ん
胡
適
の
そ
れ
と
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
大

拙
と
西
田
と
の
共
通
認
識
は
そ
れ
に
止
ま
っ
て
お
ら
ず
、
仏
教
は
哲
学
で
あ
り

つ
つ
も
仏
教
そ
の
も
の
の
普
遍
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
絶
対
無
あ
る
い
は
空
で
あ
る
(9)
。 

 

西
田
は
『
日
本
文
化
の
問
題
』（
一
九
四
〇
）
(10)
に
お
い
て
、
自
ら
の
哲
学

体
系
と
華
厳
思
想
を
結
び
付
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
日
本
文
化
の
問
題
に
よ
っ

て
促
さ
れ
た
西
田
哲
学
と
華
厳
思
想
と
の
接
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は

上
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
対
欧
米
と
い
う
対
抗
意
識
が
あ
り
、
日
本
文
化
の
中

に
も
、
日
本
と
世
界
（
特
殊
と
普
遍
）
を
担
う
文
化
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
う
意
図
か
ら
発
せ
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
日
本
文
化
は
伝
統
の
仏
教
思
想

の
論
理
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
普
遍
的
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
、

西
田
の
『
日
本
文
化
の
問
題
』
に
お
い
て
、
事
々
無
礙
の
世
界
観
を
自
己
の
「
矛

盾
的
自
己
同
一
的
な
場
所
の
論
理
」、「
多
即
一
一
即
多
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の

論
理
」(N

9

・71)

に
結
び
付
け
た
理
由
で
あ
る
。 

 

矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
と
華
厳
の
事
々
無
礙
と
の
考
察
に
つ
い
て
、
西
平

直
の
「
西
田
哲
学
と
『
事
事
無
礙
』―

井
筒
俊
彦
の
華
厳
哲
学
理
解
を
介
し
て
」

よ
り
さ
ら
に
詳
し
く
展
開
し
た
の
は
、
板
橋
勇
仁
の
「〈
基
底
／
根
拠
無
き
自

己
〉
の
主
体
性―

西
田
哲
学
と
華
厳
仏
教
の
思
想
」
(11)
で
あ
る
。
板
橋
は
こ
こ

で
は
、西
田
哲
学
と
華
厳
思
想
と
の
最
初
の
接
点
か
ら
考
察
し
、全
体
的
に
は
、

や
は
り
『
日
本
文
化
の
問
題
』
に
お
け
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理

と
事
々
無
礙
と
の
連
関
を
分
析
し
て
い
る
。
彼
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
西
田
が
わ

れ
わ
れ
の
「
一
即
多
、
多
即
一
」
の
現
実
世
界
で
い
う
一
を
理
と
し
、
多
を
事

と
す
る
の
は
、
凝
然
の
『
華
厳
法
界
義
鏡
』
に
依
拠
し
た
か
ら
で
あ
り
、
華
厳

で
い
う
理
と
事
の
概
念
は
西
田
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
歴

史
世
界
の
創
造
論
に
展
開
し
た
と
い
う
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
よ
う
な
華

厳
思
想
の
西
田
的
な
展
開
は
、
西
田
自
身
が
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論

理
に
存
在
の
論
理
と
実
践
（
特
に
制
作
や
創
造
）
の
論
理
の
意
味
合
い
を
込
め

た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。 

 

西
田
が
『
日
本
文
化
の
問
題
』
に
お
い
て
、
日
本
文
化
は
世
界
文
化
と
し
て

の
動
的
な
文
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の

論
理
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
西
田
は
同
書
の
第
二
章
の
冒
頭
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に
お
い
て
、
存
在
論
理
と
し
て
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
を
こ
う

述
べ
て
い
る
。 

  
 

我
々
が
此
処
に
生
ま
れ
、
此
処
に
働
き
、
此
処
に
死
に
行
く
、
こ
の
歴
史

的
現
実
の
世
界
は
、
論
理
的
に
は
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
云
う

べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
多
年
の
思
索
の
結
果
、
斯
く
考

え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（『
哲
学
論
文
集
第
三
』
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
）。
世
界
と
は
無
数
な
る
物
の
集
合
と
考
え
ら
れ
る
、
無
数
な
る
物
の

合
成
と
し
て
決
定
せ
ら
れ
た
一
つ
の
形
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
現
実
の
世

界
と
云
う
の
は
、
何
処
ま
で
も
物
と
物
と
が
相
働
く
世
界
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
唯
一
的
に
決
定
せ
ら
れ
た
此
現
実
の
世
界
の
形
と
云
う
の
は
、

無
数
な
る
物
と
物
と
の
過
去
無
限
か
ら
の
相
互
限
定
に
よ
っ
て
、
即
ち
相

働
く
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(N
9

・14) 
  

西
田
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
そ
の
構
成
物
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
、
そ
の
構
成

物
は
ま
た
互
い
に
対
立
し
、
相
互
の
否
定
と
活
動
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
一
つ

の
世
界
が
形
成
す
る
に
は
、
無
数
の
物
が
互
い
に
限
定
し
た
り
交
渉
し
た
り
す

る
関
係
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
西
田
は
ま
た
「
一

は
何
処
ま
で
も
多
の
一
で
あ
り
、
多
は
何
処
ま
で
も
一
の
多
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
現
実
の
世
界
が
考
え
ら
れ
る
と

云
う
所
以
で
あ
る
」(N

9

・15)

と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
「
一
即
多
、
多
即
一
」

の
存
在
論
理
で
あ
る
。「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
世

界
と
万
物
が
絶
え
ず
に
「
生
成
関
係
」
を
形
成
す
る
原
理
で
あ
る
。
こ
の
原
理

は
、
ま
た
ポ
イ
エ
シ
ス
（
も
の
を
作
る
）
に
つ
な
が
り
、
一
種
の
創
造
、
制
作

に
関
連
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
引
用
か
ら
明
白
に
看
取
で

き
る
。 

  
 

歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
全
体
的
一
と
個
物
的
多
と
の
矛
盾
的

自
己
同
一
的
に
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
前
者
は
全
体
的
一
の
方
向
に

（
主
体
的
方
向
に
）、
後
者
は
個
物
的
多
の
方
向
に
（
環
境
的
方
向
に
）、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
苟
も
歴
史
的
世
界
に
出
る
も
の
は
、
か
か
る
相

反
す
る
両
方
向
の
矛
盾
的
自
己
同
一
に
由
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種
々

な
る
ポ
イ
エ
シ
ス
は
此
立
場
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(N

9

・249

） 
  

つ
ま
り
、
人
間
の
住
む
世
界
は
単
な
る
抽
象
的
な
論
理
（
機
械
的
因
果
論
、

合
目
的
論
）
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
世
界
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
人
間
同
士
の

相
働
く
活
動
と
、
人
間
と
そ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
（
つ
ま
り
、
作
ら
れ
て
作

る
活
動
と
作
っ
て
作
ら
れ
る
活
動
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

「
多
即
一
一
即
多
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」（
前
出
）
と
事
々
無
礙
の
世
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界
観
に
つ
い
て
、
西
田
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

  
 

我
国
文
化
は
主
体
即
世
界
的
な
東
洋
文
化
で
あ
り
な
が
ら
、
嚮
に
理
か
ら

事
へ
と
云
っ
た
如
く
、
物
に
至
る
と
い
う
方
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
云
う
こ
と
は
、
歴
史
的
世
界

の
自
己
限
定
と
し
て
事
か
ら
事
へ
と
云
う
こ
と
で
あ
る
、
事
事
無
礙
と
云

う
こ
と
で
あ
る
（
事
実
は
事
実
自
身
を
限
定
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
）。

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
、
具
体
的
論
理
的
に

事
が
理
で
あ
り
理
が
事
で
あ
る
の
で
あ
る
。(N

9

・73) 
  

存
在
論
理
と
創
造
論
理
の
意
味
合
い
を
付
与
さ
れ
た
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
論
理
は
こ
う
し
て
華
厳
の
理
事
無
礙
（
世
界
と
個
物
の
円
融
）
と
事
々

無
礙
（
個
物
と
個
物
の
円
融
）
の
世
界
観
に
結
び
付
け
ら
れ
つ
つ
も
、
従
来
の

華
厳
の
世
界
観
に
新
た
な
論
理
、
つ
ま
り
創
造
論
理
を
提
供
し
た
。
む
ろ
ん
、

こ
れ
は
西
田
が
「
多
は
何
処
ま
で
も
一
の
多
と
し
て
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

一
は
何
処
ま
で
も
多
の
一
と
し
て
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
限
定
す
る

も
の
な
き
限
定
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
云
う
、
有
即
無
無
即
有
で
あ
る
」

(N
9

・17)

と
い
う
よ
う
に
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
に
す
ぎ
ず
、
常
に
動
的
に

み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

改
め
て
最
初
の
問
題
意
識
を
取
り
上
げ
よ
う
。
な
ぜ
、
西
田
哲
学
と
華
厳
思

想
な
の
か
。
こ
こ
で
は
、
大
拙
が
禅
と
華
厳
思
想
の
関
係
、
つ
ま
り
宗
教
と
哲

学
の
関
係
を
区
別
し
な
が
ら
も
、
両
者
は
矛
盾
し
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
を
想

起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ロ
ゴ
ス
で
表
現
で
き
な
い
悟
り
の
体
験
を
ロ
ゴ
ス
的

に
ま
た
分
析
的
に
論
理
化
す
る
こ
と
自
体
の
意
味
は
、
お
そ
ら
く
内
的
な
宗
教

体
験
を
分
別
の
形
で
表
し
、
脱
神
秘
化
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
。
こ
れ
に
関
し

て
は
、
大
拙
の
論
述
が
や
や
慎
重
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
田
の
「
仏
教
を

論
理
化
す
る
」
立
場
は
よ
り
鮮
明
的
で
あ
る
。
西
田
は
い
う
。 

  
 

仏
教
哲
学
に
は
ス
コ
ラ
的
な
煩
瑣
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
右
の
如

く
そ
れ
を
心
の
論
理
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
生
命
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
我
国
に
於
て
の
道
元
禅
師
の
哲
学
の
如
き
も
、

斯
く
仏
教
哲
学
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
身
心
脱
落
脱
落
身
心

の
宗
教
的
体
験
と
内
面
的
に
結
合
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。〔
中
略
〕

西
洋
論
理
の
立
場
か
ら
は
、
仏
教
論
理
の
立
場
の
如
き
も
の
は
無
造
作
に

神
秘
的
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
我
々
の
現
実
の
世
界
に
は
、

我
々
の
自
己
と
云
う
も
の
が
入
っ
て
居
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
即
一

一
即
多
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
は
現
実
の
世
界
の
論
理
で
あ
る
。
私

は
仏
教
論
理
が
西
洋
論
理
よ
り
完
全
だ
と
は
云
わ
な
い
。
併
し
西
洋
論
理

の
形
式
に
入
ら
な
い
か
ら
と
云
っ
て
、
直
に
神
秘
的
と
は
云
わ
れ
な
い
。

私
は
禅
と
云
う
も
の
を
、
一
も
二
も
な
く
神
秘
的
と
考
え
る
人
に
対
し
て
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も
、
斯
く
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。(N

9

・71-72) 
  

こ
こ
で
い
う
仏
教
論
理
や
哲
学
は
決
し
て
西
洋
の
論
理
や
哲
学
を
指
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
種
の
東
洋
的
（
西
田
的
）
な
思
考
様
式
に
由
来
し
て

い
る
。
西
田
の
い
う
「
多
即
一
、
一
即
多
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
は
、

「
華
厳
の
事
事
無
礙
の
世
界
観
」(N

9

・71)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
道
元
の
仏

教
哲
学
は
直
ち
に
心
の
論
理
、
内
面
的
な
宗
教
体
験
に
あ
た
る
と
い
う
言
い
方

は
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
と
哲
学
と
を
融
合
し
た
形
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
西
田
の
立
場
を
後
期
田
辺
の
宗
教
哲
学
の
立
場
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
い
か
な
る
宗
教
と
哲
学
の
融
合
関
係
な
の
か
と
い
う
問
に
直
面
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
的
体
験
と
哲
学
的
体
系
は
い
か

な
る
形
で
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
の
レ
ス
ポ
ン
ス
は
、
後
期
田
辺

哲
学
の
最
も
核
心
的
な
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
(12)
。 

 

四
、
田
辺
哲
学
と
華
厳
思
想 

  

田
辺
哲
学
と
華
厳
思
想
と
の
関
係
が
鮮
明
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
の
「
第
二
章 

懺
悔
道
の
論
理
と
し
て
の
絶
対
批

判
」に
お
い
て
で
あ
る
。田
辺
は
大
拙
と
西
田
の
華
厳
哲
学
を
意
識
し
な
が
ら
、

そ
れ
ら
と
は
異
な
る
形
で
展
開
し
た
。
華
厳
思
想
を
論
理
化
し
よ
う
と
し
た
西

田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
と
の
大
き
な
違
い
は
、
や
は
り
共
同

体
を
語
る
か
否
か
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
以
下
の

華
厳
思
想
の
田
辺
哲
学
に
お
け
る
展
開
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
し

て
み
た
い
。 

 

田
辺
が
懺
悔
道
の
論
理
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
絶
対
批
判
で
あ
る
。「
絶
対

批
判
と
い
う
の
は
批
判
哲
学
の
大
死
一
番
に
相
当
す
る
」(T9

・47)

と
い
う
よ

う
に
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
主
張
し
た
理
性
批
判
そ
の
も
の
へ
の

批
判
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
は
、
批
判
の
可
能

と
批
判
の
能
力
を
認
め
て
は
じ
め
て
哲
学
は
成
り
立
つ
と
い
う
カ
ン
ト
の
立

場
を
問
題
視
し
、
理
性
批
判
へ
の
批
判
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。 

「
理
性
の
自
己
批
判
も
自
己
自
身
を
一
と
多
、
全
と
個
、
無
限
と
有
限
、

被
限
定
と
自
発
性
、
必
然
と
自
由
等
の
二
律
背
反
の
障
壁
に
打
衝
け
て
砕
破
し
、

理
性
は
自
己
自
身
を
分
裂
突
破
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
批
判Kritik

は
自
己
分
裂
の
危
機Krisis

に
身
を
投
じ
て
自
己
を
突
破
粉
砕
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
却
て
そ
の
危
機
を
突
破
す
る
外
な
い
」(T9

・48)

と
い
う
よ
う
に
、
理

性
を
救
う
に
は
、
二
律
背
反
に
直
面
す
る
危
機
か
ら
そ
ら
す
の
で
は
な
く
、
理

性
そ
の
も
の
を
危
機
に
直
面
さ
せ
、
破
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
理
性

を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
田
辺
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可

能
に
す
る
の
は
、「
絶
対
の
大
非
即
大
悲
」(T9

・52)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

こ
の
理
性
の
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
に
お
い
て
、
田
辺
が
理
性
を
理
に
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置
き
換
え
、
転
換
さ
れ
肯
定
に
至
ら
さ
れ
る
状
態
を
事
に
置
き
換
え
た
箇
所
を

見
て
み
よ
う
。 

 

理
性
の
自
律
徹
底
は
自
己
突
破
に
窮
極
し
、
理
は
理
の
分
裂
破
砕
に
終

る
と
い
う
の
が
理
性
の
運
命
で
あ
り
理
の
真
相
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
で

は
自
己
を
無
に
覆
没
せ
し
め
自
己
を
突
破
す
る
理
性
が
そ
の
自
己
突
破

に
よ
っ
て
同
時
に
危
機
を
突
破
せ
し
め
ら
れ
、
無
か
ら
再
び
有
へ
転
換

復
活
せ
し
め
ら
れ
る
所
は
何
処
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
無
の
転
換
の
み

絶
対
た
り
得
る
現
実
の
構
造
上
、
同
じ
く
理
性
の
自
己
批
判
よ
り
外
に

は
な
い
筈
で
あ
る
。
す
で
に
自
己
突
破
に
よ
り
、
危
機
発
生
以
前
の
立

場
で
あ
っ
た
理
が
粉
砕
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
後
に
残
る
の
は
、
唯
そ
の

自
己
突
破
の
無
か
ら
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
超
理
性
的
理
性
の
行
的
事
ば

か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
の
超
理
性
を
性
格
と
し
、
理
性
の
立
場
か
ら

は
合
理
化
す
る
能
わ
ざ
る
も
の
と
し
て
懺
悔
せ
ら
れ
な
が
ら
、
最
早
自

己
の
行
為
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
自
律
の
批
判
に
よ
り
根
拠
付
け
ら

れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
無
の
転
換
に
随
順
す
る
無
作
の
作
た
る

行
に
転
ぜ
ら
れ
、
絶
対
他
力
の
立
場
で
方
便
的
に
有
ら
し
め
ら
れ
る
存

在
と
し
て
の
事
の
立
場
よ
り
外
に
な
い
。
理
無
く
し
て
而
も
理
を
そ
の

上
に
成
立
せ
し
め
る
事
の
無
即
有
、
或
は
空
有
、
の
存
在
が
、
理
性
の

自
己
突
破
の
復
活
に
転
ぜ
ら
れ
る
所
で
あ
る
。(T9

・48-49) 

 

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
理
性
の
死
復
活
の
論
述
に
、
田
辺
が
理
事
無
礙
の
思

想
を
変
容
さ
せ
た
形
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
華
厳
思
想
で
は
、
実
態
が

な
く
空
で
あ
る
と
い
う
理
の
意
味
は
、
人
間
の
理
性
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ

の
理
性
は
絶
え
ず
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
（
無
の
転
換
）
を
通
じ
て
か
ろ
う

じ
て
理
性
の
瞬
間
的
な
存
立
（
事
）
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事

態
（
事
）
が
理
に
あ
た
る
と
い
う
の
は
、
田
辺
の
考
え
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、

理
性
の
自
己
否
定
即
肯
定
の
転
換
行
自
体
は
い
わ
ゆ
る
華
厳
思
想
で
い
う
事
、

つ
ま
り
具
体
的
な
物
事
や
出
来
事
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
具
体
的
な
物
事
や

出
来
事
（
空
有
で
あ
り
瞬
間
的
で
は
あ
る
が
）
が
成
立
す
る
に
は
、
空
（
絶
対

無
）と
い
う
理
の
自
己
運
動
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

理
は
事
で
あ
り
、
事
は
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
事
無
礙
の
事
態
が
懺
悔
道

と
し
て
の
哲
学
の
論
理
（
絶
対
批
判
）
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も

な
い
(13)
。  

以
上
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
華
厳
思
想
の
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
に
お

け
る
展
開
が
か
な
り
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
ろ
う
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
田
辺
の
絶
対
批
判
の
論
理
に
は
、「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」

の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と
衆
生
間
の
往
還
二
相
の
運
動
（
横
）
と
の
相
即

状
態
、
華
厳
思
想
の
文
脈
で
い
う
と
、
理
事
無
礙
と
事
々
無
礙
が
入
っ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
田
辺
の
戦
後
の
「
種
の
論
理
」
の
動
き
だ
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け
で
は
な
く
、
ま
た
個
体
間
の
具
体
的
な
交
渉
（
事
々
無
礙
）
も
は
っ
き
り
と

看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
に
お
け
る
華
厳
思
想
の
異
な

る
展
開
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
西
田
の
い
う
「
一
即
多
多
即
一
の

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
に
は
、
歴
史
的
世
界
を
形
成
す
る
存
在
論
と

創
造
論
の
意
味
合
い
が
入
っ
て
は
い
る
が
、
共
同
体
の
議
論
が
あ
ま
り
に
も
少

な
す
ぎ
る
。
む
ろ
ん
、
民
族
を
語
る
以
上
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い(cf. N

9

・

81)

。
そ
の
華
厳
哲
学
は
存
在
と
創
造
（
ポ
イ
エ
シ
ス
）
を
語
る
が
、
救
済
の

意
味
を
持
た
な
い
(14)
。
た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
は
、
西
田
は
文
化
論
を
扱
う
の

に
対
し
て
、
田
辺
は
救
済
論
を
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
が
華
厳
思
想
を
扱
う

土
台
は
同
じ
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
比
較
は
意
味
を
な
さ
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
華
厳
思
想

の
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
に
お
け
る
展
開
の
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
比
較
は
あ
る
意
味
で
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。 

さ
て
、
上
述
し
た
田
辺
哲
学
に
お
け
る
華
厳
思
想
の
展
開
だ
け
で
は
、
ま

だ
明
白
に
絶
対
批
判
と
い
う
論
理
の
宗
教
的
な
側
面
が
見
え
な
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
理
事
無
礙
と
事
々
無
礙
の
田
辺
哲
学
に
お
け
る
宗
教
的
な
側
面

（
救
済
の
側
面
）
を
追
跡
す
る
必
要
が
あ
る
。「
理
性
は
死
復
活
の
能
力
と
し

て
自
力
即
他
力
に
属
し
、
絶
対
他
力
に
随
順
し
て
絶
対
無
の
現
成
た
る
転
換
媒

介
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
理
の
矛
盾
に
身
を
投
じ
、
分
裂
の
危
機
に
自
己
を

投
げ
棄
て
て
、
絶
対
無
に
転
ぜ
ら
れ
、
理
の
肯
定
と
否
定
か
ら
延
い
て
理
の
普

遍
と
事
の
個
別
と
の
間
に
潜
む
不
可
避
の
二
律
背
反
に
自
己
を
砕
破
せ
し
め
、

そ
の
自
己
の
骸
を
焼
い
た
灰
の
中
か
ら
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
が
理
性
な

の
で
あ
る
。
斯
く
て
理
性
は
超
理
性
に
転
ぜ
ら
れ
る
媒
介
性
に
於
て
の
み
存
す

る
。
知
が
行
信
の
証
と
な
る
所
以
で
あ
る
」(T9

・107-108)

。 

こ
の
論
述
の
仕
方
は
ま
だ
カ
ン
ト
批
判
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
後
期
田
辺
哲
学
の
救
済
論
に
接
近
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
理
性
の
あ
る
人
間
は
誰
し
も
他
力
に
よ
る
信
行
が
な
い
と
、
必
ず
理
性
の

二
律
背
反
に
陥
り
、
八
方
塞
が
り
の
窮
地
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の

よ
う
な
窮
地
に
立
ち
竦
む
人
間
に
は
、
他
力
に
よ
る
救
済
の
証
を
体
験
し
よ
う

が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
理
性
哲
学
は
他
力
宗
教
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ

の
と
同
じ
よ
う
に
、
空
と
い
う
理
は
、
他
力
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
現
実
の

世
界
に
成
り
立
つ
。 

理
事
無
礙
の
関
係
は
後
期
田
辺
哲
学
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
田
辺
が
華
厳
思
想
を
他
力
宗
教
に
結
び
つ
け
て
、

「
禅
（
自
力
）
と
華
厳
思
想
」
と
い
う
枠
組
み
を
「
浄
土
（
他
力
）
と
華
厳
思

想
」
と
い
う
枠
組
み
に
切
り
替
え
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
す
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
が
て
「
禅
源
私
解
」
で
鈴
木
禅
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
れ

を
自
ら
の
禅
解
釈
に
シ
フ
ト
す
る
営
み
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
田
辺
は
、
自
力

よ
り
も
他
力
を
、禅
よ
り
も
浄
土
を
、賢
者
智
者
よ
り
も
凡
夫
愚
者
を
重
ん
じ
、

徹
底
的
に
他
力
の
世
界
に
依
拠
し
た
。
理
事
無
礙
と
他
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
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僅
か
な
が
ら
も
、
以
下
の
引
用
か
ら
看
取
で
き
る
。 

 
賢
者
智
者
に
於
て
は
他
力
の
慈
悲
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
自
力
を

以
て
自
由
に
自
己
本
来
の
面
目
を
徹
見
し
、
自
己
本
来
の
有
方
と
し
て

の
自
在
に
安
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
わ
ゆ
る
帰
家
穏
坐
し
て
、
飢

ゆ
れ
ば
食
し
困
す
れ
ば
眠
る
の
が
第
一
義
の
在
方
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
賢
者
智
者
の
特
有
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
凡
愚
私
の
如
き
も

の
か
ら
否
定
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
、
た
だ
仰
い
で
之
を
憧
憬
す
る
外
無

き
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
私
自
身
に
於
て
は
為
儞
信
不
及
と
喝

破
せ
ら
れ
て
も
、
此
信
不
及
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
凡
夫
た
る
も
の
の
特
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
理
の
上
で
は
衆

生
本
来
の
面
目
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
事
上

に
証
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
自
己
の
痴
愚
に
泣
き
無
力
に
慚
愧
す
る
と

い
え
ど
も
、
な
お
此
自
己
本
来
の
面
目
を
徹
見
す
る
能
力
が
な
い
。
た

だ
此
現
実
を
肯
っ
て
自
己
の
無
力
を
恥
じ
な
が
ら
そ
れ
に
随
順
す
る
と

き
、
不
思
議
に
も
私
の
無
力
が
無
力
の
ま
ま
宥
さ
れ
、
痴
愚
が
痴
愚
の

ま
ま
に
容
さ
れ
る
こ
と
を
信
証
す
る
。
こ
れ
が
懺
悔
に
外
な
ら
な
い
。

(T9

・163

。
下
線
は
筆
者
に
よ
る) 

 

自
力
を
誇
る
賢
者
智
者
は
大
体
禅
者
（
あ
る
い
は
西
洋
の
理
性
哲
学
者
）
と

し
て
み
な
さ
れ
、
自
己
の
理
性
や
知
性
に
よ
っ
て
人
生
や
学
問
の
真
理
に
た
ど

り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
自
力
を
尽
く
し
た
上
で
最
終
的
に
は
他

力
に
働
き
か
け
ら
れ
る
凡
夫
愚
者
は
自
己
の
理
性
や
知
性
に
は
限
界
が
あ
る

の
を
知
ら
さ
れ
、
他
力
の
慈
愛
に
よ
っ
て
自
己
否
定
か
ら
肯
定
に
転
ぜ
ら
れ
、

人
生
や
学
問
の
真
理
を
体
得
せ
ら
れ
る
に
至
る
。
こ
こ
で
は
、
理
即
事
、
事
即

理
の
華
厳
真
理
は
僅
か
で
は
あ
る
が
、
田
辺
自
身
の
切
実
な
告
白
に
よ
っ
て
披

露
さ
れ
て
い
る
。 

  

五
、
絶
対
還
相
、
事
々
無
礙
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー 

 

こ
こ
で
は
、
田
辺
の
「
禅
源
私
解
」
を
通
じ
て
、
本
文
の
序
文
で
触
れ
た

華
厳
思
想
と
禅
と
の
関
係
、
ま
た
、
田
辺
哲
学
と
前
二
者
と
の
関
係
、
さ
ら

に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
田
辺
哲
学
と
の
関
係
を
考
察
し
て

い
き
た
い
。「
禅
源
私
解
」
は
大
拙
満
九
十
歳
を
祝
賀
す
る
訟
寿
記
念
論
文

集
『
仏
教
と
文
化
』
に
寄
稿
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
こ
で
、
大
拙

の
『
華
厳
の
研
究
』
に
お
け
る
「
個
物
存
在
相
即
の
場
と
し
て
の
法
界
に
於

け
る
事
々
無
礙
の
姿
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
個
物
相
互
の
相
入
作
用
の
無

尽
」(T13
・180)

を
中
心
に
展
開
し
、
そ
こ
に
現
れ
る
大
拙
の
菩
薩
心
と
禅

理
解
を
究
明
し
た
。 

 

田
辺
は
冒
頭
で
「
禅
が
大
乗
菩
薩
慈
悲
の
道
と
し
て
、
自
己
の
解
脱
よ
り
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も
先
に
他
人
の
解
脱
の
為
に
尽
す
こ
と
を
本
領
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

(T13
・180)
と
い
い
、
禅
の
本
質
は
小
乗
の
よ
う
な
自
利
、
自
己
解
脱
を
図

る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
利
他
あ
る
い
は
他
者
救
済
に
あ
る
と
い
う
理

解
を
示
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
禅
の
語
録
に
出
て
い
る
師
弟

の
会
話
な
ど
を
通
じ
て
、
師
匠
が
弟
子
の
悟
り
の
た
め
に
理
不
尽
な
話
や
論

理
で
理
解
不
可
能
な
話
、
あ
る
い
は
破
天
荒
な
行
動
を
し
た
り
す
る
記
述
を

読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
師
匠
の
自
己
否
定
に
よ
る
行
動
は
す
べ
て
弟
子
た

ち
の
解
脱
を
助
け
る
た
め
で
あ
る

(15)
。
こ
れ
は
世
の
た
め
の
説
法
で
あ
り
、

ま
さ
に
田
辺
が
指
摘
し
た
大
拙
の
経
典
解
釈
あ
る
い
は
禅
思
想
史
解
釈
に

滲
み
出
る
菩
薩
行
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
禅
理
解
を
出
発
点
と
し
て
、
田
辺
は
大
拙
の
事
々
無
礙
の
解

釈
に
着
目
し
、
そ
こ
に
個
体
間
の
重
々
無
尽
の
関
係
を
重
ん
じ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
後
期
田
辺
哲
学
の
文
脈
に
換
え
る
と
、
絶
対
還
相
の
思
想
に
相
当
す

る
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
絶
対
還
相
の
論
述
は
特
に
『
懺
悔
道
と
し

て
の
哲
学
』
の
「
第
八
章 

懺
悔
道
の
展
望
と
し
て
の
宗
教
的
社
会
観
」
に

集
中
し
、「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」
の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と
衆
生

間
の
往
還
二
相
の
運
動
（
横
）
と
の
相
即
状
態
を
展
開
し
て
い
る
(16)
。
華
厳

で
い
う
理
事
無
礙
と
事
々
無
礙
、
な
い
し
個
体
間
の
重
々
無
尽
の
関
係
は
ま

さ
に
そ
こ
に
対
応
し
て
い
る
。 

 

田
辺
の
理
事
無
礙
、
事
々
無
礙
、
重
々
無
尽
に
対
す
る
解
釈
を
検
討
す
る

前
に
、
ま
ず
絶
対
還
相
と
相
対
還
相
を
め
ぐ
る
「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」

の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と
衆
生
間
の
往
還
二
相
の
運
動
（
横
）
と
の
相

即
状
態
を
見
て
み
よ
う
。 

  
 

絶
対
者
た
る
如
来
は
、
そ
の
絶
対
的
完
成
完
全
の
頂
点
に
安
住
す
る
も

の
で
な
く
、
常
に
下
方
相
対
に
向
っ
て
進
出
降
下
す
る
も
の
で
あ
る
、

如
来
は
如
来
の
家
の
奥
座
敷
に
安
坐
す
る
の
で
な
く
し
て
、
常
に
次
の

間
ま
で
歩
を
運
ん
で
相
対
者
救
済
の
為
に
直
ち
に
外
出
す
る
用
意
を

整
え
て
居
る
も
の
で
あ
る
、
と
も
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
相
対
者
た

る
衆
生
の
救
済
に
降
下
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
如
来
は
そ
の
絶
対
性
を

発
揮
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
こ
れ
絶
対
還
相
が
如
来
の
本
質
で
あ
る
と

せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
絶
対
媒
介
の
主
体
と
し
て
の
如

来
は
、
相
対
の
自
立
性
を
容
し
、
却
て
自
己
否
定
的
に
自
ら
の
作
用
を

制
限
し
、
相
対
者
た
る
衆
生
の
自
発
性
を
媒
介
と
し
て
は
た
ら
く
の
で

あ
る
か
ら
、
自
ら
衆
生
と
同
種
の
行
を
行
じ
て
衆
生
を
指
導
し
、
衆
生

を
し
て
自
ら
に
学
ば
し
め
倣
わ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
之
を
教
化
す

る
こ
と
が
、
衆
生
を
引
上
げ
て
仏
の
境
涯
に
入
ら
し
め
ん
と
す
る
救
済

作
用
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〔
中
略
〕
法
蔵
菩
薩
の
絶
対
還

相
は
さ
ら
に
往
相
的
に
救
済
せ
ら
れ
た
先
達
た
る
相
対
者
の
相
対
還

相
に
媒
介
せ
ら
れ
代
表
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
は
先
進
後
進
共
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に
共
通
の
種
的
社
会
に
属
す
る
。
此
相
対
と
相
対
と
の
上
に
そ
の
媒
介

と
し
て
絶
対
た
る
如
来
の
は
た
ら
き
は
成
立
す
る
。(T9

・249) 
  

以
上
の
引
用
に
基
づ
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」

の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と
衆
生
間
の
往
還
二
相
の
運
動
（
横
）
と
の
相

即
状
態
は
、
華
厳
思
想
で
い
う
理
と
事
（
仏
と
法
蔵
、
衆
生
）
の
相
即
、
事

と
事
（
先
進
と
後
進
、
個
々
の
衆
生
）
の
相
即
、
さ
ら
に
理
事
無
礙
と
事
々

無
礙
の
相
即
を
含
ん
で
お
り
、
西
田
が
言
及
し
な
か
っ
た
種
的
共
同
体
の
要

素
を
も
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
進
と
後
進
と
い
う
前
後
の
秩

序
を
述
べ
つ
つ
も
、
な
お
個
々
の
仏
に
対
す
る
関
係
で
平
等
性(cf. T9

・

259-260)

を
重
ん
ず
る
の
は
、
理
事
無
礙
と
事
々
無
礙
の
消
息
だ
け
で
は
な

く
、
時
空
の
特
殊
性
と
普
遍
性
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

理
事
無
礙
、
事
々
無
礙
、
重
々
無
尽
を
掲
げ
る
華
厳
思
想
と
、「
仏―

法

蔵
菩
薩―

衆
生
」
の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と
衆
生
間
の
往
還
二
相
の
運

動
（
横
）
と
の
相
即
状
態
を
内
容
と
す
る
懺
悔
道
哲
学
と
の
連
関
は
以
下
の

引
用
か
ら
明
白
に
看
取
で
き
る
。 

  
 

衆
生
は
無
な
る
絶
対
転
換
の
軸
と
し
て
他
の
衆
生
に
対
し
相
対
的
自

立
性
を
認
め
ら
れ
、
其
意
味
に
於
て
他
の
衆
生
の
救
済
の
方
便
と
せ
ら

れ
還
相
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、
却
て
そ
れ
が
全
く
相
対
的
で
あ
っ
て
、

自
己
の
選
ば
れ
た
る
優
越
性
を
要
求
し
自
立
性
を
絶
対
的
に
固
執
す

る
如
き
こ
と
な
く
、
他
の
如
何
な
る
機
と
も
相
対
平
等
に
し
て
、
そ
れ

に
よ
り
置
換
せ
ら
れ
却
て
他
に
よ
っ
て
転
換
せ
ら
る
る
完
全
な
る
交

互
性
に
止
ま
る
こ
と
を
自
覚
す
る
に
依
る
。
こ
れ
は
無
の
軸
が
同
時
に

自
ら
無
と
な
る
唯
一
の
途
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
立
即
依
他
に
外
な
ら

な
い
。
斯
く
て
還
相
は
往
相
を
条
件
と
す
る
。
往
相
は
理
事
無
礙
に
当

り
、
還
相
は
事
々
無
礙
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

併
し
絶
対
媒
介
は
後
者
の
重
々
無
尽
に
於
て
始
め
て
完
い
。
事
の
交
互

媒
介
の
平
等
以
外
に
別
に
理
は
無
い
の
で
あ
る
。(T9

・204) 
  

仏
な
る
理
は
、
衆
生
な
る
事
の
交
互
媒
介
、
重
々
無
尽
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
、
絶
対
者
と
相
対
者
と
の
交
互
媒
介
が
相
対
者
の
交

互
媒
介
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
と
事
、
事
と
事
と
の
重
々
無

尽
は
、
ま
さ
に
「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」
の
往
還
二
相
の
運
動
（
縦
）
と

衆
生
間
の
往
還
二
相
の
運
動
（
横
）
と
の
相
即
状
態
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

田
辺
は
「
禅
源
私
解
」
で
こ
れ
を
「
華
厳
法
界
の
愛
の
協
同
態
」(T13

・

190)
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
、
禅
を
借
り
て
解
釈
し
た
「
無
を
現
成
す
る
無

我
の
愛
な
る
自
覚
協
同
態
」(T13

・196)

に
結
び
付
け
た
。 

さ
て
、
田
辺
は
大
拙
が
『
華
厳
の
研
究
』
の
「
第
三
篇 

菩
薩
の
住
処
」

で
批
判
し
た
法
蔵
の
四
法
界
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
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に
批
判
し
た
の
か
。
田
辺
は
大
拙
の
法
蔵
批
判
を
受
け
継
ぎ
、
法
蔵
の
重
々

無
尽
の
世
界
観
が
神
話
か
ら
発
し
た
「
十
数
神
聖
観
」(T13

・183)

に
よ
る

有
限
態
に
過
ぎ
ず
、
自
然
数
の
無
限
系
列
に
よ
る
無
限
態
で
は
あ
り
得
な
い

た
め
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
重
々
無
尽
も
「
反
復
重
積
」(T13

・184)

で
は
な
く

な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
法
蔵
が
有
限
数
十
で
示
し
た
完
結
円
満
の
全
体

（
つ
ま
り
華
厳
の
世
界
観
）
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
主
観
が
外
か
ら
見
る
全
体

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
田
辺
は
さ
ら
に
こ
の
傍
観
者
の
よ
う
な
法
蔵
像
の

描
写
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

無
限
の
全
体
で
あ
る
以
上
は
主
観
も
当
然
そ
の
中
に
含
ま
れ
、
全
体
の

内
に
お
い
て
自
己
を
見
、
自
覚
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
菩
提
心
を
発
し
て
作
仏
を
願
い
、
し
か
も
そ
の
願
に
お
い
て

自
己
を
否
定
し
、
全
体
に
自
己
を
献
ぐ
る
に
依
り
、
無
に
お
い
て
自
己

の
我
性
を
超
脱
し
清
浄
と
な
り
、
こ
れ
を
廻
施
し
て
他
の
総
て
を
一
々

配
分
的
に
高
め
聖
化
す
る
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
無
限
系

列
に
お
い
て
個
々
の
数
の
、
順
次
に
他
の
総
て
を
清
浄
化
す
る
行
為
主

体
と
し
て
の
菩
薩
の
行
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
て
縦
に
も
横
に
も
重
々

無
尽
に
仏
子
の
自
覚
浄
化
が
織
り
成
さ
れ
、
対
自
的
に
相
即
相
入
し
て

無
礙
に
法
界
の
円
融
を
現
成
す
る
。
従
っ
て
こ
の
無
限
図
式
に
お
い
て

は
数
は
飽
く
ま
で
配
分
的
に
理
解
せ
ら
れ
、
苟
も
直
接
に
集
団
的
全
体

を
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る(T13

・184)

(17) 
  

上
述
し
た
相
即
相
入
に
し
て
無
礙
の
世
界
に
は
、
一
人
一
人
の
宗
教
的
実

存
が
参
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
重
々
無
尽
の
世
界
は
、
た
だ
具
体
的
な

一
人
一
人
の
菩
薩
行
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
田
辺
は
さ
ら
に
、

そ
う
し
た
無
限
の
全
体
と
有
限
の
自
己
と
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
規
定
す

る
。「
そ
こ
〔
全
体
〕
に
は
統
一
の
主
体
が
一
々
個
別
的
単
一
者
と
し
て
互

に
相
異
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
自
己
の
特
殊
性
を
極
端
化
し
排
他
孤

立
す
る
結
果
、
却
て
一
々
が
無
内
容
と
な
り
、
か
く
し
て
自
己
の
空
無
が
自

覚
せ
ら
る
る
に
及
び
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
個
別
者
と
無
に
お
い
て
平
等
と
な
り
、

互
に
同
一
な
る
普
遍
の
限
定
と
し
て
対
自
的
に
交
互
自
覚
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
配
分
的
に
自
他
平
等
な
る
対
自
的
協
同
態
が
現
成
す
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。」(T13

・185)

も
し
わ
れ
わ
れ
が
上
述
し
た
懺
悔
道
哲
学
で
い
う
絶
対

者
と
相
対
者
の
往
還
二
相
運
動
を
想
起
す
れ
ば
、
誰
も
が
そ
の
一
致
性
に
肯

く
の
で
あ
ろ
う
。
田
辺
に
い
わ
せ
れ
ば
、「
事
々
無
礙
の
相
入
相
即
そ
の
も

の
が
、
絶
対
無
の
原
理
と
し
て
完
全
に
交
互
融
通
的
な
る
愛
の
協
同
を
実
現

す
る
の
で
あ
る
」(T13

・185)

。 
 

田
辺
哲
学
に
お
け
る
華
厳
世
界
の
展
開
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
な
意

味
合
い
（
時
空
と
超
越
、
絶
対
と
相
対
、
実
存
、
実
践
な
ど
）
が
鏤
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
に
対
し
て
、
田
辺
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
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ド
ロ
ジ
ー
を
取
り
上
げ
た
の
は
決
し
て
独
創
的
な
言
論
で
は
な
い
(18)
。
わ
れ

わ
れ
は
田
辺
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
に
、
本
文
の
序
文
で
言
及
し
た
宗
教
体
験

と
哲
学
体
系
の
弁
証
法
的
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

田
辺
に
従
え
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
、
思
想
の
発
展
は
、
三
つ
の
段

階
に
区
別
で
き
る
。
第
一
段
階
は
有
限
観
に
基
づ
く
分
析
論
の
立
場
で
あ
り
、

第
二
段
階
は
目
的
論
的
無
限
全
体
主
義
の
立
場
で
あ
り
、
第
三
段
階
は
モ
ナ

ド
ロ
ジ
ー
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
知
性
の
分
析
論
、
神
意
の
目
的
論
、

神
の
自
己
否
定
的
愛
を
原
理
と
す
る
弁
証
法
で
あ
る(cf. T9

・187-188)

。

モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
は
い
わ
ゆ
る
モ
ナ
ド
（
単
純
実
体
）
と
神
に
よ
る
形
而
上
学

的
な
空
間
論
（
ト
ポ
ロ
ジ
ー
）
で
あ
り
、
華
厳
法
界
の
事
々
無
礙
な
る
協
同

態
に
類
比
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う(cf. T9

・188)
。 

 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
に
よ
れ
ば
、
モ
ナ
ド
は
単
純
実
体

で
あ
り
、
部
分
が
な
い
た
め
、
広
が
り
も
形
も
な
く
、
分
割
の
可
能
性
や
分

解
の
恐
れ
も
な
い
。
モ
ナ
ド
に
は
交
通
す
る
窓
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
ど

の
モ
ナ
ド
も
他
の
す
べ
て
の
モ
ナ
ド
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
創
造
さ
れ
た
モ

ナ
ド
に
は
変
化
が
絶
え
ず
行
わ
れ
、
そ
の
変
化
す
る
性
質
は
モ
ナ
ド
自
体
に

関
係
が
あ
る
。
一
つ
の
モ
ナ
ド
（
単
純
実
体
）
は
多
（
変
化
す
る
表
象
）
を

含
み
、
か
つ
多
く
の
表
象
を
表
現
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ナ
ド
に
エ

ン
テ
レ
ケ
イ
ア
と
い
う
名
前
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
上
の
よ
う
に
モ
ナ
ド
を
規
定
し
た
後
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
無
数
の
モ
ナ

ド
を
調
和
さ
せ
る
神
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
神
は
最
高
の
実
体
で
あ

り
、
唯
一
の
、
普
遍
的
必
然
的
実
体
で
あ
り
、
絶
対
に
完
全
で
あ
る
。
神
だ

け
が
原
初
的
な
一
、
つ
ま
り
本
源
的
な
単
純
実
体
で
あ
る
。
創
造
さ
れ
た
モ

ナ
ド
、
す
な
わ
ち
派
生
的
な
モ
ナ
ド
は
、
す
べ
て
そ
の
生
産
物
な
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
モ
ナ
ド
は
神
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
モ
ナ
ド
は
他
の
モ
ナ
ド

に
観
念
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
も
神
の
仲
介
に
よ
ら
な

く
て
は
効
果
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
が
他
方
と
依
存
関
係
を
も
つ

た
め
に
は
、
こ
の
方
法
に
よ
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
被
造
物

が
そ
れ
ぞ
れ
の
被
造
物
と
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
被
造
物
と
結
び
合
い
適

応
し
合
っ
て
い
る
た
め
、
ど
の
単
純
実
体
も
他
の
す
べ
て
の
実
体
を
表
出
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
宇
宙
を
映
す
永
遠
の
生
き
た
鏡

で
あ
り
、
ど
の
モ
ナ
ド
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
流
に
宇
宙
を
映
す
鏡
な
の
で
あ
る
。

モ
ナ
ド
は
無
数
で
あ
る
た
め
、
無
数
の
異
な
っ
た
宇
宙
が
存
在
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ナ
ド
の
異
な
っ
た
観
点
か
ら
見

た
唯
一
の
宇
宙
の
さ
ま
ざ
ま
な
眺
望
で
し
か
な
い
。
交
通
す
る
窓
の
な
い
モ

ナ
ド
同
士
は
か
く
し
て
、
神
に
よ
る
普
遍
的
調
和
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
交
渉

す
る
こ
と
が
で
き
る
(19)
。 

 

田
辺
は
以
上
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
を
次
の
よ
う

に
理
解
し
、
華
厳
思
想
の
世
界
観
に
結
び
付
け
て
い
る
。 
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
形
而
上
学
の
第
三
段
階
た
る
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
は
、
も
は

や
第
二
段
階
の
予
定
調
和
的
目
的
論
を
、
同
じ
立
場
に
お
い
て
直
接
に

延
長
し
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
目
的
論
は
全
体
主
義
で
あ
る
か
ら
、

要
素
的
個
体
は
全
体
に
統
合
せ
ら
れ
て
各
自
の
自
立
自
由
を
失
い
、
従

っ
て
個
体
相
互
の
対
立
も
全
体
の
調
和
的
統
一
を
破
る
限
り
消
滅
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
対
し
、
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
は
か
か
る
統

合
規
制
は
な
く
、
個
体
は
飽
く
ま
で
各
自
の
個
性
を
保
ち
つ
つ
全
体
に

対
し
自
己
否
定
的
に
自
ら
を
献
げ
、
し
か
も
そ
れ
自
身
も
ま
た
、
自
己

否
定
的
愛
を
原
理
と
す
る
全
体
の
、
進
ん
で
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
個
体

を
活
か
す
所
の
愛
の
は
た
ら
き
に
、
自
由
に
参
加
協
働
し
て
他
個
を
自

ら
活
か
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
明
白
に
全
体
主
義
と
区
別
せ
ら
れ
る
所
の

協
同
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
述
の
華
厳
法
界
の
愛
の
協
同
態
に

比
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ

ド
ロ
ジ
ー
に
如
く
も
の
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
私
の
立
言
、
必
ず
し

も
独
断
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
か
と
思
う
。(T13

・190) 
  

第
三
段
階
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
が
第
二
段
階
の
全
体
主
義
よ
り
個
体
を
重

ん
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
田
辺
が
意
図
す
る
一
人
一
人
の
実
存
状

態
（
事
々
無
礙
）
に
符
合
す
る
。
ま
た
全
体
と
個
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
神
と
モ
ナ
ド
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
田

辺
は
理
事
無
礙
と
事
々
無
礙
と
の
関
係
、「
仏―

法
蔵
菩
薩―

衆
生
」
の
往

還
二
相
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
論
じ
て
い
る
。
唯
一
違
う
と
こ
ろ
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
神
は
実
体
で
あ
り
、
絶
対
有
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
田
辺

の
い
う
理
や
仏
は
実
体
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
絶
対
無
で
あ
る
。 

 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
思
想
の
三
段
階
が
表
す
真
理
は
そ
れ
ぞ
れ
、
永
久
真
理
、

事
実
真
理
、
逆
説
真
理
（
弁
証
法
真
理
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
田
辺
は
、
こ

の
よ
う
な
思
想
の
発
展
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
一
個
人
の
思
想
だ
け
で
は
な
く
、

西
洋
思
想
全
体
の
発
展
の
仕
方
で
あ
る
と
断
言
し
、
か
な
り
飛
躍
的
に
西
洋

思
想
の
発
展
を
東
洋
思
想
の
後
に
接
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
東
洋
思
想
の
モ

デ
ル
は
、
禅
源
発
展
の
順
序
に
求
め
ら
れ
、
北
宗
の
神
秀
が
第
一
段
階
の
分

析
論
に
あ
て
ら
れ
、
慧
能
の
弟
子
で
あ
る
神
会
の
直
観
的
全
体
主
義
が
第
二

段
階
の
無
限
全
体
主
義
に
あ
て
ら
れ
、
慧
能
の
「
自
己
否
定
的
愛
」
に
よ
る

個
別
実
存
協
同
主
義
が
第
三
段
階
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
に
あ
て
ら
れ
た(cf. 

T13

・194-195)

。
田
辺
が
こ
の
よ
う
に
慧
能
禅
を
重
ん
ず
る
の
は
、
大
拙

の
慧
能
禅
に
対
す
る
理
解
に
大
い
に
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後

日
の
考
察
に
譲
り
た
い
。 

 
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
、
大
拙
が
『
禅
思
想
史
研
究 

第
二
』
で
考
察
し
た

慧
能
禅
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
鈴
木
禅
と
後
期
田
辺
哲
学
と
の
違
い
を
考
え

て
み
た
い
。
大
拙
の
慧
能
禅
の
評
価
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
慧
能
で
始
め

て
禅
が
成
立
し
た
と
云
う
意
味
は
実
に
彼
に
よ
り
て
定
と
慧
と
が
一
つ
に
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せ
ら
れ
、
体
と
用
、
抽
象
と
具
現
、
一
般
と
特
殊
、
全
と
個
、
心
と
物
、
空

間
と
時
間
な
ど
云
う
も
の
が
、
渾
然
と
し
て
絶
対
へ
の
姿
を
取
り
戻
し
た
と

云
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」(S2

・356)

。
こ
こ
に
は
、
理
事
無
礙
と
事
々

無
礙
の
意
味
が
む
ろ
ん
入
っ
て
い
る
が
、「
即
非
の
論
理
」(S2

・356)

が
あ

る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
西
田
の
影
響
を
受
け
て
仏
教
思
想

を
論
理
化
し
よ
う
と
し
た
大
拙
の
慧
能
禅
の
解
釈
に
哲
学
的
な
営
み
が
あ

る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
留
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
後
期
田
辺
哲
学
の
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
に
哲
学
の
論
理

を
入
れ
た
り
、
哲
学
に
宗
教
的
実
践
を
入
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶

対
無
を
背
景
に
宗
教
と
哲
学
の
徹
底
し
た
弁
証
法
的
関
係
を
追
求
す
る
姿

は
、
大
拙
に
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
西
田
に
も
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。 

  

六
、
結
び
に
か
え
て 

  

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
大
拙
、
西
田
、
田
辺
三
者
の
宗

教
に
対
す
る
理
解
と
哲
学
の
論
理
に
対
す
る
態
度
が
か
な
り
異
な
っ
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
ろ
う
。
大
拙
と
西
田
は
同
じ
く
宗
教
的
体
験
（
直

観
や
悟
り
）
に
よ
っ
て
哲
学
を
扱
う
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に

は
決
し
て
溝
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
大
拙
は
西
田
の
影
響
を
受
け
て
仏
教

思
想
を
論
理
化
し
よ
う
と
も
考
え
た
が
、
決
し
て
西
田
の
よ
う
に
、
大
々
的

に
仏
教
哲
学
を
掲
げ
て
西
洋
哲
学
と
太
刀
打
ち
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、
田
辺
は
終
始
、
宗
教
と
哲
学
の
い
ず
れ
に
も
寄
ら
ず
、
両
者
を
区

別
し
な
が
ら
融
合
さ
せ
る
弁
証
法
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
大
拙
と
田
辺

は
禅
と
浄
土
、
禅
と
華
厳
の
関
係
を
相
即
相
入
、
無
礙
の
関
係
と
し
て
見
て

い
る
が
、
前
者
は
決
し
て
後
者
の
よ
う
に
、
宗
教
的
体
験
と
哲
学
的
体
系
と

の
弁
証
法
的
関
係
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
西
田
と
田
辺
の
場
合
、

両
者
は
同
じ
く
宗
教
を
哲
学
化
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
前
者
は
後
者
ほ
ど
哲
学
と
宗
教
と
の
徹
底
し
た
弁
証
法
的
関
係
を
追
求

す
る
こ
と
は
な
い
。
宗
教
哲
学
と
し
て
の
後
期
田
辺
哲
学
を
考
察
す
る
に
あ

た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
田
辺

自
身
の
宗
教
的
体
験
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
彼
が
展
開
し
た
哲
学
（
弁
証

法
）
の
論
理
も
同
時
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
考
察
の
態
度
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
に
宗
教
哲
学
と
い
う
分
野
を
研
究
す

る
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
う
。 

 

（
り
ょ
う 

き
ん
ひ
ん 

中
山
大
学
哲
学
系
准
教
授
）  

註 

 (1) 

田
辺
の
著
作
と
大
拙
の
著
作
は
そ
れ
ぞ
れ
、『
田
辺
元
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
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三
年
、
第
一
刷
）
と
『
鈴
木
大
拙
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
第
二
刷
）

に
依
拠
し
、
引
用
す
る
さ
い
、
そ
れ
ぞ
れT

巻
数
・
頁
数
とS

巻
数
・
頁
数
で
示
し
、

漢
字
は
現
代
の
当
用
漢
字
に
し
た
。 

(2) cf.S5

・143-144. 

(3) 

こ
れ
に
関
し
て
、
田
辺
の
「
禅
源
私
解
」
の
第
一
段
落
と
第
二
段
落
か
ら
読
み
取
れ

る(T13

・179-182)

。 

(4) 

『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
』、
第
四
九
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
～
一
七
頁
。 

(5) cf.S12

・158-202. 

(6) cf.T13

・179-182. 

(7) 

留
意
す
べ
き
は
、「
相
即
相
入
」
と
い
う
概
念
は
、
田
辺
が
「
禅
源
私
解
」
で
事
々

無
礙
の
法
界
観
を
説
明
す
る
の
に
使
う
こ
と
と
、
宗
教
的
体
験
と
哲
学
的
体
系
と
の

弁
証
法
的
関
係
に
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
五
節
に
お
い
て

展
開
す
る
。 

(8) 

『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』、
第
三
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
七
～
一
三
五
頁
。 

(9) 

西
平
直
「
西
田
哲
学
と
『
事
事
無
礙
』―

井
筒
俊
彦
の
華
厳
哲
学
理
解
を
介
し
て
」

の
序
（『
思
想
』、
第
一
〇
九
九
号
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
～
五
一
頁
）
を
参
照
に
し

た
が
、
筆
者
自
身
の
考
え
も
入
っ
て
い
る
。
西
平
が
末
木
剛
博
の
『
西
田
幾
多
郎―

そ
の
哲
学
体
系
』
の
該
当
箇
所
を
引
用
し
た
論
述
は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

紹
介
を
省
略
す
る
。 

(10) 

『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、
新
版
）
の
引
用
は
、
以
下
に
お
い
て
、N

巻

数
・
頁
数
で
示
し
、
漢
字
は
現
代
の
当
用
漢
字
に
し
た
。 

(11) 

『
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
』、
第
五
三
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
～
一
七
頁
。 

(12) 

拙
著
『
宗
教
哲
学
の
救
済
論―

後
期
田
辺
哲
学
の
研
究
』（
台
湾
大
学
出
版
中
心
、

二
〇
一
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(13) 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
田
辺
は
ま
た
こ
う
い
う
。「
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
が
到
達
し
た

よ
う
な
、
二
律
背
反
の
前
に
立
ち
竦
ん
で
、
之
を
避
け
る
為
に
形
而
上
学
の
認
識
を

断
念
し
、
理
性
の
要
求
す
る
絶
対
者
無
制
約
者
の
理
念
を
単
に
実
践
の
指
標
た
ら
し

む
る
に
止
ま
ろ
う
と
し
た
消
極
的
断
念
で
は
な
く
、
二
律
背
反
の
危
機
に
敢
然
と
し

て
身
を
投
じ
、
自
己
を
絶
対
無
の
転
換
に
任
せ
て
絶
対
随
順
の
立
場
に
復
活
せ
し
め

ら
れ
、
理
無
き
理
と
し
て
の
事
の
現
成
に
行
信
証
せ
し
め
ら
れ
る
死
復
活
の
立
場
に

立
つ
の
が
、
理
性
の
運
命
た
る
絶
対
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
に
於
て
は
理
論
と
実
践
と

が
自
己
突
破
の
無
に
媒
介
せ
ら
れ
て
行
信
的
に
相
通
せ
ら
れ
、
宗
教
の
立
場
か
ら
証

と
し
て
知
へ
還
相
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」(T9

・50-51)

。 

(14) 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
田
辺
が
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
を
「
禅
の
行
的
信
仰
と

は
異
な
る
芸
術
的
制
作
の
直
観
」
と
批
評
し
た
箇
所(T9

・62)

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(15) 

こ
れ
に
関
す
る
田
辺
の
論
述
は
、
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」(T13

・

527-576)

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(16) 
田
辺
は
こ
こ
で
、
仏
教
の
社
会
性
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
其
初
生
死
離

脱
の
個
人
的
解
脱
を
目
的
と
す
る
理
知
的
人
間
存
在
学
に
過
ぎ
な
か
っ
た
仏
教
は
、

原
始
仏
教
の
独
覚
的
立
場
か
ら
師
法
相
承
の
教
団
的
立
場
に
進
み
、
教
義
的
に
も
大
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乗
仏
教
の
菩
薩
思
想
が
発
達
し
て
自
利
即
利
他
の
即
自
的
社
会
性
を
教
義
中
に
含

有
す
る
に
至
り
、
遂
に
其
極
浄
土
真
宗
に
至
っ
て
対
自
的
に
還
相
の
社
会
性
を
発
揮

す
る
こ
と
に
な
っ
た
」(T9

・245-246)

。 

(17) 

こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
お
そ
ら
く
大
拙
の
次
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

「
相
入
も
無
礙
も
画
一
で
は
な
く
、
或
は
ま
た
無
差
別
的
存
在
状
態
で
は
な
い
か
ら

し
て
、
菩
提
心
の
発
起
が
一
人
一
人
の
衆
生
に
於
て
可
能
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
発
起
は
ま
た
一
切
諸
仏
の
国
土
（ksetra

）
に
於
て
反
応
を
惹
き
起
す
の
で
あ

る
。
真
宗
教
徒
は
こ
の
こ
と
を
次
の
様
に
い
い
あ
ら
わ
す
、
即
ち
、
浄
土
教
へ
の
新

た
な
信
者
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
そ
の
度
毎
に
弥
陀
の
浄
土
の
蓮
池
に
新
し
い
蓮
華
が

咲
く
と
」(S5

・284)

。 

(18) 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
華
厳
思
想
の
最
初
の
研
究
に
つ
い
て
、
酒
井
潔
の
「『
華
厳
経
』

と
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』―

村
上
俊
江
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
受
容―

」（『
東
洋
文

化
研
究
』、
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
九
～
一
八
九
頁
）
を
、
西
田
哲
学
と

モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
、
板
橋
勇
仁
の
「
日
本
の
哲
学
か
ら
見
た
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ―

後
期
西
田
哲
学
の
中
で
の
転
回
に
即
し
て―

」（
酒
井
潔
編
『
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
読
本
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）、
片
山
洋
之
介
の
「
モ
ナ
ド

ロ
ジ
ー
と
西
田
哲
学―

一
と
多
の
矛
盾
的
同
一
に
つ
い
て―

」（
藤
田
正
勝
編
『
思

想
間
の
対
話 

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
受
容
と
展
開
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

〇
一
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

(19) 

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
の
引
用
は
下
村
寅
太
郎
等
監
修
・
西
谷
裕
作
等
訳
『
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
著
作
集 

後
期
哲
学
』（
第
九
巻
、
新
栄
堂
、
一
九
八
九
年
、
二
〇
五
～
二
四

四
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 


