
 

第
一
一
巻
、
四
二
三
頁
︶

と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
西
洋
の
中
世
哲
学
と
の
密

接
な
関
連
性
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
ニ

コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
や
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
等
が
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
無
限
円
の
系
譜
は
こ
れ
ら
両
者
に
と

ど
ま
ら
ず
、
更
に
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ハ
イ
ン
リ

ッ
ヒ
・
ゾ
イ
ゼ
、
ジ
オ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
等
に
も
辿
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。︵
Ｇ
・
プ
ー
レ
﹃
円
環
の
変
貌
﹄、
国

文
社
︶

そ
し
て
こ
の
無
限
円
自
体
は
更
に
遡
源
し
て
紀
元
前
二
世

紀
頃
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
頃
ま
で
の
間
に
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド

リ
ア
に
お
い
て
成
立
し
て
い
っ
た
﹃
ヘ
ル
メ
ス
文
書
﹄C

orpus 

H
erm

eticum
―
そ
れ
は
九
～
十
一
世
紀
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

西
田
幾
多
郎
は
最
晩
年
の
論
文
﹁
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世

界
観
﹂︵
一
九
四
五
︶
に
お
い
て
、大
い
な
る
関
心
を
以
っ
て
﹁
無

限
円
︵
球
︶﹂
―
以
下
﹁
無
限
円
﹂
と
略
記
―
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
僅
か
百
頁
に
足
り
な
い
論
文
に
お
い
て
少
な
く
と
も
四

回
に
わ
た
っ
て
そ
の
論
究
が
み
ら
れ
、
特
に
そ
れ
が
か
れ
の
場

所
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
関
心
を
よ

ぶ
。
も
し
か
れ
が
更
に
何
年
か
生
き
永
ら
え
て
お
れ
ば
、
無
限

円
と
場
所
論
に
関
し
て
更
に
豊
か
に
展
開
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
予
想
す
る
に
難
く
な
い
。

た
だ
西
田
は
そ
こ
で
た
と
え
ば
、

　
﹁
中
世
哲
学
に
於
い
て
神
を
無
限
球
に
喩
え
た
人
は
、
周
辺

な
く
し
て
到
る
所
が
中
心
と
な
る
と
云
っ
た
。
こ
れ
は
正
し

く
私
の
所
謂
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
で
あ
る
。﹂︵
西
田
全
集

発
題
Ⅱ   

東
西
に
お
け
る
無
限
円
︵
球
︶
の
世
界

河
波　

昌
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ノ
ー
プ
ル
に
お
い
て
集
大
成
さ
れ
る
―
に
ま
で
辿
ら
れ
、
更
に

一
二
世
紀
頃
に
成
立
し
た
﹃
偽
ヘ
ル
メ
ス
文
書
﹄
に
お
い
て
展

開
さ
れ
た
無
限
円
の
思
想
が
中
世
キ
リ
ス
ト
教
へ
流
入
し
て
い

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
﹁
無
限
円
﹂
の
思
想
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て

も
豊
か
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
に
お
け
る
無
限
円
の
成
立
の
要
因
と
し
て
二
の
契

機
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

 

１　

風
土
的
、
文
化
的
要
因

 

２　

実
践
的
要
因

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
無
限
円
の
展

開
と
し
て
、︵
一
︶
大
円
鏡
智
論
、︵
二
︶﹁
月
輪
観
﹂
の
両
者
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

風
土
的
、
文
化
的
要
因

﹁
無
限
円
﹂
の
思
想
は
、
た
と
え
ば
形
相
主
義
の
立
場
に
終
始

す
る
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
か
ら
成
立
し
え
な
い
。
ま
た
単
な
る
無

限
や
空
等
の
立
場
に
立
つ
イ
ン
ド
的
思
惟
か
ら
だ
け
で
も
成
立

し
え
な
い
。
そ
れ
は
両
者
の
相
互
に
否
定
的
媒
介
に
お
い
て
成

立
す
る
点
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
両
文
化
の
全
面
的
な
出
会

い
の
場
と
な
っ
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
、
と
り
わ
け
ア
レ
キ
サ
ン

ド
リ
ア
と
ガ
ン
ダ
ー
ラ
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。﹃
ヘ
ル
メ
ス

文
書
﹄に
は
イ
ン
ド
や
大
洋︵
イ
ン
ド
洋
︶へ
の
言
及
が
み
ら
れ
、

そ
の
書
に
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
全
面
的
に
対
立
し
つ
つ
、
ま
た

非
ギ
リ
シ
ア
的
︵
イ
ン
ド
的
︶
要
因
も
考
え
ら
れ
、そ
こ
に
﹁
無

限
円
﹂
成
立
の
可
能
性
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ま
ず
大
乗
仏
教
に
お
け
る
﹁
無
限
円
﹂
と
し
て
﹁
大

円
鏡
智
﹂ādarśana-jñāna 

が
考
え
ら
れ
る
。
大
円
鏡
智
と
は
四

智
、
す
な
わ
ち
大
円
鏡
智
、
平
等
性
智
、
妙
観
察
智
、
成
所
作

智
の
四
智
の
基
体
と
な
る
も
の
で
、
そ
の
初
出
た
る
﹃
仏
地
経
﹄

は
唯
識
関
係
の
文
献
の
成
立
に
先
行
し
︵
三
世
紀
頃
？
︶、
そ
の

成
立
地
た
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
は
︵
た
と
え
ば
カ
イ
バ
ル
峠
︶、
地

中
海
的
風
土
の
特
色
た
る
明
澄
な
ギ
リ
シ
ア
的
契
機
の
果
て
る

と
こ
ろ
で
あ
り
つ
つ
、
ま
た
イ
ン
ド
的
な
モ
ン
ス
ー
ン
的
契
機

が
限
り
な
く
ギ
リ
シ
ア
的
明
澄
性
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
形
相 eidos

︵
色 rupa

︶
が
空
で
あ

り
、
空
が
形
相
︵
色
︶
で
あ
る
地
平
に
お
い
て
﹁
無
限
円
﹂
へ

の
思
惟
の
遂
行
が
可
能
と
な
る
。



 

ま
た
無
限
円
と
し
て
の
大
円
鏡
智
の
成
立
要
因
と
し
て
海
洋

的
な
風
土
的
契
機
が
考
え
ら
れ
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら

イ
ン
ド
へ
は
紀
元
前
一
世
紀
、
一
ギ
リ
シ
ア
人
に
よ
る
貿
易
風

の
発
見
に
よ
っ
て
直
航
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
成

立
す
る
海
洋
経
典
た
る
﹃
華
厳
経
﹄
で
は
、
か
か
る
風
土
が
海

洋
経
験
と
結
び
つ
き
、
宗
教
経
験
の
豊
か
な
内
容
を
構
成
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
華
厳
宗
管
主
で
あ
り
、
華
厳
学
の
権
威
で
も
あ
っ

た
清
水
公
照
師
は
、
大
円
鏡
智
の
成
立
の
背
景
に
﹃
華
厳
経
﹄

所
説
の
﹁
海
印
三
昧
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

無
限
に
広
が
る
天
空
︵
そ
れ
は
目
に
見
え
る
無
限
円
そ
の
も
の

で
あ
る
︶
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
大
海
の

只
中
に
お
け
る
海
洋
経
験
そ
の
も
の
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
中
国
の
賢
首
大
師
法
蔵
は
海
印
三
昧
に
つ
い
て
、

﹁
猶
し
大
海
の
風
に
よ
り
て
手
浪
を
起
し
、
風
止
息
す
れ
ば
海

水
澄
浄
と
し
て
現
ぜ
ざ
る
こ
と
な
き
が
如
し
。
故
に
名
づ
け

て
海
印
三
昧
と
な
す
。﹂︵﹃
華
厳
経
探
玄
記
﹄
第
四
︶

と
述
べ
て
い
る
。

大
洋
と
し
て
の
イ
ン
ド
洋
も
ま
さ
に
そ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
的
契

機
と
イ
ン
ド
的
契
機
と
相
互
に
開
か
れ
た
地
平
で
あ
り
、
ま
た

か
か
る
海
洋
自
身
が
無
限
円
と
し
て
の
大
円
鏡
智
の
成
立
の
要

因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
践
的
要
因

無
限
円
の
成
立
に
思
弁
的
要
因
と
共
に
更
に
実
践
的
な
要
因

が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
﹁
色
即
是
空
、
空
即
是
色
﹂
の
テ

ー
ゼ
は
そ
の
ま
ま
﹁
円
即
是
空
、
空
即
是
円
﹂
の
高
次
の
思
弁

を
予
想
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
ま
ま
実
践
的
な

契
機
を
そ
の
背
景
に
有
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
﹃
華
厳
経
︵
入
法
界
品
︶﹄
に
お
け
る
第
二
の
善
知

識
海
雲
比
丘
は
十
二
年
間
、
大
海
の
無
量
無
辺
に
し
て
甚
深
な

る
を
思
惟
し
、
そ
れ
と
一
体
化
し
て
覚
っ
て
い
っ
た
こ
と
等
が

語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
無
限
円
の
思
惟
へ
の
展
望
が
考

え
ら
れ
よ
う
。

更
に
後
代
に
な
っ
て
真
言
密
教
に
お
け
る
﹁
月
輪
観
﹂
も
無

限
円
の
思
惟
、
な
い
し
そ
れ
と
の
一
体
化
と
し
て
のM

ystik

が

考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
覚
鑁
︵
一
〇
九
五
～
一
一
四
三
︶
の
月
輪
観
と
し
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て
の
無
限
円
の
実
践
は
そ
の
一
つ
の
典
型
的
展
開
と
云
え
よ
う
。

た
と
え
ば
か
れ
の
﹃
月
輪
観
頌
二
十
韻
﹄
に
お
い
て
、

﹁
肉
摶
の
上
、
身
質
の
中
に
一
つ
の
満
月
あ
り
、
蓋
し
以
て
玲

瓏
た
り
、
明
了
潔
白
、
清
浄
無
礙
に
し
て
形
、
玉
琮
の
如
し
。

舒の

ぶ
れ
ば
法
界
に
盈
ち
、
巻
け
ば
孤
躬
に
収
ま
る
。
体
、
有

に
し
て
有
に
非
ず
、
十
方
に
周
遍
し
て
三
世
に
穹
隆
た
り
。

…
…
﹂

と
述
べ
、
満
月
へ
の
想
念
の
集
中
に
お
い
て
、
そ
の
円
で
あ
る

月
が
﹁
舒
ぶ
れ
ば
法
界
に
盈
ち
、
…
…
十
方
に
周
遍
し
、
三
世

に
穹
隆
た
り
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
無
限
の
広
が
り
に

お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
実
践
に
即
し

て
無
限
円
の
世
界
の
展
開
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
﹃
月
輪
観
頌
﹄
の
中
で
、

﹁
本
尊
の
前
、
本
壇
の
上
に
心
月
輪
あ
り
、
菩
提
心
の
体
な
り

…
…
前
に
当
っ
て
面
に
対
す
る
…
…
形
体
団
円
に
し
て
そ
の

色
白
浄
な
り
、内
外
明
徹
に
し
て
潔
白
分
明
な
り
。︵
月
輪
の
︶

光
明
、
遍
く
照
ら
し
て
明
朗
湛
然
な
り
、
晴
天
に
満
月
を
見

る
が
如
く
に
し
て
…
…
当
に
是
れ
を
徹
見
す
べ
し
、
月
す
な

わ
ち
是
れ
心
、
心
す
な
わ
ち
是
れ
月
な
り
、
月
輪
の
外
に
さ

ら
に
心
念
な
し
、
心
念
の
自
体
は
全
く
月
輪
に
依
る
。
…
…

︵
こ
の
月
︶
或
い
は
四
尺
、
或
い
は
一
丈
の
量
、
…
…
乃
至
倍

増
し
て
三
千
界
に
満
ち
て
極
め
て
分
明
な
ら
し
め
よ
。
…
…
﹂

の
文
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、﹁
月
即
ち
心
、
心
即
ち
是
れ
月
な
り
﹂

と
云
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
月
は
単
な
る
対
象
と
し
て

の
存
在
で
な
く
、
月
輪
観
と
一
体
化
し
て
無
限
円
自
体
と
し
て

の
人
間
的
主
体
の
展
開
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、﹁
乃
至
倍
増
し
て
三
千
界
に
満
ち
て
﹂
と
云
わ
れ
る
場
合
、

そ
の
月
が
法
界
に
満
ち
て
い
る
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
に
実
に
無
限

円
と
一
体
化
し
た
人
間
的
主
体
の
遍
在
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

ま
た
月
と
そ
れ
を
観
想
す
る
主
体
と
は
、
両
者
が
一
つ
で
あ

る
こ
と
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
単
な
る
主
観
と
客
観
と
の
対
立

関
係
は
越
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
で
観
想
す
る
主
体
の
主
体
と

し
て
の
存
在
が
空
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
地
平
は
、
実
に
月
が
無
限
円

化
す
る
地
平
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
観
想
す
る
主
体
の

空
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
場
合
、
こ
の
空
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

śūnya

に
他
な
ら
な
い
が
、
ま
た
こ
のśunya

は
数
学
上
に
お
け



 

る
数
字
と
し
て
の
零
の
意
味
を
有
し
て
い
る
点
も
ま
た
極
め
て

重
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
こ
で
は
対
面
す
る
月
が
た
と
え
ば

三
尺
等
と
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
月
と

一
体
化
す
る
過
程
で
観
想
す
る
主
体
が
空
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
と
き
、

そ
の
月
は
い
わ
ば
﹁
３—
０
﹂
と
な
り
、
単
な
る
有
限
数
と
し
て

の
３
は
無
限
大
︵
∞
︶
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
月
輪

観
に
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
空
の
実
践
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
地
平
で
無
限
円
の
展
開
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
な
お
覚
鑁
に
は
﹃
無
相
観
頌
﹄
が
あ
る
が
、
そ
の

頌
も
以
上
述
べ
た
内
容
を
さ
ら
に
深
く
展
開
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

﹁
初
観
の
時
は
月
に
如
似
た
れ
と
も
、
周
遍
の
後
に
は
さ
ら
に

方
円
無
し
。
…
…
唯
明
朗
の
み
を
見
て
更
に
一
物
な
し
。
身

心
を
見
ず
、
万
法
不
生
に
し
て
猶
し
虚
空
の
如
し
。
無
相
無

念
な
れ
ば
仮
に
虚
空
と
説
く
、
…
…
一
切
の
相
状
は
悉
皆
空

寂
な
り
、
心
念
尚
お
空
な
り
、
境
界
豈
に
有
な
ら
ん
や
、
…

…
無
相
に
入
れ
ば
、
即
ち
有
相
に
非
ず
、
空
に
非
ず
、
有
に

非
ず
、
法
は
二
相
無
し
、
心
言
両
つ
な
が
ら
亡
ず
、
是
れ
即

ち
阿
字
本
不
生
の
理
、
第
一
の
義
空
、
不
二
中
道
、
法
界
満

輪
な
り
。﹂

す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
限
定
性
を
越
え
て
無
相
の
世
界
に
入
っ

て
ゆ
く
と
き
、
法
界
円
明
、
心
月
満
輪
の
こ
と
ば
に
も
表
示
せ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
無
限
円
の
世
界
が
リ
ア
ー
ル
に
展
開
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

【
参
考
】

月
輪
に
つ
い
て
は
﹃
密
教
小
辞
典
﹄︵
春
秋
社
︶
で
は
、

﹁
密
教
観
法
の
一
つ
で
、
月
輪
を
象
徴
と
し
て
皎
潔
明
瞭
な
心

の
本
性
を
観
想
し
、
思
念
す
る
こ
と
を
い
う
。
…
…
観
じ
方
は
、

月
輪
を
自
身
の
脳
中
に
念
じ
入
れ
、
こ
れ
を
自
分
の
心
月
と
融

合
し
て
、
そ
の
次
に
脳
中
の
心
月
を
徐
々
に
拡
大
し
て
三
千
大

千
世
界
に
ま
で
達
し
、
明
朗
な
る
光
明
の
外
に
月
の
形
も
念
ず

る
心
も
な
く
、
月
と
心
と
宇
宙
と
が
全
く
一
体
と
な
っ
て
、
無

念
絶
妙
の
明
朗
世
界
を
体
験
す
る
。
…
…
善
無
畏
の
﹃
禅
要
﹄

に
は
、
刹
那
心
・
流
注
心
・
甜
美
心
・
摧
散
心
・
明
鏡
心
の
五

種
の
三
昧
に
区
別
さ
れ
て
説
か
れ
て
い
る
。
…
…
第
五
の
明
鏡

心
と
は
散
乱
し
て
い
る
心
を
離
れ
、
心
月
円
明
で
一
切
に
無
着

な
る
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
は
月
輪
観
の
最
深
の
境
地
で
、
自
身
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は
神
秘
の
世
界
を
体
験
し
、
自
ら
聖
位
に
入
れ
る
こ
と
を
自
覚

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。﹂

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、﹁
心
月
円
明
﹂
の
語

に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
宇
宙
に
遍
在
す
る
無
限
円
そ
の
も
の

と
一
体
化
し
た
世
界
の
論
究
が
み
ら
れ
る
。

大
乗
仏
教
に
お
け
る
無
限
円
の
更
な
る
展
開

西
田
は
前
掲
の
よ
う
に
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
神
の
無
限
球
に
喩
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
論
究
し
て

い
る
が
、
西
田
自
身
は
そ
れ
を
場
所
論
と
し
て
論
じ
、
そ
の
更

な
る
広
が
り
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
よ
り
具
体
的
に

は
、
た
と
え
ば
﹃
華
厳
経
﹄
に
お
け
る
﹁
心
・
仏
・
衆
生
、
是

三
無
差
別
﹂︵
大
正 

九
・
四
六
五
・
下
︶
の
文
に
も
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
神
︵
仏
︶
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
︵
衆
生
︶、
心
の

三
者
に
お
い
て
無
限
円
の
展
開
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
世
界
︵
浄
土
︶
に
関
し
て
い
え
ば
、
山
口
益
も
論

究
し
て
い
る
よ
う
に
無
限
に
広
が
る
浄
土
︵
究
竟
如
虚
空
、
広

大
無
辺
際
︹
世
親
︺︶
の
基
底
に
大
円
鏡
智
を
み
て
お
り
︵﹃
無

量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
試
解
﹄︶、
ま
た
根
源
的
主
体
と
し
て

の
心
の
世
界
を
展
開
す
る
禅
関
係
の
諸
論︵
た
と
え
ば﹃
臨
済
録
﹄

や
﹃
祖
堂
集
﹄
等
に
も
無
限
円
と
し
て
の
大
円
鏡
智
の
展
開
が

み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
又
禅
浄
等
の
対
立
を
越
え
て
、
た
と
え

ば
浄
土
宗
僧
山
崎
弁
栄
の
宗
教
的
実
践
に
お
け
る
、

阿
弥 

陀
仏
を
念
う
心
の
ま
す
鏡 

限
り
な
き
ま
で
照
り
わ
た
る
な
り

等
の
歌
に
も
根
源
的
主
体
と
し
て
の
大
円
鏡
智
論
の
豊
か
な
展

開
が
み
ら
れ
る
。

結
論

以
上
﹁
無
限
円
﹂
の
思
想
は
東
西
の
相
違
を
超
え
て
む
し
ろ

人
間
的
思
惟
の
根
源
的
地
平
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ

ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
の
と
同
様
、
東
洋
的
世
界
、
就
中
大
乗

仏
教
の
世
界
に
お
い
て
も
そ
の
豊
か
な
展
開
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。



 

河
波
氏
が
西
田
幾
多
郎
と
そ
の
弟
子
の
多
く
に
と
っ
て
好
意

的
で
あ
っ
て
も
、
今
ま
で
誰
も
十
分
に
突
き
詰
め
て
検
討
し
た

こ
と
の
な
い
名
文
句
を
取
り
上
げ
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
と

思
い
ま
す
。
氏
の
発
表
は
あ
き
ら
か
に
中
間
報
告
で
す
が
、
今

の
と
こ
ろ
問
題
を
三
つ
区
別
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
︵
１
︶
類

比
と
し
て
こ
の
文
句
は
西
田
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
た
の
か
、︵
２
︶
文
句
そ
の
も
の
の
源
泉
や
本
来
の
意
味

は
な
に
か
、
そ
し
て
︵
３
︶
こ
の
文
句
は
仏
教
と
は
ど
の
関
係

が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
三
点
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
一
言

コ
メ
ン
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

西
田
思
想
に
お
け
る
「
無
限
球
」 

西
田
が
﹁
周
辺
な
く
し
て
至
る
と
こ
ろ
が
中
心
と
な
る
無
限

球
﹂
と
い
う
場
合
、
そ
の
諸
々
の
文
脈
を
み
る
と
、
こ
の
類
比

は
空
間
的
に
は
絶
対
無
の
﹁
場
所
﹂
に
、
時
間
的
に
は
永
遠
の

今
に
応
用
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
時

間
と
空
間
が
融
合
す
る
﹁
自
覚
的
な
る
絶
対
現
在
の
自
己
限
定1

﹂

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
明
白
な
一
例
と
し
て
河
波
氏
が
指

摘
す
る
西
田
の
最
終
の
論
文
﹁
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
﹂

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
な
か
で
﹁
我
々
の
自
己
﹂
は
無
限
球
で

あ
る
絶
対
無
の
﹁
無
数
の
中
心
﹂
と
考
え
ら
れ
る
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん2

。
文
句
の
出
所
と
し
て
西
田
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー

ヌ
ス
﹃
無
知
の
知
﹄
の
み
を
挙
げ
ま
す
が
、
私
が
知
っ
て
い
る

限
り
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
対
す
る
西
田
の
も
っ
と
も
長
い
言
及
は
死

去
の
一
年
前
︵
一
九
四
四
年
︶
の
論
文
﹁
予
定
調
和
を
手
引
と

し
て
宗
教
哲
学
﹂
に
あ
り
ま
す
。
長
い
と
い
っ
て
も
、
わ
ず
か

の
一
ペ
ー
ジ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
で
無
限
球
の
比
喩
は

神
に
対
す
る
の
で
あ
り
、
神
に
お
い
て
は
﹁
極
大
は
極
小
と
合

意
す
る
﹂
と
い
う
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
﹁
肯
定
﹂
的
解
釈
を
認
め
な

が
ら
も
、
そ
れ
に
相
即
す
る
﹁
否
定
﹂
的
な
側
面
と
し
て
自
覚

に
お
い
て
神
と
人
間
が
﹁
結
合
﹂
す
る
こ
と
を
主
張
し
ま
す3

。 
要
す
る
に
、
西
田
に
と
っ
て
個
々
の
自
覚
的
主
体
は
、
そ
れ

ぞ
れ
自
己
の
中
に
空
間･

時
間
の
全
体
を
集
中
し
、現
実
そ
の
も

レ
ス
ポ
ン
スＪ

・
Ｗ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
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の
が
歴
史
に
お
い
て
自
覚
す
る
点
と
し
て
、
無
限
球
の
中
心
と

み
な
さ
れ
ま
す
。
西
洋
の
中
世
理
解
と
異
な
っ
て
、
絶
対
の
他

者
と
し
て
の
神
が
場
所
の
論
理
か
ら
見
た
個
人
の
自
覚
に
相
対

化
さ
れ
る
西
田
の
解
釈
は
独
自
的
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。 

類
比
の
源
泉 

河
波
氏
は
プ
ー
レ
に
従
っ
て
、
無
限
球
の
類
比
が
十
二
世
紀

の
﹁
偽
へ
ル
メ
ス
文
書
﹂
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
ま
す
。

プ
ー
レ
の
本
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
三
六
年
後
︵
一
九
九
七
年
︶

に
完
璧
な
校
訂
版
が
初
め
て
世
に
出
て
、
書
の
歴
史
を
や
や
明

ら
か
に
し
ま
し
た4

。
こ
の
類
比
が
現
れ
る
書
は
長
年
に
わ
た
っ

て
よ
り
長
い
ギ
リ
シ
ャ
語
の
原
文
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ラ
テ
ン

語
に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
書
物
は
十
二
世

紀
の
終
わ
り
に
書
か
れ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
書
は
二
十
以
上
の

異
な
る
題
が
与
え
ら
れ
、
著
者
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
主
と
し

て
紀
元
前
五
世
紀
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
、
そ

し
て
十
四
世
紀
以
降
か
ら
ヘ
ル
メ
ス
・
ト
リ
ス
メ
ギ
ス
ト
ス
だ

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
へ
ル
メ
ス
は
歴
史
的
人
物
で
は
な
く
、

エ
ジ
プ
ト
の
神
ト
ー
ト
が
ギ
リ
シ
ャ
で
変
容
さ
れ
て
、
数
千
書

の
著
者
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義

の
文
献
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
紀
元
前
三
世
紀
の
﹁
ヘ
ル
メ

ス
文
書
﹂︵
実
際
は
少
な
く
と
も
十
世
紀
前
ま
で
に
遡
る5

︶
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
文
書
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス

等
の
批
判
を
受
け
て
、
十
世
紀
以
降
に
西
洋
の
精
神
史
か
ら
消

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
我
々
が
現
在
持
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が

あ
ら
た
め
て
編
集
さ
れ
た
の
は
十
四
世
紀
、
ま
た
十
七
世
紀
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

と
も
か
く
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
﹁
偽
へ
ル
メ
ス
文
書
﹂
の
歴
史

や
著
者
が
不
詳
で
あ
る
こ
と
は
、
ヘ
ル
メ
ス
文
学
と
グ
ノ
ー
シ

ス
主
義
と
の
か
か
わ
り
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
を
資
料
と
し
た

中
世
の
神
学
者
に
と
っ
て
大
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
書
に
対
す
る
尊
敬
の
態
度
は
数
世
紀
に
わ
た
り
ま
し

た
。
た
と
え
ば
リ
ー
ル
の
ア
ラ
ン(

一
一
二
五
―
一
二
〇
二)

、

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ (

一
二
二
一
―
一
二
七
四)

、
エ
ク
ハ

ル
ト(
一
二
六
〇
―
一
三
二
八)

、
ク
ザ
ー
ヌ
ス(

一
四
〇
一

―
一
四
六
四)
、
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ(

一
五
四
八
―

一
六
〇
〇)

、
パ
ス
カ
ル(

一
六
二
三
―
一
六
六
二)

が
こ
の



 

書
を
引
用
し
ま
す
。
ま
た
、
現
在
こ
の
書
に
つ
け
ら
れ
た
表
題

Liber X
X

IV
 philosophorum

 (

﹃
二
十
四
人
の
哲
学
者
の
書
﹄)

は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
る
の
で
あ
り
、
彼
も
例
の
文
句
を
使
っ

て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
問
題
に
す
る
文
句
の
直
接
的
な
文
脈
は
二
十
四
人
の

哲
学
者
の
集
い
で
す
。
話
し
合
い
の
終
わ
り
に
ひ
と
つ
の
質
問

が
課
題
と
し
て
残
り
ま
す
。
つ
ま
り
﹁
神
と
は
何
か
﹂
で
す
。

そ
れ
に
つ
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
な
る
べ
く
簡
潔
な
文
体
で
神

の
定
義
を
発
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
書
は
神
に
関
す
る
こ
の

二
十
四
に
お
よ
ぶ
定
義
な
ら
び
に
短
い
解
釈
で
編
成
さ
れ
て
い

る
の
で
す6

。
全
体
を
通
じ
て
聖
書
へ
の
言
及
は
な
く
、
信
仰
へ

の
熱
意
や
弁
明
も
欠
け
て
い
る
の
で
、
神
学
で
は
な
く
、
真
の

グ
ノ
ー
シ
ス
文
書
と
も
明
白
に
異
な
り
ま
す
。 

こ
こ
で
焦
点
を
集
め
て
い
る
文
句
は
第
二
番
目
の
定
義
で
す

が
、
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
前
と
後
の
定
義
を
と
も
に
引

用
し
ま
し
ょ
う
。 

I. D
eus est m

onas m
onadem

 gignens, in se unum
 reflec-

tens ardorem
. [

神
は
モ
ナ
ド
か
ら
生
じ
る
モ
ナ
ド
で
あ
り
、

自
ら
の
内
に
自
分
の
熱
を
反
射
す
る
。]

II. D
eus est sphaera infinita cuius centrum

 est ubique, 

circum
ferentia nusquam

. [

神
は
無
限
の
球
体
で
あ
り
、
そ

の
中
心
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
周
縁
は
ど
こ
に

も
な
い
。] 

III. D
eus est totus in quolibet sui. [

神
は
そ
の
い
か
な
る
部

分
に
お
い
て
も
充
全
で
あ
る
。] 

三
つ
の
文
章
を
合
体
す
る
と
、
神
は
ひ
と
つ
の
﹁
反
対
の
統

合
﹂
と
し
て
定
義
さ
れ
ま
す
。
一
二
四
五
年
の
ヨ
ー
ク
の
ト
マ

ス
︵
一
二
五
八
年
没
︶
の
解
釈
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
第
一
に

は
神
が
燃
え
て
い
る
光
の
よ
う
に
そ
の
知
恵
を
至
る
と
こ
ろ
に

照
射
す
る
と
同
時
に
、
単
純
さ
と
し
て
自
分
自
身
に
充
全
で
あ

り
、
複
数
化
し
え
な
い
の
で
、
並
立
す
る
属
性
が
第
二
の
定
義

に
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
無
限
球
﹂
と
し
て
絶
対
遠

心
的
で
あ
り
な
が
ら
、
中
心
が
﹁
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
﹂
と

し
て
、
絶
対
求
心
的
で
あ
り
ま
す
。[

し
か
も
、
解
釈
に
よ
る

と
こ
の
反
対
の
統
合
は
、
場
所
的
な
比
喩
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

時
間
的
と
し
て
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
う
す
る

に
、
第
二
の
神
の
定
義
の
目
的
は
こ
こ
ろ
を
全
現
実
が
突
き
詰

め
て
い
る
一
つ
の
、
無
限
に
小
さ
な
点
に
集
中
し
、
そ
こ
か
ら
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無
限
に
拡
大
す
る
大
き
な
立
体
円
形
に
開
け
る
こ
と
で
す
。
エ

ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
の
論
文
に
は
似
た
言
葉
で
同
じ
両
立
が

あ
ら
わ
に
な
り
ま
す
。﹁
神
の
う
ち
に
か
つ
神
に
対
し
て
反
射
や

転
換
が
あ
り
、
そ
し
て
神
に
お
い
て
神
の
設
定
や
集
中
が
あ
る
。

し
か
も
神
が
神
か
ら
沸
き
出
て
満
ち
溢
れ
る
こ
と
も
あ
る7

。﹂ 

﹃
二
十
四
人
の
哲
学
者
の
書
﹄
お
よ
び
そ
れ
を
引
用
し
た
中
世

の
文
献
は
﹁
球
体
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
に
こ
だ
わ
り
、﹁
円
形
﹂
を
使

わ
な
い
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
か
ら
推
理
で
き
る
と
思
い
ま

す
。す
な
わ
ち
、無
限
球
が
神
の
知
恵
の
無
限
の
開
け
と
み
な
し
、

人
間
に
と
っ
て
神
が
可
知
的intelligibilis

で
あ
り
な
が
ら
、
不

尽
に
可
知
的
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
神

を
直
接
で
は
な
く
、
類
比
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
無
限
球
の
類
比
は
類
比
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
﹃
ヘ
ル
メ
ス
文
書
﹄
の
な
か
で
無
限
球

に
似
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
見
つ
か
ら
な
く
て
も
、﹁
ア
ス
ク
レ

ピ
ウ
ス
﹂
に
は
人
は
ど
こ
に
立
っ
て
も
﹁
球
体
の
完
全
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
﹂、﹁
も
の
自
体
は
あ
く
ま
で
も
目
に
つ
か
な

い
﹂、﹁
ゆ
え
に
場
所
の
本
質
を
も
つ
の
で
あ
る
﹂
と
書
い
て
あ

り
ま
す8

。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
中
心
が
ど
こ
に
で
も
あ
る
無
限
球
は
、

無
数
の
個
々
の
主
体
に
応
用
さ
れ
て
い
な
い
唯
一
の
神
の
類
比

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
は
、
こ
の
文
句
は

神
性
に
つ
い
て
の
み
、
我
々
が
持
つ
諸
々
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
、

ま
た
は
我
々
と
神
が
と
も
に
根
拠
と
し
て
い
るgrunt

に
対
し

て
使
い
ま
せ
ん
。﹁
沸
き
出
る
﹂
や
﹁
充
全
の
存
在
﹂
は
人
間
の

属
性
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
ボ
ナ

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
が
同
じ
文
句
を
引
用
す
る
と
き
﹁
可
知
的
球
﹂

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
も
、
そ
れ
は
﹁
最
高
度
に
不
可
知
で
﹂、

﹁
最
高
度
に
単
純
に
し
て
最
大
で
あ
る
か
ら
し
て
、
全
体
と
し
て

一
切
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
、
ま
た
全
体
と
し
て
一
切
の
も
の

の
外
に
あ
る
﹂
神
の
こ
と
の
み
を
語
る
の
で
す9

。
そ
し
て
ク
ザ

ー
ヌ
ス
の
﹃
知
あ
る
無
知
﹄
に
お
い
て
も
、
現
実
が
地
上
に
立

っ
て
い
る
個
人
を
中
心
に
し
て
回
る
、
あ
る
い
は
人
間
や
動
物

は
自
分
の
中
心
を
持
つ
と
い
う
考
え
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
、

﹁
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
い
か
な
る
と

こ
ろ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
神
が
、
世
界
の
機
構
の

周
で
あ
り
中
心
で
あ
る0

﹂
と
し
ま
す
。 

上
述
し
た
資
料
か
ら
す
る
と
、
も
し
西
田
が
無
限
球
の
イ
メ



 

ー
ジ
を
第
三
の
文
献
か
ら
間
接
的
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
言
及
し
、

か
つ
そ
の
文
脈
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
―
―
そ
れ
は
あ
り

そ
う
も
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
が
―
―
彼
が
故
意
に
そ
の
文
句

を
自
分
な
り
の
思
想
に
利
用
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、西
田
の
解
釈
が
西
洋
の
哲
学･

神
学
的
伝
統

に
あ
る
と
は
い
い
難
い
の
で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
西
田
の
読

み
込
み
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
と
同
時
に
西
洋
の
精
神
史
に

遡
ろ
う
と
し
た
ら
、
エ
ソ
テ
リ
ッ
ク
な
伝
統
と
関
連
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

西
田
の
読
み
は
中
世
思
想
と
違
う
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ノ
ー

シ
ス
主
義
思
想
と
も
一
致
し
ま
せ
ん
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が

二
元
論
の
世
界
観
に
基
づ
く
限
り
、
そ
れ
は
西
田
の
よ
う
な

一
元
論
的
絶
対
者
の
概
念
に
は
当
て
嵌
り
ま
せ
ん
。
同
じ
理

由
で
西
田
の
神
概
念
を
一
つ
の
万
有
内
在
神
論
︵
少
な
く
と

もpanentheism

の
発
想
を
導
入
し
て
Ｋ
・
ク
ラ
ウ
ゼ[1781–

1832]

の
意
味
で
︶
と
み
な
す
こ
と
は
、
一
方
で
あ
ら
ゆ
る
存
在

が
よ
り
高
い
神
的
本
質
に
参
加
し
、
他
方
で
世
界
の
参
加
が
不

可
能
な
最
高
の
超
越
的
神
の
区
別
を
主
張
す
る
二
元
論
に
陥
る

し
か
あ
り
ま
せ
んa

。
要
す
る
に
、
西
田
の
﹁
無
限
球
﹂
に
つ
い

て
の
解
釈
は
独
自
な
も
の
で
あ
り
、
西
洋
の
哲
学
や
神
学
と
は

直
接
関
係
が
な
い
と
思
い
ま
す
。 

無
限
球
と
仏
典 

仏
典
の
中
の
無
限
球
の
類
似
概
念
と
し
て
、
河
波
氏
は
大
乗

仏
教
の
﹁
大
円
鏡
智
﹂
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
西
田

自
身
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
神
概
念
を
扱
う
と
き
は
、
次
の
よ
う

に
書
き
ま
す
。﹁
神
は
絶
対
の
無
で
あ
る
。
形
あ
る
も
の
は
形
な

き
も
の
の
影
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
は
永
遠
の
鏡

で
あ
る
。
大
円
鏡
智
と
い
う
こ
と
が
で
き
るb

。﹂
河
波
氏
の
示
唆

に
よ
れ
ば
、﹃
華
厳
経
﹄
に
現
れ
る
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
間
接
的
に

西
洋
︵
ギ
リ
シ
ャ
思
想
︶
の
伝
統
に
由
来
し
ま
す
。
具
体
的
に

い
う
と
、
ア
レ
キ
サ
ン
ト
リ
ア
で
成
立
し
た
﹃
ヘ
ル
メ
ス
文
書
﹄

が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
経
由
で
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の﹃
偽

ヘ
ル
メ
ス
文
書
﹄
に
入
っ
た
が
、
そ
の
間
に
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ

ー
ラ
の
影
響
を
受
け
て
、
非
ギ
リ
シ
ャ
的
側
面
が
文
書
に
加
え

ら
れ
た
、
と
い
う
主
張
で
す
。
し
か
し
私
が
上
に
論
じ
ま
し
た

よ
う
に
、無
限
球
の
類
比
を
含
め
て﹃
二
十
四
人
の
哲
学
者
の
書
﹄

と
﹃
ヘ
ル
メ
ス
文
書
﹄
と
の
歴
史
的
関
係
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
り
、
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し
か
も
円
で
は
な
く
球
体
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
無
限
球
と
大
円
鏡
智
の
両
類
比
の
比
較
は
無
意
味
で
あ
る
と

ま
で
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
と
非
ギ
リ
シ
ャ
の
思

想
の
対
比
の
例
と
し
て
は
疑
わ
し
い
で
し
ょ
う
。 

と
は
い
う
も
の
の
、
神
秘
的
な
意
味
を
も
っ
た
無
限
円
の
イ

メ
ー
ジ
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お

い
て
見
出
せ
ま
す
し
、
河
波
氏
が
指
摘
す
る
仏
教
の
形
相
主
義

に
対
す
る
批
判
も
重
視
す
べ
き
だ
と
信
じ
ま
す
。
し
か
も
出
典

に
つ
い
て
の
質
問
を
別
と
し
ま
し
て
、
神
の
定
義
と
し
て
の
無

限
球
と
自
覚
的
現
実
と
し
て
の
大
円
鏡
智
や
無
量
海
洋
の
比
較

を
、
仏
教
か
ら
も
、
西
田
哲
学
か
ら
も
徹
底
的
に
追
求
す
る
意

義
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
と
こ
ろ
で
は
、
私
の
力
量
か
ら

み
て
限
界
に
近
づ
い
て
お
り
ま
す
が
、
ひ
と
つ
だ
け
申
し
上
げ

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

二
年
余
り
前
に
上
智
大
学
の
東
洋
宗
教
研
究
所
が
開
催
し
た

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
阿
部
正
雄
先
生
が
キ
リ
ス
ト
と
仏

教
を
対
照
す
る
た
め
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
い
う 

＂G
od is an 

infinite circle

＂ 

が
示
す
キ
リ
ス
ト
教
のstatic

な
世
界
観
に
対

し
て
、
西
谷
の
﹁
空
の
立
場
﹂
仏
教
のdynam

ic

な
世
界
観
を

示
し
、sphere

と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
し
ま

し
た
。
私
を
含
め
て
幾
人
か
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
引
用
の
間
違
い

を
始
め
、
か
な
り
激
し
い
討
論
を
交
わ
し
た
と
い
う
覚
え
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
で
あ
え
て
阿
部
先
生
の
発
言
を
さ
か
さ
ま
に
し

て
、
河
波
氏
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
見
え
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
球
体
と
し
て
の
神
定
義
を
ス
タ
チ
ッ
ク
な
円
形
に
変
容
し
て

仏
教
と
比
較
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
質
問
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
﹁
無
﹂
は
小
さ
い
中
心
に
集
中
す

る
が
、﹁
空
﹂
は
無
量
に
し
か
も
八
方
の
方
向
に
周
辺
な
き
球
体

を
照
ら
し
出
る
絶
対
者
と
比
べ
て
、
海
洋
や
大
円
鏡
智
が
二
次

元
的
で
あ
る
た
め
、
よ
り
静
止
し
て
い
る
世
界
観
に
見
え
な
い

で
し
ょ
う
かc

。
も
ち
ろ
ん
仏
教
思
想
と
り
わ
け
﹃
華
厳
経
﹄
に

つ
い
て
の
包
括
的
な
結
論
と
し
て
そ
こ
ま
で
は
言
え
な
い
で
し

ょ
う
し
、
西
田
に
と
っ
て
大
円
鏡
智
は
無
限
球
と
同
様
に
、
き

っ
と
場
所
の
動
的
な
本
質
を
示
す
類
比
と
し
て
言
及
さ
れ
た
こ

と
も
忘
れ
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
河
波
氏
の
最

初
の
直
感
は
創
造
的
で
あ
り
、
よ
り
い
っ
そ
う
探
求
す
る
価
値

が
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。 
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文
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頁
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西
田
自
身
が
自
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神
概
念
に
つ
い
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﹁Panentheism

us 

と
も
云

う
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
同
時
に
﹁
私
の
神
と

云
う
の
は
、
所
謂
神
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の
如
き
も
の
を
云
う
の
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な

い
﹂
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ま
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﹄
十
巻
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三
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頁
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頁
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c
 

私
が
数
年
前
に
、﹃
華
厳
経
﹄
の
後
半
﹁
入
法
界
品
﹂
に
あ
る
善

財
童
子
の
悟
り
へ
の
遍
歴
の
な
か
に
お
け
る
最
終
的
な
世
界
観

へ
の
道
と
中
世
の
神
秘
主
義
者
ラ
イ
ム
ン
ド
ゥ
ス
・
ル
ル
ス
の

遍
歴
と
し
て
み
た
人
生
物
語
を
比
較
し
た
際
に
も
、
同
じ
結
論

に
至
り
ま
し
た
。“W

ay of Enlightenm
ent, W

ay of Salvation: 

T
he Pilgrim

ages of Sudhana and R
am

on Llull.” Studies in 

Interreligious D
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