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か
な
展
開
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
か
か
る
初
期
大
乗

仏
教
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
神
秘
主
義
に
関
し
て
の
論
考
で
あ

る
。

ａ　

原
始
大
乗
仏
教
か
ら
初
期
大
乗
仏
教 

 

の
展
開
へ

イ
ン
ド
大
乗
仏
教
は
、
大
き
く
三
期
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
初
期
（
第
一
期)

、
中
期
（
第
二
期
）、
後
期
（
第
三
期
）

の
三
段
階
で
あ
る
。
初
期
大
乗
仏
教
と
は
紀
元
前
一
世
紀
後
半

か
ら
龍
樹
（
一
五
〇
～
二
五
〇
）
の
活
躍
し
た
時
代
ま
で
、
中

期
は
龍
樹
か
ら
世
親
（
四
～
五
世
紀
頃
活
躍
）
の
時
代
ま
で
、

そ
し
て
後
期
の
世
親
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

序一
般
的
に
い
っ
て
宗
教
は
あ
る
一
定
の
深
ま
り
に
お
い
て
神

秘
主
義
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
つ
の

流
れ
と
な
っ
て
そ
の
豊
か
な
展
開
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
出
会

い
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、

中
世
に
お
け
る
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
等
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。
同

様
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
実
に
豊
か
な
神
秘
主
義
の
展
開
が

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
禅
も
そ
の
一
展
開
で
あ
り
、

鈴
木
大
拙
は
『
禅
と
神
秘
主
義
』
等
に
お
い
て
論
究
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
仏
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
は
禅
に
と
ど
ま
ら
ず
、

イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
お
い
て
そ
の
初
期
の
段
階
か
ら
そ
の
ゆ
た

大
乗
仏
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
に
つ
い
て

と
く
に
初
期
大
乗
仏
教
か
ら
禅
へ

河
波　

昌
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と
こ
ろ
で
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
に
は
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
し
て
の
重
要
な
経
典
類
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

お
そ
ら
く
紀
元
前
一
世
紀
の
後
半
頃
に
成
立
し
て
い
っ
た
原
始

般
若
経
典
群
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
経
典
群
、
た
と
え
ば
『
道
行

般
若
経
』『
小
品
般
若
経
』
あ
る
い
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

『
八
千
頌
般
若
経
』
等
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
大
乗
」
す
な
わ
ち

マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
の
語
が
登
場
し
、
ま
た
大
乗
仏
教
独
自
の
概
念

た
る
「
空
」
シ
ュ
ン
ヤ
タ
ー
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
典
と
共
に
大
乗
仏
教
は
本
格
的
に
展
開
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
最
初
期
の
大
乗
経
典
の
成
立
す
る
更
に
そ

れ
以
前
に
、
す
で
に
か
か
る
大
乗
精
神
を
成
立
せ
し
め
て
ゆ
く

時
代
が
先
行
し
て
い
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
大
乗
以
前
の
大

乗
」、
す
な
わ
ち
「
大
乗
」
の
言
葉
は
み
ら
れ
ぬ
が
、
す
で
に
豊

か
に
大
乗
の
精
神
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ

は
学
会
に
お
い
て
も
「
原
始

8

8

大
乗
仏
教
」
―
原
始
仏
教
で
は
な

い
―
と
い
う
形
で
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。（
た
と
え
ば
静
谷
正
雄

『
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
』
昭
和
四
十
九
年
）。

原
始
大
乗
仏
教
と
は
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
が
成
立
す
る
約

五
十
年
間
先
行
す
る
期
間
で
、
ま
だ
そ
の
段
階
で
は
「
大
乗
」

も
「
空
」
も
登
場
せ
ぬ
と
は
い
え
、
大
乗
仏
教
が
そ
こ
か
ら
無

限
に
豊
か
に
創
造
的
な
展
開
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
土
台
が
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
原
始
大
乗
仏
教
の
核
と
な
る
も
の
が
い
わ

ゆ
る
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
―
パ
）
崇
拝
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
仏

教
は
僧
院
仏
教
で
ア
ビ
ダ
ル
マ
と
称
せ
ら
れ
る
出
家
比
丘
た
ち

に
よ
る
煩
瑣
な
哲
学
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
一
般
大

衆
に
と
っ
て
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
釈
尊
の
舎
利
が
祀
ら
れ
る
仏
塔
の
成
立
に
お
の
ず
と
大

衆
の
信
仰
は
集
中
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
仏

塔
と
は
そ
こ
で
数
百
年
前
に
滅
し
た
釈
尊
が
実
は
そ
の
舎
利
＝

仏
塔
の
と
こ
ろ
に
現
前
し
、
大
衆
は
そ
れ
と
直
接
に
交
わ
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
大
乗
仏
教
に
お
け
る
念
仏
そ

の
も
の
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に

お
け
る
法
中
心
か
ら
仏
中
心
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
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イ
ン
ド
を
初
め
て
統
一
し
た
阿
育
王
（
ア
シ
ョ
ー
カ
王
、
治

世
紀
元
前
二
六
八
―
二
三
二
）
は
八
万
四
千
と
も
い
わ
れ
る
無

数
の
仏
塔
を
イ
ン
ド
全
土
に
建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
釈
尊
も
未
踏
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
も
そ
の
遺
跡
は
残
さ
れ

て
い
る
。
か
か
る
無
数
の
仏
塔
の
建
立
は
お
の
ず
と
時
空
の
限

定
を
超
え
た
仏
身
の
遍
在om

nipresence

に
連
な
り
、
そ
し
て

仏
身
は
そ
の
一
々
に
現
前presence
す
る
。後
代『
華
厳
経（
六
十

巻
）』
で
「
仏
身
充
満
応
法
界
、
普
現
一
切
群
生
前
」（
仏
身
は

充
満
し
て
法
界
に
遍
し
、
普
く
一
切
の
群
生
の
前
に
現
ず
）
の

原
型
は
す
で
に
そ
こ
に
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
仏
身
の
現
前

す
る
仏
塔
に
お
い
て
祈
り
（
三
昧
）
の
形
式
が
お
の
ず
と
成
立

し
、ま
た
賛
歌
等
が
奏
せ
ら
れ
、宗
教
儀
式
等
も
成
立
し
て
ゆ
く
。

そ
し
て
そ
こ
に
必
然
的
に
原
始

8

8

大
乗
教
団
が
成
立
し
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
仏
塔
の
建
立
に
は
相
当
額
の
費
用
も
必
要

で
あ
り
、
多
く
の
仏
塔
の
建
立
に
は
そ
の
寄
進
者
の
名
を
刻
む

碑
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
刻
ま
れ
た
人
た
ち
の
人
名
を
た
ど

る
こ
と
に
よ
っ
て
原
始
大
乗
教
団
の
構
成
メ
ン
バ
ー
も
明
ら
か

に
な
る
。
た
と
え
ば
中
村
元
博
士
は
そ
の
一
研
究
成
果
と
し
て

の
一
碑
文
に
お
い
て
イ
ン
ド
人
の
名
の
み
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア

人
の
名
も
刻
ま
れ
、
と
く
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
女
性
の
名
も
多
く

刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
紀
元
前
一

世
紀
の
前
半
に
お
い
て
、
す
で
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
女
性
た
ち
も

仏
塔
前
に
お
い
て
念
仏
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
仏
塔
崇
拝
か
ら
や
が
て
仏
像8

崇
拝
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
と
く
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
仏
教
の
信
仰

者
た
ち
に
と
っ
て
も
必
然
的
と
い
え
る
い
と
な
み
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
さ
に
イ
ン
ド
に
お
け
る
形
相

8

8

主
義
の
展
開
と
も
い
え

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
多
く
の
ア
ポ
ロ

ン
神
や
ア
テ
ネ
神
の
彫
像
が
考
古
学
的
に
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
、
そ
の
当
時
イ
ン
ド
に
在
住
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち

の
祈
り
の
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
れ
ら

ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
仏
教
へ
の
信
仰
に
よ
る
仏
塔
崇
拝
か
ら

仏
像8

礼
拝
へ
の
必
然
的
な
転
換
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
原
始
大
乗
仏
教
の
成
立
の
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
、
お
の
ず
と
念
仏
三
昧
の
実
践
が
形
成
さ
れ
て
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い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
実
践
に
お
い
て
そ
の
後
二
千
数
百
年

に
も
わ
た
る
大
乗
仏
教
の
実
践
の
核
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。ｂ　

般
舟
︵
念
仏
︶
三
昧
と
般
若
波
羅
蜜

初
期
大
乗
仏
教
に
お
け
る
最
も
重
要
な
契
機
は
、『
般
舟
三
昧

経
』
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
践
が
な
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
般
舟
三
昧
は
原
始
大
乗
仏
教
に
お

け
る
仏
塔
崇
拝
か
ら
直
流
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

般
舟
三
昧
に
お
け
る
般
舟
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

pratyutpanna　

す
な
わ
ち prati 

＋　

utpanna　

の
音
写
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で　

prati 

と
は
、「
近
く
に
」、「
眼（
面
）前
に
」、

「
各
々
に
お
い
て
」
等
の
意
で
あ
り
、utpanna 

と
は
「
現
前
す
」、

「
出
現
す
」等
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に「
般
舟
三
昧
」と
は
、

「
仏
が
衆
生
の
眼
（
面
）
前
に
現
前
す
る
」、「
近
く
現
前
す
る
」、

あ
る
い
は
「
衆
生
の
各
々
に
お
い
て
現
前
す
る
」
等
の
意
味
が

考
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
るpratyutpanna buddha-sam

adhi  

が
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
般
舟
三
昧
経
』（
支
婁
迦
讖
訳
三
巻
本
）
自
身
に
よ
れ
ば

こ
の
「
般
舟
三
昧
」
は
、

　
「
何
に
よ
っ
て
か
現
在
8

8

諸
仏
悉
在
前
立
三
昧
を
致
す
や
。⋯

独
り
一
処
に
止
ま
り
、
心
に
西
方
の
阿
弥
陀
仏
、
今
現
在

し
た
ま
う
を
念
じ
、⋯

一
切
常
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
」（
正 

一
三 

九
〇
五 

ａ
）

等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
仏
（
こ
の
経
で
は
、

釈
尊
か
ら
阿
弥
陀
仏
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
を

念
ず
る
そ
の
内
容
に
つ
い
て

　
「⋯

仏
身
に
三
十
二
相
あ
っ
て
悉
く
具
足
し
、
光
明
徹
照
し

端
正
無
比
な
る
を
念
ず
べ
し
」（
正 

一
三 

九
〇
五 

ｂ
）

と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
仏
の
形
姿

8

8

を
念
ぜ
よ
、
と
説
く

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
後
代
に
な
っ
て
『
観
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
「
仏
を
思
わ
ん
者
は
先
ず
当
に
像
を
観
す
べ
し
（
先

当
観
像
）」
へ
と
一
貫
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ

ア
人
た
ち
が
ア
ポ
ロ
ン
神
を
念
じ
て
い
た
内
容
か
ら
ア
ポ
ロ
ン

仏　

der apollonische Buddha 

へ
の
転
換
の
線
上
と
連
な
っ
て
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い
る
。
形
の
な
い
も
の
よ
り
も
形
の
あ
る
も
を
優
先
し
て
考
え

て
い
た
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
経
典
に
お
い
て
か
か
る
形
相
的
思
惟
（
念
）

―
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
は
思
惟
と
念
と
は
同
義
語
で
あ
る
）

が
必
然
的
に
空
の
展
開
へ
相
即
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
経
典
の
「
行
品
」
に
お
い
て
、

　
「
念
仏
を
用
う
る
が
故
に
空8

三
昧
を
得
。」（
正　

一
三　

九
〇
五　

ｂ
）

あ
る
い
は
、

　
「
こ
の
三
昧
を
証
す
れ
ば
空8

定
な
る
こ
と
知
る
。」（
正　

一
三　

九
〇
五　

ｂ
）

等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
く
「
行
品
」

に
般
舟
三
昧
の
内
容
に
つ
い
て
、

　
「
自
ら
仏
を
念
ず
る
に
（
仏
の
）
従
来
す
る
所
な
く
、
我
れ

も
亦
た
所
至
な
し
。⋯

我
が
所
念
（
仏
）
即
ち
見
る
。
心
、

仏
を
作
る
、
心
、
自
ら
見
る
、
心
は
是
れ
仏
心
な
り
。⋯

こ

れ
我
が
身
心
な
り
。
仏
を
見
る
心
は
自
ら
心
を
知
ら
ず
。
心

は
自
ら
心
を
見
ず
。⋯

た
だ
念
を
し
て
空
と
な
さ
し
む
る
の

み
。
た
と
い
念
あ
る
者
も
亦
了(

あ
き
ら
か)

に
所
有
な
し
」

（
正
一
三　

九
〇
五 

ｃ
～
九
〇
六
ａ
）

等
の
文
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
空
は
空
自
身
と
し
て
証
得
さ
れ
て
ゆ

く
の
で
は
な
く
、
般
舟
三
昧
に
お
け
る
形
相
的
思
惟
の
実
践
の

中
か
ら
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
よ
り
後
代
に
成
立
し
た『
般

若
心
経
』(

紀
元
四
〇
〇
年
頃
？
成
立)

に
お
け
る
「
色
即
是
空
」

rupam
 sunyta 

に
お
け
る
「
色
」rupa

と
は
、
本
来
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
で
は
目
に
見
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
形
相
を
意
味
し
、「
色

即
是
空
」も
単
な
る「
空
の
論
理
」に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

初
期
大
乗
仏
教
以
来
の
実
践
的
背
景
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
般
舟
三
昧
に
お
い
て
仏
像
（
形
姿
）

が
空
へ
の
不
可
欠
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
か
か
る
空
思
想
の
成
立
の
背
景
に
ギ
リ
シ
ア
文
化

の
関
わ
り
も
予
想
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
般
舟
三
昧
が
か
か
る
仏
の
形
像
へ
の
思
惟
の
集
中
に
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
仏
像
の
成
立
を
前
提
と
し
た
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上
で
の
行
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
仏
の
三
十
二
相
等
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
釈
尊
の
原
始
仏
教
の
展
開
の
最
終
期
に
は
成

立
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
三
十
二
相
へ
の
想
念
の
集

中
は
必
ず
し
も
仏
像
そ
の
も
の
の
存
在
を
前
提
に
し
な
い
。
む

し
ろ
か
か
る
三
十
二
相
へ
の
集
中
の
い
と
な
み
が
、
ギ
リ
シ
ア

的
な
形
相
主
義
的
想
念
と
も
相
い
俟
っ
て
、
や
が
て
仏
像
そ
の

も
の
を
成
立
せ
し
め
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か

る
い
わ
ゆ
る
仏
像
の
成
立
に
は
単
な
る
芸
術
的
な
い
と
な
み
よ

り
も
よ
り
根
源
的
に
実
践
的
な
契
機
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
『
般
舟
三
昧
経
』
に
お
い
て
形
相
的
思
惟

の
遂
行
に
即
し
て
空
が
露
わ
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

空
が
積
極
的
に
展
開
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
般
舟
三
昧
が
空
の
実
践
と
相
即
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ

の
三
昧
が
縁
起
の
構
造
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
『
経
』（
行
品
）
で
は
、
こ
の
三
昧

の
内
容
に
つ
い
て
「
念
仏
の
因
縁
に
従
っ
て
仏
に
向
う
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
因
縁
と
は
玄
奘
以
前
の
縁
起
に
他

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
念
仏
自
体
が
縁
起
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
構
造
に
お
い
て
念
仏
が
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
般
舟
三
昧
経
』
に
は
梵
本
が
な
い

が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
対
応
す
る
文
と
し
て
「
仏
を
縁
ず
る
こ
と

に
心
を
向
け
る
」（
玉
城
康
四
郎
訳
）
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

念
仏
の
実
践
が
そ
の
ま
ま
縁
起
の
実
践
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
空
の
世
界
が
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
私
と
い
う
実
体
が
あ
っ
て
、
そ
の
私
が

仏
を
念
ず
る
―
そ
こ
で
は
観
念
論
に
堕
す
―
の
で
も
な
く
、
ま

た
実
在
す
る
仏
、
す
な
わ
ち
先
住
論
的
な
仏
―
私
た
ち
は
最
初

は
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
―
ま
さ
に

か
か
る
主
‐
客
（
私
と
仏
）
関
係
に
即
し
て
そ
の
念
仏
が
縁
起

の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
念
仏
そ
の
も
の
に
お
い
て
縁

起
（
空
）
の
実
践
が
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
空
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
と
し
て
も

そ
の
空
は
色
（
形
相
）
を
離
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
空
不
異
色
」

(
心
経)

な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
空
を
説
く
原
始
的
般
若
経
典
た
る
『
道
行
般
若

経
』
に
お
い
て
も
、
ま
た
後
代
の
『
文
殊
般
若
経
』
等
に
お
い
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て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
空
が
説
か
れ
な
が
ら
も

般
舟
三
昧
が
、
あ
る
い
は
『
文
殊
般
若
経
』
で
は
、
一
行
三
昧

な
い
し
一
相
荘
厳
三
昧
が
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
最
古
の
般
若
経
典
た
る
『
道
行
般
若

経
』（
愚
無
竭
菩
薩
品
第
二
十
九
）
に
お
け
る
次
の
ご
と
き
文
、

す
な
わ
ち

　
「
ブ
ッ
ダ
が
完
全
に
涅
槃
さ
れ
た
の
ち
の
あ
る
人
が
「
仏
の

形
像
」
を
つ
く
る
と
し
よ
う
。
ひ
と
は
仏
の
形
像
を
見
て
ひ

ざ
ま
ず
い
て
拝
み
、
供
養
し
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
像
は

端
正
で
す
ぐ
れ
た
形
相
を
も
っ
て
い
て
（
ほ
ん
と
う
の
）
ブ

ッ
ダ
と
少
し
も
異
な
っ
て
い
な
い
。
ひ
と
は
そ
れ
を
見
て
歎

称
し
、
花
や
香
や
い
ろ
ど
っ
た
絹
を
も
っ
て
供
養
す
る
。
賢

者
よ
、
仏
と
い
う
神
が
像
の
中
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」（
梶

山
雄
一
『
般
若
経
』（
中
央
公
論
社
）
七
六
～
七
七
頁
の
訳
に

よ
る
）。

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、『
文
殊

般
若
経
』に
お
け
る
一
行
三
昧
も
玄
奘
訳
で
は「
一
相
荘
厳
三
昧
」

ekavyuha-sam
ādhi　

と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
一
相
荘
厳

へ
の
想
念
の
集
中
と
し
て
の
形
像
的
思
惟
に
お
い
て
空
の
実
践

が
遂
行
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
国
の
禅
の
第
四
祖
道
信
（
五
八
〇
―
六
五
一
）
は
こ
の
『
文

殊
般
若
経
』
所
説
の
「
一
行
三
昧
」
に
よ
っ
て
空
の
世
界
を
開

い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。（
後
述
）

『
般
若
経
』
は
、
単
な
る
空
を
説
く
経
典
と
固
定
し
て
考
え
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
般
若
経
典
も
、
原
始
大
乗
仏
教

以
来
の
塔
像
崇
拝
か
ら
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
空
を
説
く
『
般
若
経
』
に
な
ぜ
般
舟
（
念
仏
）
三
昧
が
出
て

く
る
か
の
必
然
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
般
舟
三
昧
の
実
践
と
空
の
実
践
と
は
実
に
相
即

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
来
へ
の
想
念
の
集
中
は
、
そ
の
こ
と

自
体
に
お
い
て
自
己
脱
却
が
な
さ
れ
空
の
実
践
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
の
実
践
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
一
つ

な
の
で
あ
る
。

な
お
か
か
る
宗
教
的
実
践
に
お
い
て
、
形
相
的
思
惟
（
般
舟

三
昧
）
に
お
け
る
空
の
実
現
（
色
即
是
空
）
は
、
ギ
リ
シ
ア
文

化
と
イ
ン
ド
仏
教
と
い
う
東
西
の
文
化
の
出
会
い
と
い
う
観
点
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か
ら
み
る
と
き
、
仏
教
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
的
な
い
わ
ゆ
る
質

料
形
相
主
義H

ylem
orphism

us 

す
な
わ
ち
形
相
に
お
け
る
資
料

の
支
配
の
超
克
が
考
え
ら
れ
る
。「
色
（
形
相
）
が
空
で
あ
る
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
は
単
に
イ
ン
ド
文
化
圏
だ
け
の
問
題
に
と
ど
め

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
る
面
で
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
も
そ
こ

か
ら
成
立
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
圏
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。『
般
若
心
経
』
が
成
立
す
る
七
百
数
十
年

も
前
に
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
ス
を
は
じ
め
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
弟
子
た
ち
が
イ
ン
ド
に
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
よ
う
に
し
て
色
は
空
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
空
は

「
空
即
是
色
」śūnyatāivarupam

　

す
な
わ
ち
「
空
な
れ
ば
こ
そ

色
な
れ
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
新
た
な
る
色

の
地
平
、い
わ
ゆ
る
「
高
次
の
形
相
主
義
」
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
「
高
次
の
形
相
主
義
」der hoehere  Fom

alism
us

―
こ
れ

は
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
高
次
の
経
験
主
義
に
対
応
す
る

点
が
考
え
ら
れ
、
か
か
る
高
次
の
形
相
主
義
に
お
い
て
質
料
の

一
々
は
単
な
る
形
相
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
て
事
事
無
礙
の
世

界
を
展
開
す
る
―
は
、大
乗
仏
教
に
お
い
て
、い
わ
ゆ
る「
妙
色
」、

「
色
無
尽
」
等
と
し
て
、豊
か
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
し
て
般
舟
三
昧
に
お
い
て
色

に
即
し
て
空
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
大
乗
仏
教
に

お
い
て
最
初
か
ら
空
が
根
本
的
な
原
理
と
し
て
提
立
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
空
が
中
国
に
お
い
て
老
荘
思
想
と

の
関
わ
り
か
ら
、
す
べ
て
が
空
に
収
斂
さ
れ
て
ゆ
く
発
出
論
的

な
無
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
た

な
お
般
舟
三
昧
（
念
仏
三
昧
）
が
決
し
て
単
な
る
観
念
論
的

な
い
と
な
み
で
は
な
く
、
そ
の
三
昧
が
縁
起
の
構
造
に
お
い
て

成
り
立
ち
、
ま
た
そ
の
実
践
が
か
か
る
縁
起
そ
の
も
の
の
実
践

で
あ
る
点
か
ら
、
そ
の
念
仏
は
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
と
も
ど
こ

ま
で
も
相
応
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
後
期
の
大
乗
経
典
た
る
『
観
無
量
寿
経
』
等

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
こ
の
経
に
お
け

る　
「
心
に
仏
を
想(

念)

う
と
き
、
こ
の
心
、
仏
と
作
る
、
こ

の
心
こ
れ
仏
な
り
（
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
）

に
も
そ
の
展
開
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
縁
起
の
実
践
と
し
て
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の
念
仏
に
お
い
て
そ
の
心
の
有
性
（
実
体
性
）
は
超
剋
せ
ら
れ
、

仏
と
同
一
化
（
作
仏
）
が
な
さ
れ
、仏
と
の
自
己
同
一
化
（
是
仏
）

が
実
現
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
代
に
な
っ
て
山
崎
弁

栄（
一
八
五
九
―
一
九
二
〇
）が「
佗
仏
を
念
じ
て
自
仏
を
作
る
」

と
も
云
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
佗
仏
を
縁
じ
て
自
仏
を
作
る
」

の
意
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
も
念
仏
が
縁
起
の
構
造
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。　

な
お
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」

を
め
ぐ
る
田
辺
元
と
の
論
争
も
両
者
の
根
底
に
縁
起
的
思
惟
の

不
在
が
考
え
ら
れ
る
。
縁
起
自
体
は
、
そ
こ
で
神
と
人
間
の
絶

対
矛
盾
性
の
根
源
と
な
り
つ
つ
、
ま
た
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
自

己
同
一
を
成
立
す
る
地
平
も
開
い
て
い
る
。
田
辺
の
西
田
の
か

か
る
点
で
の
「
自
己
同
一
」
を
汎
神
論
的
に
解
釈
す
る
の
は
不

適
切
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
田
辺
に
お
い
て
か
か
る
西
田
の「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
を
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
絶
対

媒
介
の
論
理
が
限
り
な
く
縁
起
の
思
想
に
接
近
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
縁
起
の
問
題
は
主
体
み
ず
か
ら
が
そ
の
中
に
没
入

し
一
体
化
し
て
ゆ
く
実
践
に
か
か
わ
る
次
元
の
問
題
で
、
そ
れ

は
単
な
る
論
理
の
域
を
越
え
て
い
る
。

ま
た
、
前
掲
の
「
是
心
是
仏
」
は
仏
と
人
間
と
の
同
一
性
を

示
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
決
し
て
た
と
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
同

一
哲
学
」
で
考
え
た
Ａ
＝
Ａ
の
そ
れ
で
は
な
く
、
縁
起
そ
の
も

の
の
表
出
で
あ
り
、
む
し
ろ
縁
起
そ
の
も
の
が
「
是
心
是
仏
」

と
い
わ
れ
る
同
一
性
を
成
立
せ
し
め
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
田
辺
の
西
田
に
対
す
る
誤
解
も
そ
の
点
に
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

ま
た
山
口
益
は
、
仏
教
と
は
ど
こ
ま
で
も
縁
起
の
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ
っ
て
神
秘
主
義
と
は
異
な
る
旨
を
論
じ
て
い
る
が

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
縁
起
自
体
が
大
乗
仏
教
神
秘

主
義
を
成
立
せ
し
め
る
根
本
的
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
点
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
同
じ
く
初
期
大
乗
仏
教
の
展
開
の
主
流
を
占
め
る
初
期

の
華
厳
経
の
中
の
中
核
た
る
「
十
地
品
」
や
「
入
法
界
品
」
等

に
も
念
仏
三
昧
が
一
貫
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も

豊
か
な
神
秘
主
義
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。
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二　

中
国
禅
の
成
立
と
そ
の
背
景
と
し
て
の
般

舟
三
昧

イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
は
多
く
の
訳
経
僧
た
ち
に
よ
っ
て
中
国

へ
と
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
中
国
仏
教
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
そ

し
て
や
が
て
中
国
に
お
け
る
禅
の
成
立
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
イ
ン
ド
か
ら
渡
来
し
た
禅
宗
の
初
祖
、
菩
提
達
磨

（
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
前
半
）
に
は
六
祖
慧
能
以
降
に
形
成
さ
れ

た
禅
宗
独
自
の
立
場
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
達
磨
像
が
一
般
化

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
の
か
れ
の
実
像
は
、
た

と
え
ば
玉
城
康
四
郎
も
指
摘
し
、「
菩
提
達
磨
で
さ
え
、
最
晩
年

に
な
っ
て
も
、「
口
に
南
無
仏
と
唱
え
、
合
掌
連
日
」
と
い
っ
て

い
た
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
（『
仏
教
の
思
想
』
四　

禅

仏
教　

八
頁
）
よ
う
に
念
仏
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

初
期
の
禅
宗
は
資
料
的
に
不
明
な
点
が
多
い
の
で
あ
り
、
第

四
祖
道
信
（
五
八
〇
―
六
五
一
）
の
頃
に
な
っ
て
次
第
に
歴
史

的
客
観
性
が
明
確
化
さ
れ
る
。
初
期
禅
宗
史
の
資
料
と
し
て
は

『
楞
伽
師
資
記
』（
浄
覚
選
、
七
一
三
―
七
一
六
頃
成
立
）
が
重

要
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
こ
で
は
、た
と
え
ば
道
信
が
一
行
三
昧
、

す
な
わ
ち
般
舟
三
昧
に
よ
っ
て
悟
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

道
信
が
実
践
し
た
一
行
三
昧
と
は
、
曼
荼
羅
仙
訳
の
『
文
殊

般
若
経
』
に
よ
れ
ば
、

　
「
一
行
三
昧
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
さ
に
空
閑
に
処
し
て

諸
の
乱
意
を
捨
つ
べ
し
。
相
貌
を
取
ら
ず
、
心
を
一
仏
に
繋

け
て
専
ら
名
字
を
称
し
、
仏
の
方
処
に
随
っ
て
端
心
正
向
し
、

よ
く
一
仏
に
於
い
て
念
念
相
続
せ
ば
、
即
ち
是
の
念
の
中
に

よ
く
過
去
未
来
現
在
の
諸
仏
を
見
ん
」（
正 

八　

 

七
三
一 

ｂ
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
玄
奘
訳
（『
大
般
若
経
第
五
七
五

曼
殊
室
利
分
』）
で
は
、

「
か
く
の
如
き
三
摩
地
に
入
ら
ん
と
欲
す
る
者
は⋯

一
如

来
に
専
心
繋
念
し
、
審
か
に
名
字
を
取
り
、
善
く
容
儀
を

想
え⋯

⋯

」（
正 

７　

九
七
二 

ａ
）

と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
一
行
三
昧
に
対
応
す
る
一
相
荘
厳
三
昧
の
原
語

ekavyuha-sam
ādhi

か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
三
昧

の
内
容
が
如
来
の
容
儀
す
な
わ
ち
形
姿
の
想
念
へ
の
集
中
を
意
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味
し
て
い
る
点
で
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
初
期
経
典
た
る
般
舟
三

昧
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
故
に
『
楞
伽
師
資
記
』
で
は
道
信
に
つ
い
て
、

　
「
心
心
相
続
す
れ
ば
忽
然
と
し
て
澄
寂
な
り
。
さ
ら
に
所
縁

の
念
な
し
。『
大
品
（
般
若
）
経
』
に
云
わ
く
、
無
所
念
と
は

こ
れ
念
仏
に
名
づ
く
。
何
ら
を
か
無
所
念
と
名
づ
く
。
心
を

離
れ
て
別
に
仏
有
る
こ
と
な
く
、
仏
を
離
れ
て
別
に
心
有
る

こ
と
な
し
。
念
仏
と
は
即
ち
念
心
な
り
、
求
心
と
は
即
ち
こ

れ
仏
を
求
む
な
り
」（
正 

八
五　

一
二
八
七 
ａ
）

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
念
仏
は
そ
の
ま
ま
が
空（
澄

寂
）
で
あ
り
、
空
が
ま
た
そ
の
ま
ま
が
念
仏
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
仏
を
念
ず
る
こ
と
が
心
を
念
ず
る
こ
と
等

が
説
か
れ
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
念
仏
の
中
に
禅
の
地
平
が
百

パ
ー
セ
ン
ト
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
禅
宗

が
明
確
に
成
立
せ
ぬ
段
階
で
は
、
未
だ
座
禅
の
成
立
も
充
分
に

は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
道
信
を
始
め
多
く
の
初
期
の
禅
者
た

ち
は
般
舟
三
昧
な
い
し
般
若
経
等
に
よ
っ
て
修
行
が
な
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
こ
で
「
心
を
離
れ
て
別
に
仏
有
る
こ
と
な
く
、
仏
を

離
れ
て
別
に
心
有
る
こ
と
な
し
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
か

か
る
心
と
仏
の
関
係
は
縁
起
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
両
者
の
文
が
そ
の
相
即
性
あ
る
い
は
縁
起
性
か
ら
離
れ

て
、
た
と
え
寸
亳
で
も
二
つ
に
別
れ
る
時
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る

禅
と
念
仏
と
が
分
か
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
ア
ル
プ
ス
の
峰

に
降
る
雨
水
に
も
似
て
い
て
、
そ
の
落
ち
る
水
滴
の
寸
亳
の
差

が
日
本
海
に
流
れ
る
か
太
平
洋
に
流
れ
る
か
そ
れ
ぞ
れ
の
差
と

な
っ
て
ゆ
く
が
ご
と
き
で
あ
る
。

そ
し
て
「
心
を
離
れ
て
別
に
仏
あ
る
こ
と
な
し
」
に
傾
斜
し

て
独
立
し
て
ゆ
く
と
き
、
禅
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
仏
は
心
か
ら

浮
き
上
が
り
、
仏
は
二
次
的
に
な
り
、
さ
ら
に
は
空
に
偏
す
る

無
神
論
的
傾
向
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
「
仏
を
離
れ
て

別
に
心
あ
る
こ
と
な
し
」
の
方
向
に
他
力
的
な
念
仏
門
が
展
開

さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
結
果
的
に
禅
浄
二
門
が

分
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
信
に
は
ま

さ
に
か
か
る
禅
浄
未
分
の
世
界
か
ら
一
歩
禅
門
へ
の
方
向
が
た

ど
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
禅
浄
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の
対
立
の
原
因
は
仏
と
心
と
の
縁
起
の
忘
失
に
よ
る
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
か
く
て
唯
心
（
自
己
）
あ
る
い
は
「
直
指
人
心
」

を
説
く
禅
門
が
、
そ
し
て
そ
れ
と
対
応
し
て
禅
門
と
は
別
に
念

仏
門
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
大
乗
仏
教
の
本
来
の
立
場
か
ら
い
っ
て
一
貫
す
る
と
こ

ろ
は
縁
起
そ
の
も
の
の
実
践
と
し
て
の
念
仏
三
昧
自
体
で
あ
り
、

イ
ン
ド
に
お
い
て
は
そ
こ
か
ら
空
の
実
践
と
し
て
の
般
若
波
羅

蜜
の
行
法
が
成
立
し
、
中
国
に
お
い
て
も
同
様
に
念
仏
（
一
行

三
昧
）
か
ら
禅
の
成
立
が
た
ど
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
中
国
に
お
け
る
か
か
る
禅
の
展
開
に
は
、
中
国
人
の
基

本
的
傾
向
と
し
て
の
超
越
者
の
不
在
、
あ
る
い
は
老
荘
思
想
が

土
台
に
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
中
国
禅
へ
の
動
向
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
か
か
る
点
で
禅
は
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
を
全
面
的
に
受

容
し
つ
つ
も
中
国
的
な
土
着
性
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
論

以
上
に
お
い
て
、
初
期
大
乗
仏
教
に
お
け
る
中
核
的
な
行
法

た
る
「
仏
現
前
立
三
昧
』
と
し
て
の
般
舟
三
昧
の
実
践
が
、
実

は
そ
の
ま
ま
が
神
秘
主
義
そ
の
も
の
の
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
見
仏
と
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に

も
み
ら
れ
るV

isio D
ei

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三

昧
そ
の
も
の
が
縁
起
の
構
造
の
上
に
成
立
し
て
お
り
、
ま
さ
に

か
か
る
縁
起
の
実
現
と
し
て
の
般
舟
三
昧
が
実
践
さ
れ
、
そ
れ

が
と
り
も
な
お
さ
ず
空
の
実
践
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
般
若
波
羅
蜜
の
成
立
に
は
海
外
の
般
若
経
の
研
究
者

た
ち
（
た
と
え
ば
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
や
エ
ド
ワ
ー
ト
・
コ

ン
ゼ
等
）
の
指
摘
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
グ
ノ
ー
シ
ス
と
の
関

係
も
無
視
で
き
な
い
。
般
若
の
原
語
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
に
お
け

るjna

は
ギ
リ
シ
ア
語
のgnosis

と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
般
舟
三
昧
に
お
け
る
空
思
想
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
圏

に
流
布
し
て
い
た
グ
ノ
ー
シ
ス
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
そ
こ
か

ら
般
若
思
想
が
形
成
さ
れ
、
般
舟
三
昧
と
共
に
般
若
波
羅
蜜
が

大
乗
仏
教
の
実
践
の
核
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。中

国
禅
も
ま
た
か
か
る
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
を
全
面
的
に
受
容

し
、
そ
の
中
国
的
な
大
地
か
ら
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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か
か
る
意
味
で
禅
も
ま
た
独
自
の
神
秘
主
義
を
展
開
す
る
。
こ

の
よ
う
に
イ
ン
ド
、
中
国
に
お
い
て
精
神
的
に
豊
か
な
神
秘
主

義
の
展
開
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
受
容

し
つ
つ
ま
た
日
本
に
お
い
て
も
豊
か
な
神
秘
主
義
の
花
を
開
ら

か
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
神
秘
主
義
と
し
て
の
日

本
仏
教
の
新
し
い
展
望
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た

と
え
ば
空
海
、
法
然
、
道
元
等
多
く
の
偉
大
な
る
宗
教
家
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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河
波
先
生
の
ご
専
門
で
あ
る
表
題
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
全

く
の
素
人
で
あ
る
私
が
レ
ス
ポ
ン
ス
を
試
み
る
こ
と
は
、
お
こ

が
ま
し
い
限
り
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、先
生
の
思
想
と
学
問
に
関
し
て
は
「
形
相
と
空
」（
春
風
社
）

と
い
う
ご
著
書
に
接
し
て
以
来
、
深
い
関
心
と
共
感
を
抱
い
て

お
り
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
私
な
り
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
先
生
の
研
究
範
囲
と
そ
の
視
野
は
大
変
広

く
、
最
初
イ
ン
ド
哲
学
を
専
攻
さ
れ
、（
九
州
大
学
）
そ
の
後

京
都
大
学
大
学
院
で
は
、
カ
ン
ト
・
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
の
ド
イ

ツ
観
念
論
の
宗
教
哲
学
を
学
ば
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

ヤ
ス
パ
ー
ス
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
の
実
存
哲
学
に
ま
で
研
究
領

域
が
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
さ
ら
に
比
較
思
想
学
会
に

所
属
さ
れ
、「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
」
の
比
較
研
究
に
永
年
従

事
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
の
比
較
思
想
論
の
軸
足
は
、

仏
教
に
お
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
立
場
か
ら
先
生
が
最
も
注

目
さ
れ
た
西
洋
の
思
想
家
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
彼
自
身
最
も
す
ぐ
れ

た
神
秘
主
義
者
で
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
そ
の
論
理
が
「
知
あ

る
無
知
」、
す
な
わ
ち
霊
性
の
論
理
と
し
て
の
「
反
対
の
一
致
」

(coincidentia oppositorum
)

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。な

ぜ
な
ら
こ
の
「
反
対
の
一
致
」
は
、大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
即

非
の
論
理
」
に
深
く
対
応
し
て
お
り
、
西
田
哲
学
の
「
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
」
と
も
類
比
的
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
等
の
研
究

を
綜
合
し
、
集
大
成
さ
れ
た
成
果
が
「
大
乗
仏
教
論
攷
」「
東
西

宗
教
思
想
論
攷
」「
形
相
と
空
」
の
三
部
作
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
の
ご
発
表
は
、
禅
浄
の
根
源
と
し
て
の
初
期
大
乗
仏
教

の
展
開
を
主
題
と
し
た
も
の
で
、
私
に
と
っ
て
は
全
く
未
知
の

領
域
で
、
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
過
去
の
事

実
に
と
ど
ま
ら
ず
、
禅
と
浄
土
の
差
異
を
こ
え
て
、
新
し
い
大

乗
仏
教
の
地
平
を
望
ま
せ
る
重
要
な
問
題
提
起
を
含
む
も
の
で

レ
ス
ポ
ン
ス 

小
野
寺 

功
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宗
の
三
者
を
、
神
秘
主
義
の
偉
大
な
流
れ
に
属
し
て
い
る
表
現

し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
便

法
な
の
か
ど
う
か
、
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
先
生
の
見

解
を
お
聞
き
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

︵
２
︶
禅
浄
の
根
源
と
し
て
の
初
期
大
乗
仏
教

河
波
先
生
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
「
大
乗
仏
教
思
想
論
孜
」

を
み
ま
す
と
、
最
初
に
「
大
乗
仏
教
と
神
秘
主
義
－
そ
の
基
本

構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
、
レ
ジ
ュ
メ
を
理
解

す
る
の
に
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
先
生
は
、

大
乗
仏
教
の
起
源
な
ら
び
に
根
源
を
、
仏
塔(

ス
ト
ゥ
ー
パ)

を

め
ぐ
る
仏
身
崇
拝
に
お
き
、
仏
舎
利
信
仰
が
や
が
て
そ
れ
を
、

遍
在
と
し
て
の
法
身
仏
の
観
念
に
導
き
、
展
開
し
て
い
っ
た
と

解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
禅
浄
一
体
で
す
が
、

私
な
ど
は
日
本
仏
教
が
宗
派(

祖
師)

仏
教
で
あ
っ
た
た
め
か
、

禅
浄
が
す
で
に
二
つ
に
分
岐
し
た
と
こ
ろ
が
ら
学
ん
で
き
た
の

で
、
両
者
が
共
通
の
根
源
か
ら
成
立
し
た
と
い
う
こ
の
考
え
に

は
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

︵
１
︶
禅
と
神
秘
主
義
の
規
定
に
つ
い
て

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
取
り
上
げ
た
い
問
題
は
、
レ
ジ
ュ
メ
の

序
に
あ
る
神
秘
主
義
の
規
定
に
つ
い
て
で
す
。
河
波
先
生
は「
神

秘
主
義
と
は
、
精
神
的
に
高
度
に
発
達
し
、
深
化
せ
ら
れ
た
諸

宗
教
に
見
ら
れ
る
、
普
遍
的
な
宗
教
現
象
で
あ
る
」
と
し
、
禅

も
そ
の
一
展
開
と
し
て
み
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
般
的
に
は
そ
の

通
り
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
「
序
」
を
読
ん
で
思
い
出

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
の
学
生
時
代
に
、
禅
の
研

究
家
で
あ
っ
た
Ｈ
・
デ
ュ
モ
リ
ン
神
父
が
講
義
の
時
に
よ
く
言

わ
れ
て
い
た
次
の
言
葉
で
す
。「
鈴
木
大
拙
先
生
は
、
禅
は
神
秘

主
義
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
私
は
、
ど

う
考
え
て
も
神
秘
主
義
で
あ
る
と
思
う
。」―
そ
の
場
合
大
拙
は
、

ど
う
い
う
意
味
で
禅
は
神
秘
主
義
で
は
な
い
と
言
わ
れ
た
の
か
、

長
い
間
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
一
方
大
拙
は
、
英
文
で
書
か
れ
た
「
神
秘
主
義
―
キ

リ
ス
ト
教
と
仏
教
」
に
お
い
て
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
禅
、
真
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開
か
れ
て
い
く
も
の
で
、
最
初
か
ら
空
が
根
本
的
原
理
と
し
て

あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
は
、
歴
史
的
に
は
確
か
に
説
得

力
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
後
代
成
立
し
た
「
般
若
心
経
」
に
お
け
る
「
色
即
是
空
」

の
色
は
、
本
来
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
形
相
を
意
味
し
、
そ
こ
に

も
初
期
大
乗
仏
教
以
来
の
実
践
的
背
景
が
考
え
ら
れ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
空
の
自
覚
が
生
ま
れ
、
や

が
て
膨
大
な
般
若
経
典
群
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う

の
が
、
河
波
先
生
の
基
本
的
論
旨
か
と
理
解
い
た
し
ま
し
た
。

︵
３
︶
中
国
禅
の
展
開
と
禅
浄
の
対
立
に
つ
い
て

一
般
に
大
乗
神
秘
主
義
の
典
型
と
し
て
は
、
禅
と
浄
土
教
、

さ
ら
に
は
密
教
な
ど
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
そ
の
中
で
中
国
に

お
け
る
禅
浄
の
関
係
に
つ
い
て
、
河
波
先
生
は
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
ま
す
。『
中
国
に
受
容
さ
れ
た
仏
教
の
中
で
、
禅
は
、

中
国
の
精
神
的
大
地
か
ら
溢
出
す
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た

の
に
対
し
、
念
仏
三
昧
は
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
成
立
そ
の
も

の
の
根
幹
に
か
か
わ
る
基
本
構
造
を
も
ち
、
そ
れ
が
三
国
に
わ

そ
し
て
先
生
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
最
も
重
要
な
契
機
と
し

て
、
初
期
大
乗
仏
教
の
経
典
で
あ
る
『
般
舟
三
昧
経
」
を
取
り

上
げ
、
そ
の
底
流
に
仏
塔
崇
拝
が
あ
る
こ
と
を
、
論
証
し
て
お

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
に
、
般
舟
三
昧
と
は
「
仏
が
衆
生
の

眼
前
に
現
前
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
念
仏

三
昧
の
な
か
に
、
次
第
に
心
が
空
に
転
換
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
、
神
秘
体
験
の
在
り
よ
う
が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
か
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
が
ア
ポ
ロ

ン
神
を
念
じ
て
い
た
内
容
か
ら
、
ア
ポ
ロ
ン
仏
へ
の
転
換
に
つ

な
が
っ
て
い
く
流
れ
に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
先
生
の
ご
指
摘

は
、
大
変
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
以
上
の
こ
と
は
こ

の
経
典
の
『
行
品
』
に
お
い
て
、「
念
仏
を
用
う
る
が
故
に
空
三

昧
を
得
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
如
来
へ
の
想
念
の
集
中

に
よ
っ
て
、
自
己
か
ら
の
脱
却
が
可
能
と
な
り
、
空
の
実
践
と

結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
禅
浄
は
本
来
一
つ
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
空
は
も
と
も

と
念
仏
三
昧
に
即
し
て
、
形
相
的
思
惟(

念)

の
実
践
の
中
か
ら
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相
即
性
、
縁
起
性
か
ら
離
れ
て
、
一
方
的
に
傾
斜
す
る
と
き
、

禅
と
念
仏
は
分
離
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は

「
か
り
に
禅
浄
双
修
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
ま

で
も
か
か
る
根
源
的
基
盤
に
立
ち
還
る
以
外
に
そ
の
道
は
な
い
」

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
発
想
は
、
私
ど
も
の
よ
う
に
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公

会
議
以
後
を
生
き
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
も
、
大
変
参
考

に
な
る
も
の
で
、
眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
想
い
が
し
、
深
く
啓
蒙

さ
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

︵
４
︶Visio D

ei

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、初
期
大
乗
仏
教
の
源
流
と
な
っ
た
「
般

舟
三
昧
」
に
お
い
て
、
仏
像(

形
姿)

が
空
の
不
可
欠
の
契
機
と

な
っ
た
こ
と
を
学
ん
で
、
一
つ
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
二
〇
章
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
が

死
後
復
活
し
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
や
、
そ
の
他
弟
子
た
ち
に

現
れ
た
場
面
に
つ
い
て
で
す
。
こ
こ
は
私
が
最
も
関
心
の
あ
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
何
か
そ
の
理
解
と
解
釈
に
一
条
の
光
が
射
し

た
っ
て
豊
か
な
内
容
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
』
―
こ
れ
は

そ
の
通
り
と
お
も
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
は
、
こ
れ
が
分
岐

点
と
な
っ
て
や
が
て
禅
と
浄
土
教
は
二
大
潮
流
を
形
成
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
禅
は
も
っ
ぱ
ら
自
心

の
問
題
に
集
中
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
浄
土
教
は
阿
弥
陀
仏
の

他
力
に
よ
る
救
済
を
め
ざ
す
と
、
両
者
は
一
見
正
反
対
の
立
場

に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
先
生
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
こ
れ
は
外
見
上
の
相
違
で
あ
っ
て
、
禅
浄
は
本
来
共
通
の
基

盤
を
も
つ
と
い
う
の
が
、
先
生
の
研
究
の
本
意
か
と
私
に
は
推

察
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
中
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
禅
宗
の
展
開
に
は
中
国
人

の
基
本
的
傾
向
と
し
て
の
超
越
者
の
不
在
、
あ
る
い
は
老
荘
思

想
が
土
台
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
独
自
な
傾
向
が
反
映
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
然
し
本
来
は
根
本
は
一
つ
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
「
楞
伽
師
資
記
」
が
第
四
祖
道
信
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、「
心
を
離
れ
て
別
に
仏
有
る
こ
と
な
く
、
仏
を
離
れ
て

別
に
心
有
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
心
と
仏
の
関
係
は
「
縁
起
」
そ
の
も
の
で
、
こ
の
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彼
女
は
「
わ
た
し
は
主
を
見
ま
し
た
」
と
言
っ
て
お
り
、
そ
こ

にV
isio D

ei

と
い
う
聖
霊
に
よ
る
自
覚
の
道
―
敢
て
言
え
ば

大
乗
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
通
路
が
開
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
い

た
し
ま
す
。
河
波
先
生
は
「
仏
現
前
立
三
昧
」
と
し
て
の
般
舟

三
昧
」
の
実
践
に
触
れ
ら
れ
て
、「
見
仏
と
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘

主
義
に
も
み
ら
れ
るV

isio D
ei

そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

て
お
り
、
改
め
て
神
秘
主
義
の
普
遍
性
に
気
づ
か
さ
れ
た
次
第

で
す
。︵

５
︶
現
代
世
界
の
問
題
と
し
て

以
上
の
こ
と
を
総
括
し
て
、
改
め
て
心
に
刻
ま
れ
た
こ
と
は
、

私
共
の
常
識
と
は
違
っ
て
、
念
仏
と
禅
定
は
も
と
も
と
一
つ
の

も
の
で
、
念
仏
が
禅
定
で
あ
り
、
禅
定
が
即
念
仏
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
特
に
こ
の
般
舟
三
昧
が
空
の
実
践
と

相
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
私
な
り
に
納
得
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
と
い
う
の
も
三
昧
そ
の
も
の
が
『
縁
起
の
構
造
』
に
お

い
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
考
え
が
比
較

宗
教
哲
学
者
と
し
て
の
河
波
先
生
の
究
極
の
立
場
か
と
思
わ
れ

こ
ん
で
き
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

「
そ
の
日
、
す
な
わ
ち
週
の
初
の
日
の
夕
方
、
弟
子
た
ち
は
ユ

ダ
ヤ
人
を
恐
れ
て
、
自
分
た
ち
の
い
る
家
の
戸
を
閉
め
て
い
た
。

そ
こ
へ
イ
エ
ス
が
入
っ
て
き
て
、
弟
子
た
ち
の
ま
ん
中
に
立
ち
、

「
お
前
た
ち
に
平
安
が
あ
る
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
そ
う
言
い
な

が
ら
手
と
わ
き
腹
を
み
せ
た
。弟
子
た
ち
は
、主
を
見
て
喜
ん
だ
。

す
る
と
、
イ
エ
ス
は
再
び
言
っ
た
。「
お
前
た
ち
に
平
安
が
あ
る

よ
う
に
。
父
が
わ
た
し
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
よ
う
に
、
わ
た

し
も
お
前
た
ち
を
遣
わ
す
。」
こ
う
言
い
な
が
ら
、
彼
ら
に
息
を

吹
き
か
け
て
言
っ
た
。「
聖
霊
を
う
け
な
さ
い
。
お
前
た
ち
が
だ

れ
か
の
罪
を
許
せ
ば
、
そ
の
罪
は
ゆ
る
さ
れ
る
。
お
前
た
ち
が

ゆ
る
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ゆ
る
さ
れ
な
い
ま
ま
残
る
。」（
ヨ
ハ
ネ

20:19–23

）
－
こ
れ
は
イ
エ
ス
と
い
う
形
を
通
し
て
の
キ
リ
ス
ト

の
遍
在
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
聖
霊
の
働
き
と
深
く

関
係
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に

は
宗
教
の
普
遍
的
レ
ア
リ
テ
ィ
す
ら
感
得
さ
れ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

ま
た
イ
エ
ス
が
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
に
現
れ
た
場
合
に
も
、
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化
を
主
題
と
し
て
、
場
所
的
論
理
を
展
開
し
た
後
期
西
田
哲
学

な
ど
は
、
そ
の
典
型
例
で
す
。
一
例
と
し
て
あ
げ
る
と
、「
一
般

者
の
自
己
限
定
」
や
、「
無
の
自
覚
的
限
定
」
な
ど
の
重
要
概
念

が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

ま
た
河
波
先
生
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
幾
多

郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を
め
ぐ
る
田
辺
元
と
の
論
争

の
中
に
も
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
改
め
て
禅
浄
の
根
底
が
問
わ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

河
波
先
生
は
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
の
中
で
、
西
田
の
「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同
一
」
の
論
理
を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
田
辺
元
の
『
絶

対
媒
介
』
の
論
理
が
、
限
り
な
く
縁
起
の
思
想
に
接
近
し
て
い

る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、
先
生
の
基
礎
に
あ
る

「
縁
起
的
思
惟
」
の
立
場
か
ら
、
こ
の
両
者
の
対
立
を
、
ど
の
よ

う
に
統
合
的
に
解
釈
す
べ
き
か
、
一
言
ご
感
想
を
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
連
し
て
最
後
に
と
り
あ
げ
た

い
と
思
う
の
は
、
か
っ
て
「
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
懇
談
会
」
の
初

期
の
頃
参
加
し
て
お
ら
れ
た
藤
吉
慈
海
師
の
こ
と
で
す
。
そ
の

る
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
こ
の
見
地
か
ら
み
る
と
き
、『
般
若
経
』
や
そ
の
他
多

く
の
般
若
経
典
も
、
単
に
空
を
説
く
教
典
と
の
み
固
定
し
て
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
ま
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
大
乗
仏
教
を
考
え
る
と
き
、
こ
う
し
た
背
景

を
全
く
知
ら
ず
に
、
禅
定
と
い
え
ば
禅
宗
に
属
し
、
念
仏
は
浄

土
教
に
固
有
な
も
の
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
実
際
の

と
こ
ろ
、
西
田
・
田
辺
哲
学
な
ど
日
本
の
哲
学
を
研
究
す
る
に

あ
た
っ
て
も
、
こ
の
宗
派
の
壁
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
実
際
田
辺
哲
学
で
は
「
念
仏
禅
」
な
ど
と
い
う

言
葉
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
は
む
し
ろ
極
め
て
現
代

的
な
課
題
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
私
は
、
こ
れ
を
機
会
に
、
河
波
先
生
の
ご
著
書
に
よ
っ

て
、
初
期
大
乗
仏
教
の
形
成
過
程
で
、
イ
ン
ド
的
無
形
相
主
義

と
ギ
リ
シ
ャ
的
形
相
主
義
と
の
、
相
互
否
定
媒
介
に
よ
る
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
出
合
い
の
あ
っ
た
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
現
代
日
本
の
宗
教
哲
学
に
も
反
映
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ
れ
は
無
限
定
な
も
の
の
限
定
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河
波	

禅
は
や
は
り
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
大

乗
仏
教
全
体
の
展
望
か
ら
言
う
と
一
つ
の
側
面
が
強
調

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
全
部
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
般

舟
三
昧
を
実
践
す
る
と
皆
、
空
が
開
け
て
い
く
わ
け
で

す
か
ら
、
空
の
中
に
入
っ
て
い
く
、
そ
れ
こ
そ
沈
空

で
す
よ
ね
。
で
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
や
は
り
光
だ

と
か
人
格
的
な
仏
だ
と
い
う
面
が
、
所
謂
そ
こ
で
輝

き
だ
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、『
小
品
般
若

経
』
と
い
う
『
般
若
経
』
の
中
で
最
も
古
い
経
典
の
中

に
、「
般
若
波
羅
蜜
が
実
現
す
る
と
、
十
方
一
切
の
諸

仏
を
見
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

即
ち
、
空
を
悟
る
と
そ
こ
に
仏
様
が
出
て
く
る
と
い
う

の
で
す
が
、
そ
こ
で
空
も
一
つ
の
宗
教
体
験
だ
け
れ
ど

も
、
必
然
的
に
そ
こ
に
念
仏
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
い
け

頃
慈
海
師
は
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
「
禅
浄
双
修
」
論
を
展
開
し
て

お
ら
れ
た
と
記
憶
し
ま
す
が
、
今
よ
う
や
く
そ
の
根
拠
が
理

解
で
き
た
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
仏

教
の
立
場
か
ら
、
浄
土
教
と
西
洋
思
想
を
統
合
し
、
極
め
て
聖

霊
論
的
な
「
円
具
教
」
を
展
開
し
た
山
崎
弁
栄
（
一
八
五
一
ー

一
九
二
〇
）
な
ど
も
改
め
て
省
み
ら
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
ま
た

山
崎
弁
栄
師
の
影
響
を
受
け
た
数
学
者
岡
潔
と
光
明
主
義
な
ど

も
、
将
来
へ
の
大
き
な
発
展
可
能
性
を
秘
め
た
試
み
で
あ
る
こ

と
も
、
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

以
上
の
事
柄
は
、
私
自
身
の
「
禅
と
祈
り
」
と
の
双
修
や
そ

の
一
体
化
の
試
み
と
も
深
く
関
係
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
根
本

問
題
に
大
変
参
考
に
な
っ
た
こ
と
に
、
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

討
議 

司
会　

小
野
寺
功	
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し
て
い
く
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
追
加

し
ま
す
と
、
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
が
、
イ
ン
ド
仏
教
が

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
中
で
改
め
て
再
生
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
あ
る
と
僕
は
思
い
ま
す
。
西
北
イ
ン
ド
ま
で
キ
リ

ス
ト
教
が
入
っ
て
行
き
ま
す
、
そ
こ
は
グ
ノ
ー
シ
ス
文

化
圏
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
般
若
の
思
想
の
成
立

要
因
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
は
皆
、
グ
ノ
ー
シ
ス
と

の
関
係
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
グ
ノ

ー
シ
ス
」
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
プ
ラ
ジ
ュ
ナ
ー
」

と
い
う
の
は
同
根
で
す
か
ら
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
『
般

若
経
』
の
研
究
者
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
と
の
関
係
で
般
若

思
想
を
展
開
し
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
、

「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」、『
般
若
経
』
で
す
が
、
こ

れ
は
イ
ン
ド
人
が
ギ
リ
シ
ャ
人
と
出
会
っ
て
七
〇
〇
年

経
っ
て
出
て
き
た
わ
け
で
す
。「
色
」
と
い
う
言
葉
は

ギ
リ
シ
ャ
人
の
形
相
だ
と
思
い
ま
す
、
七
〇
〇
年
も
付

き
合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

の
「
色
」
の
原
語
「
ル
ー
パ
」
は
人
間
の
視
覚
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
た
姿
・
形
を
意
味
し
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ

な
い
。
玉
城
康
四
郎
さ
ん
は
何
十
年
か
座
禅
を
や
り
抜

い
て
、
座
禅
に
念
仏
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
座

禅
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
ん
で
す
、
老
師
と
決
別
し
て
ね
。

本
に
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
田
辺
は

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
で
は
だ
め
だ
と
言
っ
た
の

で
す
が
、
自
己
同
一
を
西
洋
的
なIdentität

で
理
解
し

た
ん
で
す
ね
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
てIdentität

そ

の
も
の
を
限
り
な
く
実
現
し
て
い
く
の
が
縁
起
な
わ
け

で
、
た
と
え
ば
「
仏
を
見
る
も
の
は
仏
に
な
る
」、
仏

と
同
一
化
し
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
。『
観
無
量
寿
経
経
』

に
あ
り
ま
す
が
。
こ
れ
は
グ
ノ
ー
シ
ス
文
献
の
中
に
あ

る
の
で
す
よ
ね
、
ナ
グ
ハ
マ
デ
ィ
文
書
の
中
に
あ
る
ん

で
す
。「
キ
リ
ス
ト
を
見
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
に
な
る
」

と
。
こ
ん
な
こ
と
キ
リ
ス
ト
教
で
言
わ
れ
た
ら
ど
う
で

し
ょ
う
ね
。
僕
は
少
し
ナ
グ
ハ
マ
デ
ィ
文
書
を
読
む
の

で
す
が
、「
仏
を
見
る
も
の
は
、
仏
に
な
る
」、
ど
こ
か

に
一
つ
のIdentität

が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
し

か
しIdentität

だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
に
埋
没
し
て
し

ま
う
と
、
そ
れ
こ
そ
七
地
沈
空
で
す
よ
ね
。
常
に
発
展
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ッ
ト
の
本
来
の
原
語
か
ら
い
き
ま
す
と
、「
色
」
は
ま

さ
に「
エ
イ
ド
ス
」な
ん
で
す
ね
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の「idein

見
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
作
ら
れ
た
動
詞
で
「
見
ら
れ

た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
イ
ン
ド
人
と
ギ
リ
シ

ャ
人
は
同
じ
原
語
で
す
か
ら
、
格
変
化
・
動
詞
変
化
も

似
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
何
百
年
も
の
間
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

対
話
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
例
え
ば
ギ
リ
シ
ャ

の
王
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
と
い
う
人
と
仏
教
僧
ナ
ー
ガ
セ
ー

ナ
は
対
論
を
や
っ
て
い
て
、
パ
ー
リ
語
と
漢
語
に
出
て

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
い
う
人
は
ギ
リ

シ
ャ
文
化
に
も
の
凄
く
習
熟
し
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

彼
は
ギ
リ
シ
ャ
語
が
よ
く
で
き
た
し
、
最
近
の
研
究
で

は
プ
ラ
ト
ン
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
形
跡
が
あ
る
と
指

摘
す
る
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
の
王
様
が
数

百
年
イ
ン
ド
を
支
配
し
ま
す
か
ら
、
コ
イ
ン
も
ギ
リ
シ

ャ
語
な
ん
で
す
よ
ね
。
一
般
の
レ
ベ
ル
か
ら
高
い
レ
ベ

ル
ま
で
全
面
的
に
ギ
リ
シ
ャ
と
イ
ン
ド
は
交
流
が
あ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
、
た
と
え
ば
般
舟
三
昧
の
実
践
的
な
背

景
が
あ
る
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
圏
と
い
う
も
の
を
視

野
に
入
れ
て
、
色
は
ま
さ
に
形
相
で
、
世
界
の
あ
ら
ゆ

る
歴
史
が
こ
の
形
相
の
う
ち
に
支
配
さ
れ
て
い
く
わ
け

で
す
。
形
相
に
支
配
さ
れ
な
か
っ
た
唯
一
の
例
外
が
イ

ン
ド
だ
っ
た
。
近
代
に
な
る
と
形
相
は
理
性
と
い
う
形

で
置
き
換
え
ら
れ
て
、
植
民
地
支
配
と
関
わ
っ
て
く
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
二
つ
の
文
化
の
出
会

い
を
通
し
て
、
ま
た
新
し
い
文
化
の
創
造
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

小
野
寺	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
触
れ
ら
れ
た
問

題
は
大
変
重
要
な
問
題
で
す
ね
。
一
時
間
で
す
の
で
、

質
問
の
時
間
が
少
な
く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か

あ
り
ま
し
た
ら
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

松
岡	

全
体
の
大
き
な
構
想
に
は
非
常
に
触
発
さ
れ
て
、
中
国

と
韓
国
で
は
近
代
で
は
禅
と
念
仏
の
双
修
が
な
さ
れ
て

お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
も
非

常
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
ご
発
表
だ
と
思
い
ま
し
た
。

た
だ
、
禅
に
念
仏
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま

す
と
、
た
と
え
ば
、
玉
城
先
生
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
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お
そ
ら
く
『
洛
陽
伽
藍
記
』
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ

に
出
て
く
る
達
磨
が
念
仏
と
関
係
す
る
か
と
言
わ
れ
る

と
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
達
磨
自
身
が
『
二
入
四
行
論
』
を
書
い
た
と
い

う
の
は
ほ
ぼ
定
説
だ
と
思
い
ま
す
し
、
慧
可
の
思
想
も

そ
の
『
慧
可
章
』
の
中
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
て
参
り
ま
す
と
、
確
か
に
道
信
の

『
楞
伽
師
資
記
』
に
は
、
仰
る
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
経
の
引
用
と
し
て
出
て

く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
道
信
自
身
は
「
身

心
方
寸
、
挙
足
下
足
、
常
に
道
場
に
あ
り
、
施
為
挙
動
、

皆
是
菩
提
」
と
い
う
よ
う
な
、
ま
さ
に
禅
宗
の
立
場
の

言
葉
が
道
心
自
身
の
言
葉
と
し
て
出
て
参
り
ま
す
。
確

か
に
、
観
念
の
念
仏
が
座
禅
と
一
緒
に
な
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
曇
鸞
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
し

て
座
禅
を
し
な
が
ら
念
仏
を
し
た
方
が
お
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

『
般
舟
三
昧
』
で
は
「
西
方
を
向
い
て
阿
弥
陀
仏
を
念

ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
が
、
道
信
は
「
西

方
を
向
い
て
」
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
の
だ
と
言
っ

て
お
り
ま
す
。「
一
物
を
感
じ
る
」
と
い
う
言
い
方
で

は
、「
一
行
三
昧
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

「
一
物
を
感
じ
る
」
の
で
あ
っ
て
「
仏
を
念
ず
る
」
と

い
う
こ
と
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。「
一
行
三
昧
」と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、『
壇
経
』

に
も
、
敦
煌
文
『
壇
経
』
に
も
出
て
き
ま
す
し
、
禅
と

念
仏
の
双
修
と
い
う
こ
と
で
は
『
天
台
摩
訶
止
観
』
の

「
常
坐
三
昧
」
の
と
こ
ろ
で
「
一
行
三
昧
」、ま
さ
に
『
文

殊
般
若
経
』
の
引
用
と
し
て
出
て
参
り
ま
す
。
教
義
学

と
並
行
し
た
よ
う
な
天
台
的
な
と
こ
ろ
で
は
確
か
に
禅

と
念
仏
が
双
修
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
所
謂
禅
宗
と
い
う
と
こ
ろ
に
念
仏
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
わ
た
し
に
は
疑
問
に
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
禅
宗
の
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き

た
い
し
、
河
波
先
生
に
も
そ
の
辺
の
こ
と
を
教
え
て
頂

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

河
波	

道
信
自
身
に
関
し
て
言
え
ば
、『
楞
伽
師
資
記
』に
は『
文
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殊
般
若
経
』
の
「
一
行
三
昧
」
に
よ
っ
て
悟
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『
文
殊
般
若
経
』
に
説

か
れ
た
「
一
行
三
昧
」
は
「
一
仏
に
心
を
か
け
る
」
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、
た
ぶ
ん
称
名
ま
で

出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
も
う
一
度
、『
文
殊

般
若
経
』
の
「
一
行
三
昧
」
の
と
こ
ろ
を
読
み
直
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
ま
ま
彼
の
修
行
し
た
方
法
が
出

て
き
ま
す
か
ら
。
実
は
そ
こ
が
中
国
に
お
け
る
禅
が
出

発
し
て
ゆ
く
分
岐
点
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
達

磨
さ
ん
が
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、
六
祖
慧
能
以
降
の

人
が
持
ち
上
げ
て
し
ま
っ
て
、
原
始
的
な
達
磨
さ
ん
の

姿
は
見
え
て
こ
な
い
。
た
と
え
ば
『
洛
陽
伽
藍
記
』
は

達
磨
さ
ん
の
最
も
古
い
資
料
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に

よ
る
と
終
日
合
掌
し
て
「
南
無
」
と
唱
え
て
い
た
、
念

仏
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
原
始

的
な
達
磨
さ
ん
の
像
で
、
普
通
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て

い
る
達
磨
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
は
六
祖
慧
能
以
後
の
人
た

ち
の
一
つ
の
信
仰
が
達
磨
さ
ん
に
表
現
さ
れ
て
結
集
し

て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
必
ず

し
も
歴
史
的
な
達
磨
さ
ん
で
は
な
い
。
む
し
ろ
達
磨
さ

ん
は
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
た
方
で
す
か
ら
、
中
国
的

な
要
素
だ
け
で
見
る
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
別
な
視

点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

花
岡	

全
体
を
興
味
深
く
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
一
点
に
凝
縮
さ
せ
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
「
反
対
の
一
致coincidentia 

oppositorum

」
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
が
、
た
と

え
ば
わ
た
し
は
五
〇
年
近
く
前
に
ド
イ
ツ
で
ク
ザ
ー
ヌ

ス
全
集
を
全
部
、
ド
イ
ツ
語
と
ラ
テ
ン
語
と
で
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、「D

octa Ignorantia

」
な
ん
か

を
見
ま
す
と
、
数
学
的
な
方
向
で
、
謂
わ
ば
田
辺
先
生

的
に
下
か
ら
ず
っ
と
迫
っ
て
い
っ
て
、
円
を
ど
ん
ど
ん

小
さ
く
し
て
い
く
と
点
に
な
る
と
か
、
円
と
接
線
が
最

終
的
に
は
一
つ
に
な
る
と
か
、「
反
対
の
一
致
」
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
科
学
的
、
近
世
的
と
言
っ
て
も
い
い

よ
う
な
方
法
論
で
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
田
辺
先
生
と

同
じ
よ
う
な
方
向
で
下
か
ら
ず
っ
と
素
晴
ら
し
い
と
こ



22 ――― 東西宗教研究　第 10 号・2011 年

ろ
ま
で
「
反
対
の
一
致
」
ま
で
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
的
な
も
の
と
い
う
の
は
全
く
逆
に
、
河

波
先
生
的
な
「
根
源
か
ら
す
べ
て
を
考
え
直
す
」
と
い

う
方
向
で
、
謂
わ
ば
西
田
的
な
方
向
だ
と
思
い
ま
す
。

「
上
か
ら
と
下
か
ら
の
方
向
」
と
仮
に
言
っ
て
み
ま
す

と
、
そ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

翻
訳
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
西
田
の
「
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
」
を
「
反
対
の
一
致
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
で
成
り
立
つ
自
己
同
一
だ
と
い
う
ふ
う
に
西
田
は

考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。「
反

対
の
一
致
」
と
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
は
、
内
在

的
に
見
れ
ば
反
対
、
絶
対
に
矛
盾
し
て
い
る
け
れ
ど
も

平
常
底
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
ま
っ
た
く
自
己
同
一
的
だ

と
思
い
ま
す
。
方
法
論
的
に
全
く
逆
の
方
向
か
ら
行
っ

て
い
る
、
そ
の
両
者
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
昨
日
の
言

葉
で
言
え
ば
「
統
合
」
で
す
か
、わ
た
し
は
あ
ま
り
「
統

合
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
両

者
の
方
向
を
ど
の
よ
う
に
一
つ
に
お
考
え
に
な
ら
れ
ま

す
か
。
そ
こ
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
変
あ
り
が

た
く
思
い
ま
す
。

河
波 

「D
octa Ignorantia

」
な
ん
か
を
見
ま
す
と
、
非
常
に
数

学
的
な
論
法
で
追
及
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
そ
れ

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
以
来
の
思
惟
が
追
及
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
枢
機
卿
で
す
か
ら
多
く
の
修
道
者
、
シ
ス
タ

ー
た
ち
を
指
導
す
る
側
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
そ

の
と
き
に
数
学
の
論
理
を
持
っ
て
き
て
も
し
ょ
う
が
な

い
の
で
ね
。
一
四
五
三
年
、
ち
ょ
う
ど
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
ー
プ
ル
が
陥
落
し
た
と
き
に
、
彼
は
「D

e visione 

D
ei

」
を
書
く
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
祈
る
と
き
に
ど
う
い

う
ふ
う
に
祈
れ
ば
い
い
の
か
と
い
っ
た
ま
っ
た
く
実
践

的
な
地
平
の
問
題
な
ん
で
、
岩
波
文
庫
で
訳
も
最
近
出

ま
し
た
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
の
伝
統

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
辺
は
キ
リ
ス
ト
教
の

専
門
家
に
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
「D

e visione 

D
ei

」
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
般
舟
三
昧
」
そ
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の
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
痛
感
し
ま
し
た
。

小
野
寺　

質
問
の
時
間
が
短
く
て
申
し
訳
な
い
で
す
。
予
定
の

時
間
が
過
ぎ
ま
し
た
の
で
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。


