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ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
的
伝
統
が
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
河
波
先
生
の
比

較
思
想
的
な
研
究
の
独
自
な
点
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
東
征

以
降
、
ギ
リ
シ
ア
の
「
形
相
主
義
」
が
、
西
北
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏

教
と
邂
逅
し
、
両
者
を
新
た
に
統
合
す
る
立
場
と
し
て
、
限
定
さ
れ

た
有
限
な
る
「
形
相
」
を
限
定
す
る
無
限
な
る
「
空
」
に
お
い
て
見

る
「
高
次
の
形
相
主
義
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
着
眼
さ
れ
た
点
で
あ

ろ
う
。

先
生
は
「
色
即
是
空
、空
即
是
色
」
の
「
色
」
を
「
形
あ
る
も
の
」、

「
限
定
さ
れ
た
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
形
相
」
と
理
解
し
た
上
で
、
後

半
部
分
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
文
に
即
し
て
「
空
な
れ
ば
こ
そ
空

は
色
な
れ
」
と
訳
し
、
そ
こ
に
無
限
な
る
空
の
持
つ
積
極
性
、
形
な

は
じ
め
に
―
河
波
昌
先
生
を
追
悼
し
て

本
学
会
の
会
長
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
河
波
昌
先
生
の
晩
年
の
思
索

を
収
録
し
た
著
書
『
形
相
と
空
』
に
は
、
ウ
イ
ー
ン
大
学
哲
学
部
で

の
講
演
「
形
相
と
空
」、
早
稲
田
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
ク
ザ
ー

ヌ
ス
学
会
で
の
講
演
「
東
西
に
於
け
る
万
有
在
神
論
に
つ
い
て
」、

東
洋
大
学
退
職
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
講
演
「
東
西
宗
教
思
想
の

課
題
」
な
ど
、
様
々
な
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
た
先
生
の
講
演
記
録
と

並
ん
で
、東
西
宗
教
交
流
学
会
で
の
講
演
「
形
相
主
義
と
空
の
成
立
」

も
ま
た
質
疑
応
答
と
討
議
と
共
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
形
相
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
ヨ

信
と
知
―
無
差
別
智
と
大
悲

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
通
底
す
る
霊
性
の
自
覚

田
中 

裕
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き
「
空
」
が
「
形
相
」
へ
と
自
己
限
定
す
る
動
性
を
読
み
と
っ
て
お

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
「
ア
ポ
ロ
ン
神
」
と
見
紛
う
ほ
ど
の
「
ア
ポ

ロ
ン
仏
」
の
制
作
と
仏
像
礼
拝
は
初
期
大
乗
仏
教
の
特
色
の
一
つ
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
形
像
の
礼
拝
を
通
し
て
、
礼
拝
者
の
面
前
に

現
前
す
る
仏
陀
を
主
題
と
す
る
初
期
大
乗
経
典
が
新
た
に
数
多
く
制

作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
遍
在
す
る
仏
身
が
、
ま
さ
に
そ

の
ゆ
え
に
ど
こ
に
で
も
現
前
す
る
」
と
い
う
構
造
が
あ
り
、
そ
れ
を

も
っ
と
も
よ
く
表
現
し
た
経
典
と
し
て
河
波
先
生
は
縷
々
「
般
舟
三

昧
経
」を
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。「
般
舟
三
昧（praty-utpan-sam

ādhi

」

は
、
礼
拝
者
が
想
念
の
集
中
（
三
昧
）
を
通
し
て
、
仏
陀
と
直
接
に

出
遭
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な

行
が
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
し
て
、
初
期
の
大
乗
経
典
に
つ
い
て
語
る

の
は
皮
相
的
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。河
波
先
生
は
、こ
の
よ
う
な
、「
見

仏
」
の
宗
教
経
験
を
『
観
無
量
寿
経
』
や
『
華
厳
経
』
の
よ
う
な
大

乗
経
典
の
諸
々
の
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
確
認
さ
れ
た
後
に
、
浄
土
教

と
禅
仏
教
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
通
底
す
る
宗
教
経

験
の
根
本
構
造
を
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
禅
宗
と
浄
土
宗
を
対

立
さ
せ
て
考
え
る
多
く
の
宗
教
学
者
と
は
違
っ
て
、
河
波
先
生
は
両

者
の
根
源
に
遡
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
た
。
中
国
に
於
け
る

禅
宗
の
展
開
で
は
、「
見
仏
」
よ
り
も
「
見
性
」
を
重
ん
じ
る
無
神

論
的
な
仏
教
の
ほ
う
が
主
流
と
な
っ
た
た
め
に
、
禅
仏
教
と
浄
土
教

と
の
間
の
共
通
の
根
が
忘
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も

大
乗
仏
教
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と
い
う
場
合
に
は
、
初
期
大
乗
仏

教
の
源
泉
に
還
り
、「
般
舟
三
昧
」
の
「
見
仏
」
の
思
想
が
見
直
さ

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
河
波
先
生
の
お
立
場
で
あ
っ
た
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
学
会
の
会
員
で
も
あ
っ
た
河
波
先
生
は
、
ク
ザ
ー
ヌ

ス
の
主
著
「
見
神
に
つ
い
て
（de visione dei

）」
に
注
目
さ
れ
、「
神
」

と
「
仏
」
と
い
う
用
語
の
相
違
は
あ
る
と
は
言
え
、
そ
の
根
本
思
想

に
、
般
舟
三
昧
の
「
見
仏
」
と
同
じ
宗
教
経
験
の
構
造
を
見
い
だ
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
知
性
を
超
え
た
神
仏
の
聖
な
る
像
の
礼
拝
を

通
じ
て
、
今
此
処
で
無
限
な
る
神
仏
と
邂
逅
す
る
宗
教
経
験
の
事
実

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。　

こ
の
よ
う
な
聖
像
の
礼
拝
は
、
偶
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ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
近
縁
」
は
仏

教
本
来
の
縁
起
説
の
伝
統
に
根
ざ
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
前
進

さ
せ
た
善
導
自
身
の
創
造
的
概
念
で
あ
り
、
こ
の
思
想
の
内
容
を
西

洋
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
も
対
応
さ
せ
つ
つ
さ
ら
に
一
層
発
展
さ
せ

た
の
が
、
山
崎
弁
栄
の
浄
土
教
の
教
学
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
の
が

河
波
先
生
の
お
考
え
で
あ
っ
た
。

山
崎
弁
栄
の
「
如
来
礼
拝
儀
」
の
世
界

河
波
昌
先
生
の
葬
儀
に
参
列
し
た
と
き
、
私
は
山
崎
弁
栄
の
定
め

た
「
如
来
礼
拝
儀
」
と
い
う
小
冊
子
を
渡
さ
れ
、「
昏
暮
の
礼
拝
」

を
光
明
会
の
会
員
の
方
々
と
と
も
に
唱
え
た
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
大

慈
悲
に
在
す
我
ら
が
如
来
よ
。
如
来
が
与
え
給
え
る
明
き
光
と
清
き

曲
気
と
新
し
き
糧
と
に
よ
り
て
今
日
一
日
の
勤
め
を
果
た
し
た
る
恩

徳
を
感
謝
し
奉
る
。
ま
た
如
来
の
神
聖
と
正
義
と
恩
寵
と
の
光
明
を

被
り
今
日
聖
意
に
契
う
務
め
を
得
た
り
し
は
全
く
聖
寵
の
然
ら
し
む

る
処
、
深
く
其
の
恩
徳
を
感
謝
し
奉
る
」
と
い
う
「
至
心
感
謝
」
の

像
崇
拝
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
智
あ
る
無
知
」
の
著

者
で
も
あ
っ
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
「
見
神
」
を
語
る
場
合
、「
神
を
見

る
こ
と
と
神
が
見
る
こ
と
」
が
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
分
別
的
な
知

性
に
よ
っ
て
外
部
に
対
象
化
さ
れ
た
偶
像
を
崇
拝
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
の
源
流
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
学
術
的
研
究
と
並
行
し

て
、
河
波
先
生
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
明
治
初
め
に
活
躍
し

た
浄
土
宗
の
革
新
者
、
山
崎
弁
栄
（
一
八
五
九
―
一
九
二
〇
）
の
創

始
し
た
光
明
主
義
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

河
波
先
生
の
御
著
書
『
浄
土
仏
教
思
想
論
』
で
は
、
善
導
の
思
想

の
継
承
者
と
し
て
山
崎
弁
栄
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
先
生
は
、

善
導
の
『
観
経
疏
』
の
「
三
縁
論
」（
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
の
縁
起
関

係
を
三
つ
の
転
相
に
お
い
て
示
し
た
も
の
）
を
般
舟
三
昧
の
浄
土
教

的
な
展
開
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
と
く
に
三
縁
の
中
の
「
近
縁
」
に

着
目
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
が
「
近
縁
」
を
結
ぶ
と
い
う

思
想
は
、
念
仏
者
に
と
っ
て
超
越
的
な
他
者
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
が

「
念
仏
者
の
自
己
自
身
よ
り
も
近
い
仏
と
し
て
現
成
す
る
」
経
験
か
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て
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
給
わ
ず
」
と
い
う
「
光
明
摂
取
の

文
」
を
読
み
上
げ
、「
念
仏
三
昧
」
と
「
総
回
向
の
文
」
で
締
め
く

く
る
と
い
う
の
が
「
如
来
礼
拝
儀
」
の
構
成
で
あ
る
。

私
は
山
崎
弁
栄
が
「
如
来
礼
拝
儀
」
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
ど
の

程
度
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
務
日
課
の
礼
拝
式
を
参
考
に
し
た
の
か
は
つ

ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、
彼
が
生
前
に
公
刊
し
た
著
作
で
あ
る
『
宗

祖
の
皮
髄
』
を
読
む
人
は
、
あ
く
ま
で
も
浄
土
教
の
宗
祖
法
然
の

伝
統
に
た
ち
な
が
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
異
教
と
し
て
排
斥
せ
ず

に
、
そ
こ
か
ら
優
れ
た
思
想
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ

れ
た
。
そ
し
て
こ
の
光
明
主
義
の
も
つ
普
遍
的
な
性
格
は
、
河
波
先

生
の
学
術
活
動
を
背
後
で
支
え
て
い
た
宗
教
的
実
践
で
あ
っ
た
と
言

っ
て
良
い
だ
ろ
う
。『
如
来
さ
ま
の
お
つ
か
い
ー
弁
栄
上
人
の
生
涯

と
光
明
主
義
』
の
河
波
先
生
の
解
説
を
読
め
ば
、「
礼
拝
儀
の
世
界
」

の
世
界
で
は
、
禅
と
浄
土
と
の
統
合
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
普
遍
的

に
「
大
乗
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
統
合
的
展
開
」
と
し
て
も
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
自
然
に
頷
か
れ
、山
崎
弁
栄
の
「
光
明
主
義
」

が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宗
教
間
対
話
に
と
っ
て
先
駆
的
な
を
も

祈
り
が
あ
っ
た
。こ
の
礼
拝
式
に
は
、「
神
聖
」「
正
義
」「
恩
寵
」「
聖
意
」

「
聖
寵
」
と
い
う
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
者
に
は
な
じ
み
深
い
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
た
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
も
し
「
如
来
」
の
語
を
「
キ
リ
ス

ト
」
と
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、キ
リ
ス
ト
教
の
「
晩
祷
（vesperae

）」

を
唱
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
山
崎

弁
栄
の
い
う
「
光
明
」
に
は
闇
夜
を
照
ら
す
光
と
し
て
の
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
の
キ
リ
ス
ト
が
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
至
心
感
謝
」
の

祈
り
の
後
に
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
ば
聖
書
の
朗
読
が
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、「
礼
拝
儀
」
で
は
浄
土
教
の
伝
統
に
従
っ
て
、
如
来
を
「
光

の
仏
」に
譬
え
た
十
二
の
名
号
と
そ
の
無
限
の
功
徳
を
賛
美
す
る「
無

量
寿
経
」
の
一
節
が
唱
え
ら
れ
る
。「
光
の
仏
」
の
賛
美
の
後
に
「
法

身
と
智
慧
と
解
脱
の
三
徳
を
備
え
給
う
如
来
に
告
白
し
奉
る
」
に
始

ま
る
「
至
心
懺
悔
」
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
告
白
に
「
作
す
べ

き
事
を
怠
る
の
罪
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝

時
の
懺
悔
と
共
通
し
て
い
る
。
懺
悔
の
あ
と
で
、
再
び
「
南
無
無
量

光
仏
」
に
は
じ
ま
り
「
南
無
超
日
月
光
仏
」
に
い
た
る
如
来
の
十
二

の
名
号
を
賛
美
し
、「
如
来
の
光
明
は
遍
く
十
方
の
世
界
を
照
ら
し
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と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

岡
潔
に
と
っ
て
、
科
学
の
「
分
別
知
」
が
、
自
然
を
外
部
か
ら
支

配
し
よ
う
と
す
る
暴
力
と
自
我
中
心
的
な
差
別
を
生
み
出
す
こ
と
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
、
知
性
に
基
づ
く
暴
力
と
差
別
を
超
え
た
仏
教
的
な

智
に
ほ
か
な
ら
ぬ
「
無
差
別
智
」
こ
そ
が
、
単
な
る
外
的
操
作
や
破

壊
で
は
な
く
、「
無
か
ら
有
を
つ
く
る
」
真
の
意
味
で
の
創
造
を
も

た
ら
す
智
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。

「
自
我
を
抑
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
自
然
の
無
差
別
智
に
ま
か

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
数
学
を
研
究
し
て
き
た
」
岡
潔
に
よ
れ
ば
、「
大

自
然
」
と
は
、
普
通
に
言
う
自
然
の
奥
に
あ
る
も
の
、
い
わ
ば
「
奥

行
き
の
あ
る
自
然
」
の
こ
と
で
、
普
通
の
自
然
と
い
う
の
は
「
大
自

然
の
上
っ
面
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
大
自
然
の
根

本
は
、
一
切
の
存
在
を
貫
く
「
真
情
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
仏
教
に
お

け
る
「
信
」
は
、
こ
の
大
自
然
の
無
意
識
と
も
い
う
べ
き
「
真
情
」

を
如
実
に
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
が
「
真
智
」

と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
が
「
無
差
別
智
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
妄
知
分
別
知
、
邪
知
世
間
知
、
真
知
無
差
別
智
」
と
い
う
表
現

っ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

光
明
主
義
と
岡
潔
の
世
界
―
「
無
差
別
智
」
と
「
真
情
」

河
波
先
生
の
『
形
相
と
空
』
に
は
「
岡
潔
―
そ
の
数
学
と
宗
教
」

と
い
う
小
論
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宗
教
と
科
学
、
信
仰
と

知
の
問
題
を
考
え
る
上
で
見
落
と
せ
な
い
洞
察
に
満
ち
た
文
章
で
あ

る
。
多
変
数
複
素
関
数
論
の
領
域
で
世
界
的
な
業
績
を
上
げ
文
化
勲

章
を
受
章
し
た
岡
潔
が
座
右
の
書
と
し
て
い
た
の
は
、
数
学
者
の
リ

ー
マ
ン
の
全
集
、
芭
蕉
の
俳
諧
と
俳
論
、
そ
し
て
道
元
禅
師
の
正
法

眼
蔵
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
の
敗
戦
の
混
乱
の
中
で
彼
が
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
た
も
の
は
山
崎
弁
栄
の
『
無
辺
光
』
で
あ
り
、
こ
の
書
物
が
、

科
学
、
芸
術
、
宗
教
に
通
底
す
る
人
間
の
精
神
的
活
動
を
照
明
す
る

光
明
主
義
の
念
仏
三
昧
を
岡
に
与
え
た
の
で
あ
る
。「
信
」
の
み
で

な
く
信
に
即
し
た
「
念
仏
三
昧
」
を
強
調
し
た
光
明
主
義
の
教
え
は
、

岡
潔
に
「
信
」
と
対
立
せ
ず
に
そ
れ
を
支
え
る
「
智
」
が
、
科
学
的

な
「
分
別
知
」
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
「
無
差
別
智
」
で
あ
る
こ
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配
に
抗
し
て
明
治
時
代
に
お
い
て
刷
新
さ
れ
た
日
本
仏
教
の
ひ
と
つ

の
か
た
ち
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
の
禅
仏
教
と
浄
土
教
に
関
す
る
理
解
に

つ
い
て
は
本
学
会
で
も
す
で
に
様
々
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
事
柄

で
あ
る
が
、
両
者
が
山
崎
弁
栄
と
共
通
し
て
も
っ
て
い
た
了
解
は
、

禅
仏
教
と
浄
土
教
の
み
な
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
も
通
底
す
る
宗
教
経

験
で
あ
り
、宗
教
的
な
「
霊
性
」
の
自
覚
で
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
大
拙
の
宗
教
哲
学
上
の
処

女
作
『
新
宗
教
論
』
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
あ
ら
ゆ
る
処
女
作
と

同
じ
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
後
年
の
大
拙
の
思
想
が
萌
芽
的
に
含
ま
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
危
機
的
な
状
況
に
直
面
し

た
明
治
時
代
初
期
の
仏
教
刷
新
運
動
と
い
う
側
面
を
持
つ
点
で
、
山

崎
弁
栄
の
光
明
主
義
と
同
時
代
的
な
課
題
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
よ

う
。以

下
で
は
、
鈴
木
大
拙
の
『
新
宗
教
論
』
を
、
西
洋
近
代
の
啓
蒙

思
想
と
矛
盾
し
な
い
合
理
的
な
宗
教
と
し
て
西
洋
に
仏
教
を
紹
介
し

た
「
近
代
仏
教
」
の
思
想
家
の
著
作
と
し
て
で
は
な
く
、
山
崎
弁
栄

を
岡
潔
は
好
ん
で
使
用
し
た
が
、
こ
こ
で
い
う
「
無
差
別
智
」
と
は

知
情
意
の
統
合
体
で
あ
る
人
間
存
在
を
真
に
生
か
す
智
で
あ
り
、
そ

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
近
代
科
学
の
重
視
し
て
き
た
「
知
」
は
、
仏
教

的
に
見
れ
ば
迷
妄
の
闇
の
中
に
あ
る
「
分
別
知
」
で
あ
る
。
大
自
然

と
人
間
を
貫
く
「
真
情
」
に
基
づ
く
「
無
差
別
智
」
の
忘
却
に
よ
っ

て
、
科
学
的
な
分
別
知
は
、
人
間
の
内
部
に
も
外
部
に
も
「
差
別
」

を
生
み
出
す
「
妄
知
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
知
性

に
よ
る
製
作
物
が
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
的
か
つ
暴
力
的
な
構
造
を
作
り

出
し
、
そ
れ
が
人
間
存
在
を
抑
圧
す
る
と
い
う
状
況
が
、
科
学
技
術

を
重
視
す
る
近
代
社
会
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い

て
「
智
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
は
優
れ
て
現
代
的
な
意
味
を
持
つ

で
あ
ろ
う
。
差
別
と
暴
力
を
生
む
「
啓
蒙
」
は
、
真
の
意
味
で
の
啓

蒙
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
無
差
別
智
」
が
仏
教
的
な
智
の
核
心
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
信
・

望
・
愛
に
も
と
づ
く
宗
教
と
科
学
的
知
を
統
合
す
る
高
次
の
「
智
」

で
あ
る
と
い
う
観
点
は
岡
潔
の
み
な
ら
ず
鈴
木
大
拙
に
も
共
有
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
近
代
科
学
に
立
脚
す
る
近
代
文
明
の
暴
力
的
な
支
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か
ら
一
方
的
に
世
界
を
専
制
君
主
の
ご
と
く
支
配
す
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
り
、そ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
を
受
容
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、

「
吾
人
は
無
神
論
者
な
り
」
と
大
拙
は
ひ
と
ま
ず
は
言
う
。
し
か
し
、

世
界
が
あ
り
、
人
間
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
ほ
か
に
神
な
る
も
の
は

無
い
、
と
い
う
意
味
で
の
無
神
論
者
の
前
提
も
ま
た
大
拙
に
と
っ
て

満
足
の
行
く
物
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
立
場
は
、
世
界
や
人
間
存

在
の
偶
然
性
・
無
根
拠
性
に
目
を
つ
ぶ
り
、
人
間
悟
性
の
分
別
智
に

よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
仮
説
に
す
ぎ
ぬ
も
の
を
宗
教
の
代
用
品
と
し
て

独
断
的
に
信
奉
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
ほ

ぼ
百
年
先
だ
っ
て
近
代
化
の
洗
礼
を
受
け
た
ド
イ
ツ
で
宗
教
の
価
値

を
擁
護
し
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
お
な
じ
く
、
大
拙
の
『
新

宗
教
論
』
は
、
単
に
明
治
以
前
の
体
制
化
さ
れ
た
仏
教
の
宗
学
を
反

復
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
新
た
に
「
宗
教
論
」
と
し
て
、
世
界

に
対
し
て
開
か
れ
た
普
遍
的
な
場
で
語
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ

っ
た
。
啓
蒙
主
義
の
時
代
の
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、
明
治
期
の
日
本
も

ま
た
、
廃
仏
毀
釈
と
科
学
技
術
の
進
歩
と
と
も
に
到
来
す
る
世
俗
化

の
荒
波
に
抗
し
て
、
宗
教
独
自
の
価
値
を
、
科
学
的
な
分
別
知
を
超

と
彼
に
影
響
さ
れ
た
岡
潔
と
同
じ
よ
う
に
、
近
代
の
合
理
性
を
超
え

る
「
智
」
の
自
覚
を
説
い
た
思
想
家
と
し
て
初
期
の
鈴
木
大
拙
と
西

田
幾
多
郎
の
著
作
群
を
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

大
拙
の
『
新
宗
教
論
』
を
読
み
直
す

吾
人
は
基
教
の
所
謂
有
神
論
者
に
あ
ら
ず
し
て
無
神
論
者
な

り
、
無
神
論
者
に
あ
ら
ず
し
て
汎
神
論
者
な
り
、
汎
神
論
者
に

あ
ら
ず
し
て
汎
神
論
者
よ
り
も
大
な
る
も
の
也
（
大
拙
全
集 23: 

38

）

と
は
、
若
き
日
の
鈴
木
大
拙
が
書
い
た
『
新
宗
教
論
』
の
根
本
課

題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
課
題
へ
の

応
答
と
し
て
、
若
き
日
の
大
拙
の
『
新
宗
教
論
』
を
読
み
直
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
大
拙
と
相
互
に
影
響
を
与
え

合
っ
た
若
き
日
の
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
の
宗
教
論
の
立
場

で
も
あ
っ
た
。

「
基
教
の
所
謂
有
神
論
者
」
と
は
、
超
越
的
な
神
が
有
っ
て
外
部
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か
の
禅
の
老
師
の
も
と
で
修
行
し
た
後
に
、
洪
川
の
弟
子
の
釈
宗
演

（
洪
嶽
老
師
）
に
師
事
し
た
。
洪
嶽
の
勧
め
と
推
薦
に
よ
っ
て
後
に

大
拙
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
こ
と
に
な
る
。
洪
嶽
は
進
取
の
精
神
に
充

ち
た
禅
僧
で
、
一
通
り
の
参
禅
修
行
を
終
え
た
後
、
当
時
と
し
て
は

異
例
で
あ
っ
た
が
、
慶
応
義
塾
に
入
学
し
、
西
洋
の
学
問
と
語
学
を

学
ん
だ
。
彼
は
セ
イ
ロ
ン
に
行
っ
て
南
伝
仏
教
を
学
び
、
日
本
だ
け

で
な
く
中
国
や
欧
米
に
も
仏
教
伝
道
の
行
脚
を
し
て
い
る
。
こ
の
点

で
、
洪
嶽
は
大
拙
の
先
駆
者
で
あ
り
、
仏
教
の
普
遍
性
、
世
界
性
を

信
じ
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
し
て
活
動
し
た
。
洪
嶽
は
明
治26

年

シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
宗
教
大
会
に
日
本
仏
教
の
代
表
者
の
一

人
と
し
て
参
加
し
、「
仏
教
の
要
旨
な
ら
び
に
因
果
法
」
と
い
う
題

で
講
演
し
た
。
こ
の
と
き
の
老
師
の
講
演
の
英
訳
草
稿
を
作
成
し
た

の
が
大
拙
で
あ
っ
た
。

万
国
宗
教
会
議
の
席
で
、
洪
嶽
老
師
は
当
時
オ
ー
プ
ン
・
コ
ー
ト

社
で
哲
学
誌M

onist

を
刊
行
し
、
宗
教
と
科
学
、
信
仰
と
知
の
統

合
を
目
指
し
て
い
た
思
想
家
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
と
知
り
合
う
こ
と

と
な
っ
た
。
洪
嶽
と
出
逢
う
こ
と
に
よ
っ
て
ケ
ー
ラ
ス
は
仏
教
に

え
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
論
は
、
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教

神
学
者
た
ち
か
ら
汎
神
論
と
い
う
非
難
を
浴
び
た
が
、
日
本
の
大
乗

仏
教
の
伝
統
の
中
で
思
索
し
て
い
た
大
拙
や
西
田
の
場
合
は
、
有
神

論
よ
り
も
無
神
論
の
ほ
う
が
、
無
神
論
よ
り
も
汎
神
論
の
方
が
深
い

と
い
う
視
点
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

彼
ら
は
汎
神
論
で
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
汎
神
論
者
よ

り
も
大
な
る
も
の
」
に
向
か
う
思
索
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
。西

洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
学
を
超
え
て
汎
神
論
に
至
り
、
さ
ら

に
汎
神
論
を
宗
教
的
に
深
め
つ
つ
も
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
出
る
と
い

う
西
田
と
鈴
木
に
共
通
す
る
思
索
の
動
性
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た

め
に
は
、
大
拙
に
日
本
の
臨
済
禅
の
活
き
た
伝
統
を
教
え
た
今
北
洪

川
、
米
国
に
て
英
文
で
仏
教
を
伝
導
す
る
機
縁
を
作
っ
た
釈
宗
演
と

ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
と
大
拙
と
の
関
係
の
な
か
で
、
大
拙
自
身
の
独

自
の
思
想
形
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

洪
川
老
師
が
明
治
二
五
年
の
正
月
に
逝
去
し
た
後
、
大
拙
は
何
人
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夫
を
感
化
し
た
る
に
勝
れ
ん
（
大
拙
全
集25: 280

）

「
仏
陀
の
福
音
」
の
出
版
後
一
年
ほ
ど
で
大
拙
は
「
新
宗
教
論
」

と
い
う
文
字
通
り
の
処
女
作
を
明
治
二
九
年
に
出
版
し
て
い
る
。
こ

れ
は
元
来
、
洪
嶽
老
師
が
大
拙
を
米
国
で
活
動
さ
せ
る
た
め
の
旅
費

を
工
面
す
る
た
め
に
出
版
さ
せ
た
著
作
で
あ
っ
た
が
、そ
の
構
成
は
、

老
師
自
身
の
宗
教
思
想
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
教
え

て
ほ
し
い
と
い
う
大
会
参
加
者
の
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ロ
ウ
の
要
請
を
手

引
き
と
し
て
、
そ
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
を
大
拙
に
委
ね
、
大
拙
自

身
が
自
己
の
思
想
を
発
表
す
る
機
会
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

内
容
は

第
一
「
緒
言
」
第
二
「
宗
教
」
第
三
「
神
」
第
四
「
信
仰
」
第
五

「
儀
式
・
礼
拝
・
祈
祷
」
第
六
「
教
祖
」
第
七
「
人
」
第
八
「
無
我
」

第
九
「
不
生
不
滅
」
第
十
「
宗
教
と
哲
学
の
関
係
」
第
十
一
「
宗
教

と
科
学
と
の
関
係
」
第
十
二
「
宗
教
と
道
徳
と
の
区
別
」
第
十
三
「
宗

教
と
教
育
と
の
関
係
」
第
十
四
「
宗
教
と
社
会
問
題
」
第
十
五
「
宗

教
と
国
家
」
第
十
六
「
宗
教
と
家
庭
」。

大
拙
は
こ
の
書
の
凡
例
の
中
で
次
の
よ
う
に
自
己
の
考
え
を
要
約

対
す
る
以
前
か
ら
持
っ
て
い
た
関
心
を
か
き
立
て
ら
れ
、
み
ず
か
ら

T
he G

ospel of Buddha

と
い
う
英
文
の
書
物
を
書
き
、
日
本
に
帰

国
し
た
洪
嶽
に
そ
の
抜
き
刷
り
を
送
り
意
見
を
求
め
て
い
る
。
洪
嶽

は
こ
の
書
の
価
値
を
認
め
、
そ
の
邦
訳
を
大
拙
に
依
頼
し
「
仏
陀
の

福
音
」
と
題
し
て
明
治
二
八
年
一
月
に
刊
行
し
た
。
こ
れ
が
大
拙
の

出
版
し
た
最
初
の
翻
訳
書
で
あ
っ
た
。

「
仏
陀
の
福
音
」
の
内
容
は
ケ
ー
ラ
ス
が
当
時
入
手
し
得
た
仏
教

資
料
を
も
と
に
書
い
た
仏
陀
の
伝
記
と
教
理
を
一
般
向
き
に
纏
め
た

も
の
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
書
の
序
文
で
、洪
嶽
は
著
者
の
ポ
ー
ル
・

ケ
ー
ラ
ス
を
次
の
よ
う
に
日
本
の
読
者
に
紹
介
し
て
い
る
。

予
、
昨
年
米
国
に
遊
び
て
シ
カ
ゴ
に
滞
在
せ
し
と
き
、
あ
る
日

学
士
ス
ネ
ル
き
た
り
て
、
わ
れ
ら
に
勧
め
て
曰
く
、『
師
ら
こ

の
地
に
お
い
て
仏
法
を
宣
布
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
ず
去
っ
て
博

士
ケ
ー
ラ
ス
に
対
し
て
如
来
の
妙
義
を
断
ぜ
よ
。
彼
は
ド
イ
ツ

の
哲
学
者
と
し
て
、
ま
た
比
較
宗
教
学
者
と
し
て
、
こ
の
地
に

お
い
て
は
隠
然
た
る
一
敵
国
の
勢
力
を
有
す
る
人
な
り
。
も
し

彼
を
し
て
真
に
仏
意
を
承
當
せ
し
め
ば
、
そ
の
功
は
千
百
の
凡
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た
だ
し
満
之
と
の
違
い
は
、
大
拙
は
「
宗
教
哲
学
」
で
は
な
く
、

「
宗
教
論
」
を
語
っ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
科
学
的
知

の
宗
教
（religion of science

）」
を
提
唱
し
、
哲
学
か
ら
宗
教
を
論

じ
た
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
の
宗
教
哲
学
に
大
拙
は
飽
き
足
ら
ぬ
も
の

を
感
じ
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
彼
が
洪
嶽
老
師
の
も
と
で
鎌
倉

の
僧
堂
に
お
い
て
生
活
し
つ
つ
禅
仏
教
の
伝
統
に
触
れ
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
的
な
智
（
無
差
別
智
）
が
、
西
洋

の
哲
学
的
な
知
（
分
別
知
）
と
同
じ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し

ろ
分
別
知
よ
り
も
「
情
」
の
ほ
う
が
宗
教
心
に
と
っ
て
は
重
要
な
の

だ
と
い
う
点
で
、
大
拙
の
立
場
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
宗
教
哲
学
よ
り

も
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宗
教
論
」
に
近
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
宗
教
の
定
義
に
続
く
、
宗
教
的
感
情
に
関
す
る
大
拙
の
説
明

か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

乃
ち
知
る
、
宗
教
的
感
情
は
、
個
人
的
存
在
の
桎
梏
を
脱
却
し

て
宇
宙
の
霊
気
を
呼
吸
せ
ん
と
す
る
の
情
な
る
を
。
又
知
る
、

乾
坤
崩
る
る
も
吾
疑
わ
ざ
る
の
大
信
仰
を
得
、
大
休
歇
を
得
ん

と
す
る
の
情
な
る
を
…
…
又
知
る
、
天
上
の
一
小
星
も
地
上
の

し
て
い
る
。

こ
の
書
、
題
し
て
『
新
宗
教
論
』
と
言
へ
ど
も
、
今
日
の
い
わ

ゆ
る
新
宗
教
と
は
異
に
し
て
、
別
に
一
旗
幟
を
た
て
ん
と
す
る

も
の
な
り
。
吾
人
は
、
国
家
の
進
化
を
の
み
中
心
と
し
て
科
学

に
権
威
を
与
ふ
る
も
の
と
一
致
す
る
能
は
ず
。本
書
は
ま
た『
宗

教
真
義
』
と
名
付
く
る
も
可
な
る
べ
き
か
。(

大
拙
全
集23: 3

）

大
拙
の
『
新
宗
教
論
』
に
お
け
る
宗
教
観

浄
土
真
宗
で
言
う
と
こ
ろ
の
衆
生
の
仏
に
対
す
る
関
係
を
、
有
限

の
無
限
に
対
す
る
関
係
と
し
て
、
宗
教
哲
学
の
用
語
で
捉
え
た
の
は

清
沢
満
之
で
あ
っ
た
が
、
大
拙
の
宗
教
論
に
は
満
之
と
同
じ
仕
方
で

一
般
的
に
宗
教
を
定
義
し
て
い
る
。

有
限
の
無
限
に
対
す
る
、
無
常
の
不
変
に
対
す
る
、
我
の
無
我

に
対
す
る
、
部
分
の
全
体
に
対
す
る
、
生
滅
の
不
生
不
滅
に
対

す
る
、個
人
的
生
命
の
宇
宙
的
生
命
に
対
す
る
関
係
を
感
得
す
、

是
こ
れ
を
宗
教
と
謂
う
。（
大
拙
全
集23: 19–20

）
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知
徳
と
雖
も
、
豈
能
く
一
絲
毫
を
添
え
ん
や
。・
・
・
本
書
の

目
的
は
公
平
無
私
の
眼
光
を
も
っ
て
宗
教
の
本
色
を
発
揮
せ
ん

と
す
る
に
在
る
と
は
い
え
、
説
き
来
た
り
説
き
去
る
の
際
、
自

ら
実
地
の
問
題
に
論
究
し
て
基
・
仏
両
教
の
是
非
得
失
を
批
判

す
る
こ
と
あ
ら
ん
。
或
い
は
基
教
を
揚
げ
、
或
い
は
仏
教
を
抑

う
。
読
者
請
う
、
吾
人
の
仏
教
徒
た
る
故
を
も
っ
て
有
心
な
る

な
か
れ
。
要
は
宗
教
と
云
う
一
点
に
在
り
。
基
と
仏
と
は
暫
く

問
う
を
須
い
ざ
れ
。（
大
拙
全
集23: 14–15

）

西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
ゲ
ー
テ
の
汎
神
論
的 

世
界
観

一
九
〇
五
年
二
月
一
日
の
西
田
の
日
記
に
は
、「
鈴
木
大
拙
か
ら

オ
ー
プ
ン
・
コ
ー
ト
社
の
雑
誌
が
送
ら
れ
て
き
た
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
こ
の
雑
誌
に
編
者
の
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
に
よ
る
論
説
「
ゲ

ー
テ
の
多
神
教
と
キ
リ
ス
ト
教
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ケ
ー
ラ
ス

自
身
に
よ
る
ゲ
ー
テ
の
当
該
の
詩
の
英
訳( G

reat is D
iana of the 

一
茎
草
も
皆
無
限
の
意
義
を
有
し
、
人
生
の
哀
楽
悲
喜
亦
等

閑
の
因
縁
に
あ
ら
ざ
る
所
以
を
悟
ら
ん
と
す
る
の
情
な
る
を
。 

(
大
拙
全
集23: 20)

大
拙
は
自
ら
仏
教
徒
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
宗
教

と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
こ
そ
が
肝
心
な
の
で
会
っ
て
み
れ
ば
、
仏

陀
個
人
を
全
知
全
能
の
存
在
と
し
て
、あ
る
い
は
「
真
理
の
創
造
者
」

と
し
て
礼
拝
す
る
と
い
う
意
味
で
の
帰
依
者
で
は
な
く
、
仏
陀
の
証

す
る
真
理
そ
の
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
的
な
分
別
が
分
か
れ
る
以
前

の
「
不
生
不
滅
の
真
理
」
そ
の
も
の
は
、
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
の

仏
陀
よ
り
も
先
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
論
の

中
で
仏
教
だ
け
で
な
く
キ
リ
ス
ト
教
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら

と
言
っ
て
、
仏
教
と
の
宗
教
論
と
い
う
色
眼
鏡
で
見
ら
れ
る
の
は
本

意
で
は
無
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

吾
人
は
仏
教
徒
な
り
。
さ
れ
ど
吾
人
の
仏
陀
に
帰
依
す
る
は
、

仏
陀
を
も
て
、
真
理
の
創
造
者
、
全
知
全
能
の
唯
一
天
神
と
思

え
ば
に
あ
ら
ず
。
吾
人
は
真
理
の
両
極
未
分
以
前
よ
り
し
て
曠

劫
を
経
る
と
も
生
滅
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
。
仏
陀
の
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曲
折
の
楽
音
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
状
態
に
於
て
は
神

は
即
ち
世
界
、
世
界
は
即
ち
神
で
あ
る
」
と
書
く
。

不
注
意
な
読
者
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
汎
神
論
と
響
く
で
あ
ろ
う

が
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
こ
に
は
既
に
「
汎
神
論
者

よ
り
も
大
い
な
る
も
の
」
の
立
場
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
予

感
さ
れ
て
い
る
。「
芸
術
家
の
創
造
作
用
は
、
そ
れ
が
行
で
あ
る
と

共
に
知
で
あ
る
。
筆
の
先
、
鑿
の
先
に
眼
が
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
我
々
は
こ
の
立
場
に
於
て
、
知
識
に
よ
っ
て
達
す
る
こ
と
の

出
来
な
い
世
界
を
歩
み
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
」　

と
い
う
藝
術
論
が
、

純
粋
経
験
を
根
本
実
在
と
し
、
そ
こ
か
ら
真
善
美
の
統
一
を
求
め
た

西
田
の
創
造
作
用
論
か
ら
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

対
立
規
定
の
一
致
―「
分
化
と
統
一
は
唯
一
の
活
動
で
あ
る
」

ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
は
、
彼
が
始
め
た
哲
学
雑
誌
の
名
前
が
示
す

と
お
り
、
モ
ニ
ス
ト
（
一
元
論
者
）
で
あ
っ
た
が
、
鈴
木
大
拙
は
ケ

ー
ラ
ス
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
モ
ニ
ズ
ム
（
一
元
論
）
と
し
て
仏

Ephesians) 

と
ド
イ
ツ
語
の
ゲ
ー
テ
著
作
集
に
あ
るH

. K
nackfuss 

の
イ
ラ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

西
田
は
、『
善
の
研
究
』
の
第
四
編
宗
教
で
、
ゲ
ー
テ
の
当
該
の

詩
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

ゲ
ー
テ
が
〈
エ
ペ
ソ
人
の
デ
ィ
ア
ナ
は
大
な
る
か
な
〉
と
い
え

る
詩
の
中
に
い
っ
た
様
に
、
人
間
の
脳
中
に
お
け
る
抽
象
的
の

神
に
騒
ぐ
よ
り
は
、
専
心
デ
ィ
ア
ナ
の
銀
龕
を
作
り
つ
つ
パ
ウ

ロ
の
教
を
顧
み
な
か
っ
た
と
い
う
銀
工
の
方
が
、
あ
る
意
味
に

お
い
て
か
え
っ
て
真
の
神
に
接
し
て
居
た
と
も
い
え
る
。（（
西

田
全
集1: 192

）

西
田
は
四
高
の
ド
イ
ツ
語
と
倫
理
学
の
教
師
を
し
て
い
た
こ
ろ
、

ゲ
ー
テ
の
詩
劇
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
輪
読
し
、「
自
然
の
な
か
に
神

を
、
神
の
中
に
自
然
を
見
る
」
ゲ
ー
テ
の
詩
の
世
界
に
傾
倒
し
て
い

た
。　

ゲ
ー
テ
の
詩
に
触
発
さ
れ
た
西
田
は
「
一
幅
の
画
、
一
曲
の

譜
に
お
い
て
、
そ
の
一
筆
一
声
い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
直
に
全
体
の
精

神
を
現
さ
ざ
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
画
家
や
音
楽
家
お
い
て
に
一
つ

の
感
興
で
あ
る
者
が
直
に
溢
れ
て
千
変
万
化
の
山
水
と
な
り
、
紆
余
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同
時
に
核
で
あ
り
殻
で
あ
る
」 N

atur hat w
eder K

ern noch 

Schale, alles ist sie m
it einem

 M
ale. 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
具

体
的
真
実
在
即
ち
直
接
経
験
の
事
実
に
お
い
て
は
分
化
と
統
一

と
は
唯
一
の
活
動
で
あ
る
。（
西
田
全
集1: 191

）

「
分
化
と
統
一
は
唯
一
の
活
動
で
あ
る
」
と
は
、
直
接
経
験
の
事

実
に
お
い
て
は
分
化
即
統
一
、
統
一
即
分
化
と
い
う
同
時
的
か
つ
統

合
的
な
相
関
な
の
で
あ
っ
て
、
分
化
が
先
行
し
、
統
一
が
後
行
す
る

と
い
う
よ
う
な
時
間
的
因
果
関
係
の
意
味
に
の
み
限
定
し
て
理
解
す

べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
田
が
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
ゲ
ー
テ

の
言
葉
は
、「
勿
論-

物
理
学
者
へ
（A

llerdings, D
em

 Physiker

）」

と
い
う
晩
年
の
詩
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
内
部
に

立
ち
入
る
こ
と
を
拒
否
し
、
物
体
の
外
的
関
係
の
み
を
数
学
的
に
処

理
す
る
近
代
の
物
理
学
へ
の
不
満
を
語
る
と
同
時
に
、
我
々
が
直
接

に
経
験
す
る
生
き
た
自
然
に
は
、
内
部
も
外
部
も
な
い
と
い
う
直
観

を
ゲ
ー
テ
が
確
信
を
も
っ
て
語
っ
た
詩
で
あ
る
。

教
を
と
ら
え
る
こ
と
に
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ー
ザ
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
形
而
上
学
的
一
元
論
は
、
実
体
的
な
有
を
も
っ
て
世

界
の
根
本
と
す
る
点
で
は
二
元
論
と
お
な
じ
形
而
上
学
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。　

実
体
概
念
の
否
定
は
仏
教
の
根
本
で
あ
り
、
不

二
は
同
時
に
不
一
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
即
多
、
多
即
一
の

仏
教
の
立
場
に
お
い
て
は
一
元
論
と
二
元
論
と
の
対
立
そ
の
も
の
が

直
接
経
験
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
突
破
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
純
粋
経
験
」
の
事
実
に
お
い
て
は
、
本
来
一
で
あ
る
も
の
が
の
ち

に
分
化
し
て
二
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら

「
分
化
と
統
一
」
が
唯
一
の
活
動
な
の
で
あ
る
。

元
来
、
実
在
の
分
化
と
そ
の
統
一
と
は
一
あ
っ
て
二
あ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
一
方
に
お
い
て
統
一
と
い
う
こ
と
は
、
一
方

に
お
い
て
分
化
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
樹

に
お
い
て
花
は
よ
く
花
た
り
葉
は
よ
く
葉
た
る
の
が
樹
の
本

質
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
右
の
如
き
区
別
は
単
に
我
々
の
思

想
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
直
接
的
な
る
事
実
上
の
事
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
「
自
然
は
核
も
殻
も
持
た
ぬ
、
す
べ
て
が
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ば
そ
の
発
展
の
必
然
的
過
程
と
し
て
実
在
体
系
の
分
裂
を
来
す

よ
う
に
な
る
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
反
省
な
る
者
が
起
っ
て
来
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
由
っ
て
現
実
で
あ
っ
た
者
が
観
念
的
と

な
り
、
具
体
的
で
あ
っ
た
者
が
抽
象
的
と
な
り
、
一
で
あ
っ
た

者
が
多
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
一
方
に
神
あ
れ
ば
一
方
に
世

界
あ
り
、一
方
に
我
あ
れ
ば
一
方
に
物
あ
り
、彼
此
相
対
し
物
々

相
背
く
よ
う
に
な
る
。
我
ら
の
祖
先
が
知
慧
の
樹
の
果
を
食
う

て
神
の
楽
園
よ
り
追
い
出
だ
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
こ
の
真
理

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
祖
堕
落
は
ア
ダ
ム
、
エ
ヴ
の
昔

ば
か
り
で
は
な
く
、
我
ら
の
心
の
中
に
時
々
刻
々
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。（
西
田
全
集1: 192

）

こ
の
引
用
は
「
神
を
見
失
い
、
神
が
隠
れ
た
も
う
た
時
、
如
何
に

為
す
べ
き
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
神
を
見
失
っ
た
ま

さ
に
そ
の
と
こ
ろ
で
神
を
見
い
だ
す
よ
う
に
と
い
う
助
言
に
匹
敵
し

う
る
ほ
ど
の
良
き
助
言
は
存
し
な
い
」
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
答

え
を
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
知
慧
の

樹
の
果
を
食
べ
た
と
い
う
楽
園
喪
失
の
神
話
を
西
田
は
、
神
と
人
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
へ
の
共
感
―
神
す
ら
も
見
失
っ
た
と
こ
ろ 

に
神
を
見
る

鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
特
徴
的
な
こ
と

は
、
教
義
学
的
な
神
学
で
は
な
く
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
、

ベ
ー
メ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
に
対
す
る
共
感
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
思
想
家
は
、
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
教
義
を
よ
り
ど

こ
ろ
に
す
る
と
言
う
よ
り
は
自
己
自
身
の
直
接
的
体
験
か
ら
理
性
を

超
え
る
神
秘
に
触
れ
て
い
る
が
故
に
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
の

み
な
ら
ず
、
仏
教
的
世
界
と
も
通
底
す
る
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
「
隠
れ
た
る
神
」
と
な
ら
ん
で
、
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
『
教
導
講
話
』
も
ま
た
『
禅
の
研
究
』
で
引
用
さ
れ

て
い
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
っ
た
よ
う
に
神
す
ら
も
失
っ
た
所
に
真
の

神
を
見
る
の
で
あ
る
。
右
の
如
き
状
態
に
お
い
て
は
天
地
た
だ

一
指
、
万
物
我
と
一
体
で
あ
る
が
、
曩
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、

一
方
よ
り
見
れ
ば
実
在
体
系
の
衝
突
に
よ
り
、
一
方
よ
り
見
れ



90 

の
最
深
な
る
統
一
を
現
わ
す
に
は
先
ず
大
に
分
裂
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
人
間
は
一
方
よ
り
見
れ
ば
直
に
神
の
自
覚
で
あ
る
。
基
督

教
の
伝
説
を
か
り
て
い
え
ば
、
ア
ダ
ム
の
堕
落
が
あ
っ
て
こ
そ

基
督
の
救
が
あ
り
、
従
っ
て
無
限
な
る
神
の
愛
が
明
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。（
西
田
全
集1: 193

）

こ
こ
で
西
田
が
云
う
「
ア
ダ
ム
の
堕
落
が
あ
っ
て
こ
そ
キ
リ
ス
ト

の
救
い
が
あ
る
」
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
問
わ

ず
キ
リ
ス
ト
教
で
は
伝
統
的
に
「
祝
福
さ
れ
た
罪 felix culpa

」
と

し
て
了
解
さ
れ
た
事
柄
で
あ
っ
て
、単
に
神
学
者
の
間
だ
け
で
な
く
、

宗
教
改
革
期
に
「
楽
園
喪
失
」
と
「
楽
園
の
回
復
」
を
書
い
た
詩
人

ジ
ョ
ン·

ミ
ル
ト
ン
の
文
学
作
品
の
鍵
と
な
る
言
葉
で
あ
っ
た
。「
ま

さ
に
神
が
失
わ
れ
た
そ
の
場
所
で
神
を
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
修
道
女
に
あ
て
た
助
言
と
お
な
じ
く
、

西
田
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
脱
神
話
化
さ
れ
て
、
万
人
が

経
験
し
て
い
る
は
ず
の
直
接
経
験
の
現
場
か
ら
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ

る
。一

般
に
、
悪
の
起
源
と
そ
の
意
味
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
仏
教

我
と
物
と
が
分
離
し
た
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
「
分
別

知
」
の
反
省
作
用
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
楽
園
喪
失
の
神
話
は
分
別
知
と
い
う
妄
知

に
よ
っ
て
実
在
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
る
我
々
の
心
に
時
々
刻
々
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
神
の
似
姿
と
し
て
創
造
さ
れ

た
人
間
が
な
ぜ
罪
を
犯
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
原
罪
の
起

源
の
問
題
が
あ
り
、
仏
教
に
は
「
本
来
仏
に
ほ
か
な
ら
ぬ
衆
生
に
な

ぜ
煩
悩
が
生
じ
る
の
か
」
と
い
う
煩
悩
の
由
来
の
問
題
が
あ
る
は
そ

の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
教
義
学
や
仏
教
の
宗
学
の
問
題
を
、
以
下
の

引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
直
接
経
験
の
現
場
か
ら
答
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
見
れ
ば
、
分
裂
と
い
い
反
省
と
い
い
別

に
か
か
る
作
用
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
皆
こ
れ
統
一
の
半
面
た

る
分
化
作
用
の
発
展
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
分
裂
や
反
省
の

背
後
に
は
更
に
深
遠
な
る
統
一
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
、
反

省
は
深
き
統
一
に
達
す
る
途
で
あ
る
（「
善
人
な
ほ
往
生
す
、

い
か
に
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
語
が
あ
る
）。
神
は
そ
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て
は
救
わ
れ
な
か
っ
た
ワ
イ
ル
ド
の
「
深
き
淵
か
ら
」
の
懺
悔
の
言

葉
は
、聖
書
の「
放
蕩
息
子
の
譬
え
」に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
過

去
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
な
考
え
方
に

対
し
て
、「
罪
人
が
お
の
れ
の
罪
悪
を
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
過
去
を
転
換
し
、
お
の
れ
の
生
涯
に
お
い
て
も
っ
と
も
美
し
く
神

聖
な
時
と
な
し
た
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
恩
寵
に
つ
い
て
語
っ
た

ワ
イ
ル
ド
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
西
田
は
「
ワ
イ
ル
ド
は
罪
の
人
で

あ
る
が
故
に
能
く
罪
の
本
質
を
知
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
第

二
次
大
戦
後
に
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
の
な
か
で
、
親
鸞
を
範

と
し
な
が
ら
懺
悔
に
よ
る
廻
心
と
救
済
を
説
い
た
の
は
田
辺
元
で
あ

っ
た
が
、
西
田
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
転
換
が
、
過
去
が
現
在
を
限

定
す
る
時
間
的
な
因
果
と
は
別
に
、
現
在
が
過
去
を
変
じ
る
恩
寵
の

働
き
と
し
て
『
善
の
研
究
』
の
宗
教
論
で
先
取
り
し
て
い
た
と
言
っ

て
良
い
で
あ
ろ
う
。

で
あ
れ
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
宗
教
的
問
題
で
あ
る
が
、西
田
は
、

「
も
の
は
総
べ
て
そ
の
本
来
に
お
い
て
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
原
理

的
見
地
か
ら
出
発
す
る
。「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
説
く
大
乗
仏

教
と
、「
存
在
と
善
の
一
致
」
を
説
く
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
伝
統
と

も
共
通
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
善
悪
二
元
論
を
超
え
た

高
次
の
性
善
説
が
西
田
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
悪
の
起
源
は
実
在
体
系
の
矛
盾
衝
突
に
あ
り
、

こ
の
矛
盾
衝
突
は
実
在
の
分
化
作
用
に
基
づ
く
も
の
で
実
在
発
展
の

一
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、実
在
の
分
化
作
用
だ
け
を
見
て
、

そ
の
統
合
的
な
作
用
を
忘
却
し
て
い
た
の
で
は
、
悪
の
宗
教
的
意
味

は
了
解
さ
れ
え
な
い
。「
罪
悪
、
不
満
、
苦
悩
は
我
々
人
間
が
精
神

的
向
上
の
要
件
で
あ
る
、
さ
れ
ば
真
の
宗
教
家
は
こ
れ
ら
の
も
の
に

お
い
て
神
の
矛
盾
を
見
ず
し
て
か
え
っ
て
深
き
神
の
恩
寵
を
感
ず

る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
悪
の
宗
教
的
な
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
証

す
る
事
例
と
し
て
、
西
田
は
、
当
時
出
版
さ
れ
て
間
も
な
か
っ
た
オ

ス
カ
ル
・
ワ
イ
ル
ド
の
「
獄
中
記 D

e Profundis

」
の
な
か
の
宗

教
的
廻
心
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
既
成
の
道
徳
や
宗
教
に
よ
っ
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る
に
及
ば
ぬ
」
と
言
う
。
絶
対
的
に
一
な
る
神
は
、
多
と
対
立
す
る

相
対
的
な
一
で
は
な
く
、
多
を
成
立
さ
せ
る
神
で
あ
り
、
各
人
の
自

覚
に
基
づ
く
自
由
を
認
め
る
神
で
も
あ
る
。
西
田
は
同
時
代
の
英
国

の
国
教
会
改
革
運
動
に
参
与
し
た
イ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ス
の
「
一
の
人

格
は
必
ず
他
の
人
格
を
求
め
る
、
他
の
人
格
に
お
い
て
自
己
が
全
人

格
の
満
足
を
得
る
の
で
あ
る
、
即
ち
愛
は
人
格
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

特
徴
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
。
イ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ス
の

人
格
論
で
は
、「
聖
な
る
人
格( divine person)

」
と
「
人
間
的
人
格

( hum
an person)

」
の
双
方
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
他
者
の
人
格
の
自
由
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
人
格
的
な

愛
の
交
流
が
成
り
立
つ
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
論
が
語
ら
れ
て

い
た
。
西
田
は
「
他
の
人
格
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
自
己
の

人
格
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
、
而
し
て
か
く
各
が
相
互
に
人
格
を
認

め
た
る
関
係
は
即
ち
愛
で
あ
っ
て
、
一
方
よ
り
見
れ
ば
両
人
格
の
合

一
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
愛
に
お
い
て
二
つ
の
人
格
が
互
に
相
尊
重

し
相
独
立
し
な
が
ら
而
も
合
一
し
て
一
人
格
を
形
成
す
る
」と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
田
は
「
神
は
無
限
の
愛
な
る
が
故
に
、
凡
て

我
々
の
個
人
性
を
ど
う
考
え
る
か
―
イ
リ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ス
の

キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
論
の
評
価

自
然
を
外
部
か
ら
突
き
動
か
す
ご
と
き
人
格
神
を
退
け
た
と
は
い

え
、『
善
の
研
究
』
か
ら
晩
年
の
宗
教
哲
学
に
至
る
ま
で
西
田
の
一

貫
し
た
立
場
と
し
て
実
在
の
根
底
は
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

実
在
理
解
が
あ
る
。
人
間
は
外
的
な
る
神
の
「
所
作
物
」
で
は
な

く
、
実
在
の
根
底
を
な
す
神
の
表
現(m

anifestation)

で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
決
し
て
各
人
の
人
格
の
自
覚
的
独
立
を
否
定
す
る
こ
と

で
は
な
い
と
い
う
人
格
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
仏
教
は
人
格

と
い
う
概
念
を
根
源
的
な
物
と
は
認
め
な
い
と
い
う
普
通
の
仏
教
理

解
と
は
異
な
っ
て
、
西
田
の
場
合
は
、
禅
仏
教
に
お
い
て
も
浄
土
教

に
お
い
て
も
「
人
格
」
や
「
個
人
性
」
は
、
分
別
知
で
は
理
解
で
き

な
い
「
信
・
望
・
愛
」
の
直
覚
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
場
合
と
同
じ
く
宗
教
経
験
に
お
い
て
根
本
的
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
田
は
ま
ず
「
万
物
は
唯
一
な
る
神
の
表
現

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
各
人
の
自
覚
的
独
立
を
否
定
す
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め
、「
数
学
者
は
自
己
を
棄
て
て
数
理
を
愛
し
数
理
其
者
と
一
致
す

る
が
故
に
、
能
く
数
理
を
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
美

術
家
は
能
く
自
然
を
愛
し
、
自
然
に
一
致
し
、
自
己
を
自
然
の
中
に

没
す
る
こ
と
に
由
り
て
甫
め
て
自
然
の
真
を
看
破
し
得
る
」
と
い
う

純
粋
経
験
の
事
実
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
こ
の
主
客
合
一
作
用
を
、

「
愛
は
智
の
結
果
」「
智
は
愛
の
結
果
」
と
い
う
よ
う
に
分
別
知
的
に

分
け
て
考
え
る
の
は「
未
だ
愛
と
知
の
真
相
を
得
た
も
の
で
は
な
い
」

の
で
あ
っ
て
「
自
己
を
忘
れ
、
た
だ
自
己
以
上
の
不
可
思
議
力
が
独

り
堂
々
と
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
時
が
主
も
な
く
客
も
な
く
、
真

の
主
客
合
一
で
あ
る
。
こ
の
時
が
知
即
愛
、
愛
即
知
で
あ
る
」。
数

理
の
妙
に
心
を
奪
わ
れ
寝
食
を
忘
れ
て
こ
れ
に
耽
け
る
時
、
我
は
数

理
を
知
る
と
共
に
こ
れ
を
愛
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
我
々
が

他
人
の
喜
憂
に
対
し
て
、
全
く
自
他
の
区
別
が
な
く
、
他
人
の
感
ず

る
所
を
直
に
自
己
に
感
じ
、
共
に
笑
い
共
に
泣
く
、
こ
の
時
我
は
他

人
を
愛
し
ま
た
こ
れ
を
知
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
愛
は
他
人
の
感

情
を
直
覚
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
。
西
田
の
考

え
で
は
、「
普
通
の
知
と
は
非
人
格
的
対
象
の
知
識
で
あ
る
。
た
と

の
人
格
を
包
含
す
る
と
共
に
凡
て
の
人
格
の
独
立
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
仏
教
徒
で
あ

っ
た
大
拙
や
西
田
が
受
容
で
き
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
格
論
の
考
え

方
で
あ
っ
た
ろ
う
。

智
と
愛
は
同
一
の
精
神
作
用
で
あ
る
ー
『
善
の
研
究
』
の
最

終
章
（
附
録
）
か
ら

『
善
の
研
究
』
の
最
終
章
「
智
と
愛
」
は
、
も
と
も
と
は
清
沢
満

之
の
雑
誌
『
精
神
界
』
に
寄
稿
し
た
も
の
を
『
善
の
研
究
』
の
最
後

に
付
加
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
浄
土
教
の
「
如
来
」
と
キ
リ
ス
ト

教
の
「
神
」
が
ほ
と
ん
ど
置
換
可
能
な
形
で
書
か
れ
て
い
る
点
で
、

山
崎
弁
栄
の
『
宗
祖
の
皮
髄
』
や
「
如
来
光
明
礼
拝
儀
」
と
共
通
す

る
構
造
―
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
通
底
す
る
霊
性
的
自
覚
の
構
造
を

示
し
て
い
る
。

西
田
は
通
常
は
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
智
と
愛
」
が
同

一
の
精
神
作
用
で
あ
る
考
え
る
べ
き
理
由
を
主
客
合
一
作
用
に
も
と
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と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
最
も
即
し
た
文
章
で
あ
る
の
で

こ
こ
に
全
文
を
引
用
し
た
い
。

学
問
も
道
徳
も
皆
仏
陀
の
光
明
で
あ
り
、
宗
教
と
い
う
者
は
こ

の
作
用
の
極
致
で
あ
る
。
学
問
や
道
徳
は
個
々
の
差
別
的
現
象

の
上
に
こ
の
他
力
の
光
明
に
浴
す
る
の
で
あ
る
が
、
宗
教
は
宇

宙
全
体
の
上
に
お
い
て
絶
対
無
限
の
仏
陀
そ
の
者
に
接
す
る
の

で
あ
る
。「
父
よ
、
も
し
み
こ
こ
ろ
に
か
な
は
ば
こ
の
杯
を
我

よ
り
離
し
た
ま
へ
、さ
れ
ど
我
が
意
の
ま
ま
を
な
す
に
あ
ら
ず
、

唯
み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
な
し
た
ま
へ
」
と
か
、「
念
仏
は
ま
こ

と
に
浄
土
に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地

獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も
て
存
知

せ
ざ
る
な
り
」
と
か
い
う
語
が
宗
教
の
極
意
で
あ
る
。
而
し
て

こ
の
絶
対
無
限
の
仏
も
し
く
は
神
を
知
る
の
は
た
だ
こ
れ
を
愛

す
る
に
因
り
て
能
く
す
る
の
で
あ
る
、
こ
れ
を
愛
す
る
が
即
ち

こ
れ
を
知
る
で
あ
る
。
印
度
の
ヴ
ェ
ー
ダ
教
や
新
プ
ラ
ト
ー
学

派
や
仏
教
の
聖
道
門
は
こ
れ
を
知
る
と
い
い
、
基
督
教
や
浄
土

宗
は
こ
れ
を
愛
す
と
い
い
ま
た
は
こ
れ
に
依
る
と
い
う
。
各
自

い
対
象
が
人
格
的
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
非
人
格
的
と
し
て
見
た
時

の
知
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
愛
と
は
人
格
的
対
象
の
知
識
で
あ

る
、
た
と
い
対
象
が
非
人
格
的
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
人
格
的
と
し
て

見
た
時
の
知
識
で
あ
る
。
両
者
の
差
は
精
神
作
用
そ
の
者
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
象
の
種
類
に
由
る
」
の
で
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
宇
宙
実
在
の
本
体
が
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
愛

は
実
在
の
本
体
を
補
足
す
る
力
で
あ
り
、
物
の
最
も
深
き
知
識
で
あ

る
」
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
愛
は
知
の
極
点
で
あ
る
」

と
い
う
立
場
か
ら
宗
教
上
の
事
柄
を
考
察
す
る
と
、
主
観
は
自
力
で

あ
り
客
観
は
他
力
で
あ
る
の
で
、「
我
々
が
客
観
的
に
物
を
知
り
物

を
愛
す
と
い
う
の
は
自
力
を
捨
て
て
他
力
の
信
心
に
入
る
こ
と
を
言

う
」
の
で
あ
っ
て
、「
我
々
は
日
々
に
他
力
信
心
の
上
に
働
い
て
い

る
」
と
い
う
浄
土
教
の
宗
教
的
活
動
が
、
本
願
他
力
を
根
拠
と
し
た

働
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
知
と
愛
」
の
章
の
結
び
の
言
葉
は
、

光
明
主
義
を
唱
え
た
山
崎
弁
栄
と
お
な
じ
よ
う
に
、
仏
陀
の
光
明
の

う
え
に
学
問
も
道
徳
も
成
り
立
つ
と
言
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
の
べ

て
『
善
の
研
究
』
を
結
ん
で
い
る
。
や
や
長
文
で
あ
る
が
、「
知
と
信
」
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三
、 

宗
教
は
そ
の
体
裁
種
々
な
り
と
い
え
ど
も
其
根
本
重
要
な
る
原

理
に
至
り
て
は
皆
相
一
致
す
る
も
の
な
る
こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。

3
 

『
藝
術
と
道
徳
』（
西
田
全
集3: 468

）

4
 

機
械
論
的
な
物
理
学
に
対
す
る
批
判
は
、
た
だ
外
部
に
あ
っ
て
世
界
を

突
き
動
か
す
ご
と
き
神
へ
の
批
判
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
西
田

が
ゲ
ー
テ
と
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
自
然
理
解
で
あ
り
、
神
理
解
で
も

あ
る
。
同
じ
く
ゲ
ー
テ
の
晩
年
の
「
序
曲
」
と
い
う
詩
に
は
、「
世
界

を
内
部
か
ら
動
か
し
て
こ
そ
本
当
の
神
だ
、
自
然
を
自
己
の
内
部
に
宿

し
、
自
己
を
自
然
の
う
ち
に
宿
ら
せ
、
そ
の
内
部
に
生
動
し
存
在
す
る

一
切
が
つ
ね
に
彼
の
力
を
現
じ
、
彼
の
精
神
を
体
し
て
こ
そ
本
当
の
神

だ
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。

5
 

山
崎
弁
栄
の
『
宗
祖
の
皮
髄
』
で
は
、「
人
格
」
は
「
霊
性
」
と
並
ん

で
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
り
、「
霊
的
人
格
」
な
い
し
「
霊
格
」
と

し
て
法
然
聖
人
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
う

人
格
は
関
係
概
念
で
あ
っ
て
実
体
概
念
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
関
係
概
念
と
し
て
捉
え
た

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
伝
統
に
も
と
づ
く
人
格
論
と
の
対
応
が
あ
る
。

た
な
か
・
ゆ
た
か 

上
智
大
学
名
誉
教
授

そ
の
特
色
は
な
い
で
は
な
い
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
同
一
で

あ
る
。
神
は
分
析
や
推
論
に
由
り
て
知
り
得
べ
き
者
で
な
い
。

実
在
の
本
質
が
人
格
的
の
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
最
人
格

的
な
る
者
で
あ
る
。
我
々
が
神
を
知
る
の
は
た
だ
愛
ま
た
は
信

の
直
覚
に
由
り
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
は
神
を
知
ら

ず
我
た
だ
神
を
愛
す
ま
た
は
こ
れ
を
信
ず
と
い
う
者
は
、
最
も

能
く
神
を
知
り
お
る
者
で
あ
る
。（
西
田
全
集1: 199–200

）

註

1
 

こ
の
著
作
は
河
波
先
生
の
監
修
で
現
代
語
訳
さ
れ
『
法
然
の
神
髄
』
と

題
し
て
二
〇
一
六
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

2
 

明
治 

二
六 

年
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
宗
教
大
会
の
大
会

準
備
委
員
長
バ
ロ
ー
ス
は
大
会
開
催
理
由
の
な
か
に
「
比
較
宗

教
学
の
進
歩
」
を
挙
げ 

一
、
諸
宗
教
は
皆
幾
分
の
真
理
を
有
す
る
こ
と 

二
、 

何
種
の
宗
教
に
て
も
人
の
常
に
要
す
べ
き
教
誡
を
悉
く
挙
示
証
明

す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
こ
と


