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宗

教

•

哲

学

•
科
学

——

西
田

•

田
辺•

西
谷
哲
学
と
浄
土
教
思
想

武田
龍精

「

虚
無」

の
立
場

.「
空」

の
立
場

.「

浄
土
教」

の
立
場

西
谷
は
、「

宗
教
と
科
学」

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「

あ
ら
ゆ
る
宗
 

教
が
現
在
逢
着
し
て
い
る
最
も
汰
き
な
、
ま
た
最
も
根
本
的
な
問
題
の
 

一
つ
は
、
科
学
と
の
関
係
で
あ
?.
,」

(10:87)

と
い
う
。
彼
は
、
人
間
 

と
自
然
法
則
と
の
関
係
を
深
く
究
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
含
 

ま
れ
て
い
る
根
本
的
在
り
方
を
見
つ
め
つ
つ
、
科
学
が
宗
教
の
存
在
根
 

拠
に
ま
で
与
え
た
致
命
的
な
影
響
を
指
摘
し
、
近
世
以
後
の
宗
教
が
そ
 

れ
を
如
何
に
し
て
超
克
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
仏
教
の「

空」

の
 

立
場
に
立
っ
て
鋭
く
切
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。

私
は
、
ど
こ
ま
で
も
浄
土
教
者
の
立
場
に
立
っ
て
、「

人
間
と
自
然
 

法
則」

の
関
係
に
つ
い
て
、
西
谷
が
お
こ
な
っ
た
深
淵
な
る
哲
学
的
思
 

惟
を
と
り
あ
げ
、
大
い
な
る
示
唆
を
受
け
な
が
ら
も
種
々
問
題
点
を
感
 

じ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
率
直
に
提
示
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
西
谷
は
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
起
こ

って
き

た

機
械
へ「

人
 

間
知
性
の
純
粋
な
産
物」)

の
成
立
が
、
人
間•

自
然
•
世
界
す
ベ
て
の

存
在
の
根
柢
に「

虚
無
の
開
け」

を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
機
械
の
成
 

立
に
よ
っ
て
、
人
間
と
自
然
法
則
と
の
支
配
関
係
に
お
い
て
、
一
一
重
の
 

逆
転
が
起
こ
っ
た
。
人
間
が
機
械
を
産
み
だ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
 

然
法
則
を
支
配
し
た
か
に
み
え
た
が
、
現
実
は
人
間
が
機
械
に
よ
っ
て
 

支
配
さ
れ
る
事
態
が
起
こ
っ
た
。
人
間
の
機
械
化
で
あ
り
、
人
間
性
の
 

喪
失
で
あ
る
。
他
方
、
人
間
存
在
は
ど
こ
ま
で
も
自
然
法
則
に
よ
っ
て
 

支
配
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
械
の
成
立
に
よ
っ
て
、
人
 

間
存
在
の

,®
底
の
う
ち
に「

自
然
法
則
の
全
く
外
に
立
つ
か
の
如
き
人
 

間
の
あ
り
方」

Iを
開
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
西
谷
に
と
っ
て
、「

虚
無
の
 

開
け
た
あ
り
方」

で
あ
る
。

人
間
と
自
然
と
の
本
来
的
な
関
係
の
う
え
に
生
じ
た
逆
倒
が
、
以
上
 

の
よ
う
な
、
人
間
の
機
械
化
と
そ
の
欲
求
的
主
体
化
と
の
根
本
的
絡
み
 

合
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
絡
み
合
い
の
根
底
に
、
そ
れ
の
無
意
味
さ
と
 

し
て
虚
無
が
開
か
れ
た
と
、
西
谷
は
主
張
す
る
。

さ
ら
に
、
虚
無
に
立
つ
主
体
の
あ
り
方
を
、
西
谷
は
次
の
如
く
捉
え
 

て
い
る
。



一
、
人
間
は
、
自
然
法
則
の
徹
底
的
な
支
配
か
ら
の
離
脱
、
全
き
自
 

由
を
見
出
す
。

一1 、

衝
動
的

•欲
求
的
な
、
生
の
ま
ま
の「

生」

に
自
己
を
合
わ
せ
 

た
よ
う
な
主
体
。

三
、
人
間
生
活
の
合
理
化
以
前
の
生
の
ま
ま
の
生
が
、
か
え
っ
て
合
 

理
性
の
全
く
と
ど
き
得
ぬ
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
よ
う
な
虚
無
に
立

っ
o

四
、
非

「

理
知
的」

•非

「
精
神
的」

な
、
反
省
以
前
的
な
人
間
の
 

あ
り
方
へ
の
肯
定
。

五
、
虚
無
に
立
ち
つ
つ
、
無
制
限
に
欲
求
を
追
及
す
る
主
体
の
立
場
。

六
、
無
自
覚
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
欲
求
的
人
間
へ
の
転
落
。

ま
た
、
西
谷
は
、
か
か
る
虚
無
か
ら
の
脱
却
は
け
っ
し
て
虚
無
自
身

か
ら
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
虚
無
か
ら
の
脱
却
を
 

志
向
せ
ん
と
す
る
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
か
え
っ
て
虚
無
か
ら
阻
止
 

さ
れ
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
つ
て
い
る
。

こ

こ

に

こ

そ

、
西
谷
は
、「

宗
教
と
科
学
と
い
う
問
題」

の
、「
集
約
 

さ

れ

た
且
つ
根
本
的
な
姿」

(100 )

が
現

れ

て

い

る

と

見

る

。

か
か
る「

虚
無」

か
ら
の
脱
却
へ
の
方
向
と
し
て
、
宗
教
の
側
に
お
 

け
る
可
能
性
と
し
て
は
、「

超
人
格
性
の
場」

が
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
西
谷
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 

い
わ
ゆ
る
人
格
的
な
神
の「

本
質」

と
し
て
の「

絶
対
的
な
る
無」

の
 

う
ち
に
見
出
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
主
体
性
の
直
下
に「

人
格
と
 

し
て
の
主
：̂

を
突
破
し
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
絶
対
否
定
の
場
と
し

て

、

同
時
に
ま

た

、

そ

こ

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
人
格
も

現
成
し
て
い
 

る

よ

う
な
、
そ

う

い

う
絶
対
的
肯
定
の
場」

と

し

て

考

え

ら

れ

た

。

そ

 

れ
を
西
谷
は
、「

絶
対
的
な
死
即
生
の
場」

と

い

う

。

さ
ら
に
、
西
谷
は
、
虚
無
か
ら
の
脱
却
へ
の
方
向
と
し
て
、「

絶
対
 

的
な
死
即
生
の
場」

が
、
最
も
此
岸
的
な
場
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
が
、
 

仏
教
で
い
わ
れ
る「

空」

の
立
場
で
あ

る

と

捉

え

る

。虚
無
と
空
と
が
、 

深
い
哲
学
的
思
惟
に
よ
っ
て
比
較
さ
れ
、
結
局
は
、
虚
無
の
深
淵
と
い
 

わ
れ
る
場
さ

え

も
、
空
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
と
い
う
仕
方
 

で
も
っ
て
、
い
わ
ば
虚
無
の
深
淵
を
も
うI

歩
突
き
破
っ
た
場
と
し
て
、 

「

空」

の
深
淵
が
現
成
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る

。

そ
の
思
惟
の
過
 

程
に
お
い
て
、
西
谷
は
、「

主
体」

「

実
体」

の
概
念
を
根
本
的
に
問
い
一
 

な
お
し
、
そ

こ

か

ら「

も
の」

の

「

自
体」

と

は

何
か
を
問
い
、「

真

60 

の
自
体
は
無
自
性
で
あ

る」
(132) 、

と
い
う
帰
結
を
見
出
す
。「

無

自

一
 

性」

と
は
、
仏
教
の「

空」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、「

空」

の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
現
代
の
問
題
と
し
て
、
か
か
る
 

「

空」

の
立
場
が
、
さ
ら
に「

歴
史
性」

と
い
う
こ
と
と
如
何
な
る
関
 

係
に
あ
る
の
か
が
吟
味
さ
れ
る
。( 「

空
と
時」

.「

空
と
歴
史」)

以
上
が
、
虚
無
の
立
場
か
ら
空
の
立
場
へ
の
転
換
に
お
い
て
、
宗
教
 

と
科
学
の
問
題
を
、
い
わ
ば
そ
の
根
底
に
向
か
っ
て
、
科
学
に
よ
っ
て
 

も
た
ら
さ
れ
た
決
定
的
な
あ
り
方
を
、
現
代
の
宗
教
は
如
何
に
超
克
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
、
宗
教
に
と
っ
て
は
最
も
根
本
的
な
問
 

い
に
応
答
せ
ん
と
し
た
西
谷
の
哲
学
的
立
場
で
あ
る
。

か
か
る
西
谷
の
哲
学
的
立
場
に
対
し
て
、
浄
土
教
者
の
立
場
か
ら
非



才
な
が
ら
応
答
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
大
き
く一

一
つ
に
分
け
る
こ
と
 

が
で
き
る
。

第
一
は
、
西
谷
が
捉
え
た
宗
教
と
科
学
の
問
題
に
お
い
て
、
科
学
が
 

宗
教
に
も
た
ら
し
た
決
定
的
な
世
界
観
の
転
換
に
対
し
て
、
浄
土
教
は
 

如
何
に
答
え
る
の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
浄
土
教
の
 

教
学
上
の
み
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
教
学
的
構
築
以
前
の
宗
教
 

的
実
存
の
場
に
お
け
る
最
も
主
体
的
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一I

は
、
西
谷
自
身
が
、
虚
無
の
開
け
を
如
何
に
克
服
す
る
か
に
答
 

え
た「

空」

の
立
場
そ

の

も

の

が

、
果
た
し
て
仏
教
が
捉
え
た「

空」

 

で
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
当
然
い
わ
ゆ
 

る
仏
教
教
義
上
で
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
な
 

ぜ
な
ら
ば
、
教
義
と
か
教
学
と
か
は
、
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
理
性
的
行
 

為
の
産
物
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
が「
空」

を
語
っ
て
い
る
 

場
は
、
い
わ
ば「

空」

が
西
谷
と
い
う
人
間
存
在
と一
つ
と
な
っ
て
い
 

る
よ
う
な
、
ま
さ
に
西
谷
自
身
の「

絶
対
的
な
死
即
生」
と
い
う
最
も
 

此
岸
的
な
る
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
 

は
、
そ
れ
へ
の
問
い
を
遮
断
す
る
よ
う
な
場
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
、
 

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
立
場
に
対
し
て
開
か
れ
た
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
西
谷
流
に
換
言
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
立
場
が
、
た
と
 

え
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
場
で
あ
れ
、
そ
の
場
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
そ
 

の
場
を
現
成
し
て
い
る
そ
の
直
下
に
お
い
て
、
実
は「

空」

が
見
出
さ
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「

空」

は
、
西
谷

に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(a
)

#

が̂
も
た
ら
し
た
世
^
|1
の
決
定
的
転
換
並
び
に
人
間
の
機
械

化
に
対
す
る
浄
土
教
の
応
答

西
谷
に
よ
れ
ば
、
時
間
的
•
感
性
的
世
界(sclstla

の
立
場)

と
 

永
遠
的
•
超
感
性
的
世
界(sapientia

の
立
場)

と
の
連
続
性
が
、
近
 

世
的
な
意
味
で
の
科
学
に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
た
。
科
学
は
、
知
識
の
種
 

類
と
し
て
は
伝
統
的
な
意
味
で
のscientia

と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
根
 

本
の
精
神
に
お
い
て
は
全
く
異
質
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
背
景
を
 

な
し
て
い
た
一
一
重
的
な「

世
界」

観
が
消
失
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
近
世
科
学
の
立
場
で
は
、
感
性
的
事
物
を一

一
世
界
観
に
お
一
 

い
て
無
常
•非
実
在
•
仮
象
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
見
方
讥
 

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、

子
の
立
場
は
、
無
常
.

一 

転
変
な
る
現
象
の
う
ち
に
、
数
学
的
に
計
量
で
き
る
運
動
を
観
察
し
、 

そ
れ
を
不
変
な
エ
レ

メ

ン

ト
相
互
間
の
結
八
ロ
の
変
化
で
あ

る

こ

と

を
発
 

見
し
た
。
不
変
な
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
 

た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
変
わ
る
も
 

の
の
彼
方
に
、
そ
の
外
に
不
変
な
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
 

く
、
変
わ
る
も
の
の
内
部
に
不
変
な
る
も
の
が
捉
え
ら
れ
た
。
変
わ
る
 

も
の
は
、
不
変
な
る
も
の(

法
則)

の
表
現
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
よ
う
 

に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
変
化
す
る
も
の
を
否
定
的
な
無
常
観
の
立
 

場
か
ら
、
単
に
有
限
性
の
意
纖
、
不
安
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
受
け



と

め

ら

れ
て
い
た
こ

と

に
対
し
て
、
近
世
の
科
学
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
 

を
克
服
す
る
か
の
如
き
安
定
感
と
秩
序
の
意
識
を
与
え
る
よ
う
に
な

っ
 

た
。か

か
る
意
識
は
、
従
来
、
形
而
上
学
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
 

近
世
以
後
、
科
学
が
形
而
上
学
に
代
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
有
限
 

性
の
真
唯
中
に
無
限
性
を
直
接
揷
入
し
た
と
も
い
え
る
事
態
で
あ
る
。
 

か
か
る
無
限
性
の
立
場
こ
そ
、
純
粋
悟
性
の
立
場
で
あ
り
科
学
的
思
惟
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
科
学
的
世
界
観
に
対
応
せ
ん
と
す
る
と
き
、
従
来
説
 

か
れ
て
い
た
浄
土
教
の
い
わ
ゆ
るr

捨
此
往
彼」

の
世
界
観
は
完
全
に
 

そ
の
意
味
を
喪
失
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
1

. 

t
-
H

と
い
う
一
一
世
界
の
構
造
を
基
盤
に
し
て
成
り
立
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
 

て
穢
土
を
捨
て
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
こ
そ
が
浄
土
教
的
救
済
で
あ
る
 

と
い
う
宗
教
的
働
き
と
そ
の
力
は
、
ま
す
ま
す
色
あ
せ
た
も
の
と
な
っ
 

て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
穢
土
と
浄
土
と
の
あ
い
だ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
 

死
が
置
か
れ
て
捉
え
ら
れ
て
く
る
と
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
現
実
 

の
立
場
に
お
い
て
は
、
穢
土
と
浄
土
と
の
ニ
世
界
性
は
決
定
的
な
も
の
 

と
な
っ
た
。
こ
こ
に
現
在
の
$

教
団
が
単
な
る
葬
式
仏
教
に
堕
し
て
 

し
ま
っ
た
原
因
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
言
い
過
ぎ
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
 

団
の
経
済
的
基
盤
の
大
半
がM

と
法
事
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
 

と
い
え
よ
う
。
か
か
る
現
象
の
背
後
的
実
態
を
、
も
し
ニ
ー
チ
ェ
が
見
 

た
な
ら
ば
、『

反
キ
リ
ス
ト
者』

に
お
い
て
お
レ」

な
っ
た
の
と
同
様
な
 

る
痛
烈
な
僧
侶
批
判
を
投
げ
か
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
田
辺
が
論
じ
た
如
く
、
浄
土
教
は
現
代
に
生
け
る
宗
教
と
 

し
て
、
科
学
哲
学
の
歴
史
的
批
判
的
自
覚
の
う
え
に
立
た
な
け
れ
ば
な
 

ら

な

い
。
も
は
や
死
を
媒
介
に
し
て
穢
土
を
捨
て
て
$

に
往
生
す
る

 

と
い
う
一
一
世
界
観
は
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
教
の
う
ち
 

に
こ
れ
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
古
い
形
而
上
学
的
教
説
は
、
少
な
く
と
も
 

そ
れ
が
従
来
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
苦
悩
せ
る
民
衆
を
救
っ
て
き
た
 

宗
教
的
力
を
今
や
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
従
来
の
$

観•

往
生
観

.

念
仏
観

•仏
身
観
と
い
う
浄
土
教
の
根
本
教
説
は
、
根
柢
か
ら
再
解
釈
 

し
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

浄
土
教
は
、
そ
の
存
在
根
拠
を
揺
る
が
す
ほ
ど
の
危
機
的
事
態
を
、

実
は
、
何
度
か
歴
史
の
節
目
に
お
い
て
実
際
に
経
験
し
乗
り
越
え
て
き

一
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
約
時
被
機
の
価
値
観
か
ら
、
道
掉
は
、
聖
道
門
を
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捨
て
浄
土
門
を
唯1

な
る
仏
道
と
し
て
選
取
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、

一 

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
親
鸞
は
末
法
•
滅
法
の
時
代
に
お
い
て
釈
迦
の
遺
 

教
す
べ
て
が
隠
滞
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
覚
を
明
確
に
も
っ
て
い
た
。
 

そ
れ
は
釈
迦
教
か
ら
弥
陀
教
へ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
科
学
成
立
後
の
現
代
に
お
い
て
は
、
$

門
さ
え
も
捨
 

て
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
二
世
 

界
観
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
き
た
よ
う
な
浄
土
門
は
も
は
や
選
捨
さ
れ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
、
も
し
浄
土
教
の
う
ち
に
な
お
も
克
 

服
す
る
道
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

一
体
如
何
な
る
方
向
が
残
さ
れ
て
 

い
る
の
で
あ

ろ

う
か
。
私
は
、
そ
の
方
向
は
、

教
の
う
ち
に
見
出
 

さ
れ
る
大
乗
菩
薩
道
の
実
践
し
か
な
い
と
思
う
。
田
辺
が
懺
悔
道
の
哲



学
と
し
て
捉
え
た「

他
力」

も
、
か
か
る
菩
薩
道
か
ら
現
成
せ
る
も
の
 

で
あ
る
。教

に
お
け
る
大
乗
菩
薩
道
と
は
、
法
蔵
菩
薩
道
に
ほ
か
な
ら
な
 

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
神
話
的
説
話
な
ど
で
は
な
く
、
歴
史
的
 

仏
陀
で
あ
る
ゴ
I
タ
マ•

ブ
ッ
ダ
を
歴
史
的
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

法
蔵
菩
薩
の
願
心(
真
如
法
性
か
ら
生
起
せ
る
慈
悲
心)

を
、
凡
夫
で
あ
 

る
自
己
存
在
の
主
体
的
根
柢
と
し
て
自
覚
的
に
生
き
る
生
そ
の
も
の
の
 

場
に
お
い
て
こ
そ
、
科
学
哲
学
の
歴
史
的
批
判
的
自
覚
に
徹
到
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
代
的
状
況
の
な
か
で
、
i

教
の
宗
教
的
固
 

^
^
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
谷
が
、『

根
源
的
主
：̂

の
哲
学J
の
中
で
、
次
の
如
く
論
じ
た
 

言
葉
の
う
ち
に
、
私
は
上
に
述
べ
た
こ
と
と
軌
を1

に
す
る
立
場
が
示
 

唆
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

両
者(

神
性
と
人
間
性
I
筆
者
注)

は
往
還
両
廻
向
の
連
関
に
お
い
て
 

見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

こ

に

す
ベ
て
の
高
^
o
i
l
Tr
r教
を
単
な
る
 

迷
信
か
ら
区
別
す
る
根
本m

が
あ
る
。…

…

仏
教
の
*m
門
に
お
 

い
て
、
往
生
即
得
、
報
恩
報
謝
と
い

わ

れ

る
I

が
、
如
来
弘
誓
の
 

本
願
力
に
乗
じ
て
早
く
涅
槃
に
至
り
、
還
相
廻
向
に
お
い
て
利
他
の
 

果
を
得
る
こ

と

で
あ
り
、「

真
実
利
§

心」

が
強
調
さ
れ
て
、「

願
 

作
仏
の
心
は
こ
れ
度
f

の
こ
こ
ろ
な
り
、
度
衆
牛
の
心
は
利
他
真
 

実
の
信
心
な
り」

と

い

わ

れ

る

吣

、

わ

れ

わ

れ

は

そ

こ

に
同
一
の
根

 

本
精
神
を
認
め
得
な
い
で
あ

ろ

う
か
。
こ

こ

で
信
心
と
は
、
如
来
の
 

顔
力
に
乗
っ
て
往
い
て
救
わ
れ
同
じ
勞
に
乗
っ
て
還
つ
て
他
を
救

う
こ
と
、
如
来
の
大
慈
悲
心
の
願
を
自
ら
の
実
践
に
継
承
し
、
如
来
 

の
生
を
い
き
る
こ
と
で
あ
る
。

西
谷
は
、
か
か
る
如
来
の
生
を
生
き
る
体
験
と
実
践
こ
そ
が
、
同
様
 

な
体
験
や
追
体
験
を
惹
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
牛
起
し
た
歴
史
的
現
実
 

在
と
し
て
の
結
晶
が
宗
教
的
教
団
で
あ

る

と

い
う
。
そ
し
て
、
体
験

.
 

実
践
と
教
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
西
谷
は
次
の
よ
う
な
重
大
な
る
轚
 

鐘
を
、
と
く
に
震
的
教
団
に
対
し
て
鳴
ら
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
 

に
■

し
て
お
き
た
い
。

す
べ
て
の
宗
教
組
織
の
う
ち
に
は
、
い
わ
ば
そ
の
生
命
中
枢
と
し
て
 

何
ら
か
の
強
力
な
体
験
と
実
践〈

例
え
ば
宗
祖
の
体
験
と
実
践〉

が
 

基
礎
と
な
っ

て

、

組
織
の
う
ち

に

張
り
渡
さ
れ
た
体
験
と
実
践
の
網
一
 

を
統
一
し
て
お

り

、
か
か
る
網
は
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
に
働
き
続
け
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て
い
る「

要
求」

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
体

一

 

験
は
要
求
に
答
え
る
も
の
と
し
て
生
ま
れ
ま
た
生
き
続
け
る
の
で
あ
 

り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
み
真
に
生
き
た
、
文
字
ど
お
り
の

 

wrlebnis

な
の
で
あ
っ
て
、
要
求
が
消
え
る
や
直
ち
に
ド
グ
マ
に
固
 

硬
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
要
求
が
衰
え
体
験
が
信
条
化
す
る
に
 

つ
れ
て
、
実
践
は
形
式
的
と
な
り
、
組
織
も
固
定
し
、
固
定
し
た
組
 

織
は
さ
ら
に
生
き
た
要
求
の
湧
き
出
る
源
を
抑
塞
し
、
自
ら
の
内
的
 

生
源
を
失
っ
て
枯
死
し
、
た
だ
外
宗
教
的
な
力
に
よ
っ
て
自
ら
を
保
 

つ
。
そ
の
時
そ
れ
は「

宗
教」

な
き
宗
教
形
態
で
あ
る
。
ゆ
え
に
歴
 

史
的
構
成
態
と
し
て
の
宗
教
形
態
を
生
み
出
し
ま
た
生
か
し
続
け
る
 

も
の
、
そ
れ
の
生
命
の
源
は
、
宗
教
的
要
求
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な



ら
私
。

実
は
、
か
か
る
最
も
根
源
的
な
要
求
の
場
に
も
う
一
度
立
ち
還
っ
て
、 

伝
統
的
宗
教
教
団
が
失
い
つ
つ
あ
る「

内
的
生
源」

を
再
び
見
出
さ
し
 

め
る
機
を
与
え
る
現
代
的
契
機
と
し
て
、
近
世
以
後
の
科
学
を
、
宗
教
 

は
自

ら

の

う
ち
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
さ

ら

に
そ
の
よ
 

う
な
根
源
的
要
求
は
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
に
と
っ
て
も
う一

つ
の
重
 

要
な
課
題
で
あ
る
宗
教
多
元
主
義
並
び
に
世
界
宗
教
対
話
を
、
わ
れ
わ
 

れ
に
対
し
て
自
覚
的
に
問
わ
せ
し
め
る
実
存
的
契
機
で
も
あ
る
。

次
に
、
人
間
の
機
械
化
と
同
時
に
起
こ
っ
て
き
た「

虚
無
の
開
け」

 

に
つ
い
て
も
、
上
述
の
こ
と
が
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
浄
土
教
的
に
は
、
 

凡
夫
の
内
面
か
ら
は
到
底
虚
無
の
自
覚
は
起
こ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

む
し
ろ
、
虚
無
が
自
覚
的
に
は
現
成
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
凡
夫
の
凡
 

夫
性
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
虚
無
が
自
覚
的
に
 

捉
え
ら
れ
な
い
場
こ
そ
、
よ
り
深
く
虚
無
が
顕
わ
と
な
っ
て
い
る
と
い
 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
そ
こ
に
こ
そ
田
辺
の
い
う
懺
悔
が
自
 

覚
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
田
辺
が
意
味
し
 

て
い
る
よ
う
な
懺
悔
が
現
成
し
て
く
る
の
は
、
凡
夫
の
内
面
か
ら
は
不
 

可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
凡
夫
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
 

も
い
え
よ
う
。

浄
土
教
が
と

ら

え

た
絶
対
他
力
と
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
虚
 

無
も
懺
悔
も
自
覚
的
に
は
現
成
し
て
こ
な
い
凡
夫
存
在
の
根
柢
に
こ
そ
、 

は
じ
め
て
現
実
な
る「

他
力」

と
し
て
絶
対
肯
定
さ
れ
る
。「

虚
無
の
 

開
け」

が
如
何
に
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
、
西
谷
は

「

人
間
が
自
己
の
存
在
を
偽
り
な
し
に
直
視
す
れ
ば
、
当
然
、
自
覚
に
 

上
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る」

(10:99)

と
述
べ
て
い
る
が
、「

偽
り
な
し
 

に
直
視
す
る」

こ
と
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
に
、
む
し
ろ
、
さ
ら
に
深
い
 

虚
無
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
実
は
、
そ
こ
に
人
間
の
無
明
 

性
の
深
淵
さ
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
虚
無
は
自
覚
的
に
は
開
 

か
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
か
え
っ
て
虚
無
の
徹
到
性
が
あ
る
。
西
谷
は
 

「

虚
無
は
虚
無
自
身
か
ら
脱
却
で
き
な
い」

と
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
 

虚
無
の
開
け
の
う
え
に
差
し
か
け
ら
れ
て
い
る
人
間
が
、
ど
う
し
て
自
 

己
存
在
を
偽
り
な
し
に
直
視
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
視
で
き
る
と
 

い
う
こ
と
は
、
虚
無
自
身
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、
西
谷
は
、
有
神
論
•
無
神
論
の
対
立
の
平
面
に
は
属
さ
な
い
 

立
場
と
し
て
、
し
ば
し
ば
エ

ッ

ク

ハ
ル
ト
を
引
用
す
る
。
そ
れ
は
神
と
 

人
間
と
の
人
格
的
関
係
を
い
わ
ば
超
人
格
的
な
場
へ
の
方
向
と
し
て
、 

エ

ッ

ク

ハ
ル
ト
の
神
理
解
を
押
さ
え
、
虚
無
を
超
克
す
る

も
の
で
あ
る
 

と
い
う
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
エ

ッ

ク

ハ
ル
ト
は
、
神
と
人
間
と
の
人
格
 

的
関
係
を
、「

神
の
像」

と
そ
の「

原
像」

と
が
魂
の
う
ち
に
生
け
る
 

関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
神
の「

本
質」

は
、
全
 

く

「

像
な
き」

(bildlos)

神
性
で
あ
り
、
す
へ
て
の
相
を
絶
し
た
 

「
無」

で
あ
る
と
、
エ

ッ

ク

ハ
ル
ト
は
呼
ぶ
。
魂

が「

無」

な

る

神
の
 

「
本
質」

で
あ
る
神
性
と
完
全
に
一
と
な
る
と
き
、
魂
は
真
実
な
る
自
 

己
に
帰
り
絶
対
の
自
由
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

か
か
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の「

無」

は
、
人
格
的「

神」

の
根
柢
で
あ
 

り
、
神
の
彼
岸
的
な
背
面
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
同
時
に「

私
の
^
®」
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で
あ
り
、
私
の
最
も
此
岸
的
な
正
面
に
®

さ
れ
る
。
西
谷
は
、
こ
の
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
立
場
の
う
ち
に
、「

空J

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た

と

 

こ
ろ
の「

絶
対
的
な
此
岸
一
へ
の
転
回
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
。
仏
 

教
に
お
い
て
も
、
空
の
立
墙
は
、
彼
岸
へ
の
超
越
を
説
き
な
が
ら
も
、
 

そ
れ
は
彼
岸
•
此
岸
の
対
立
を
超
え
た
、
そ
の
意
味
で「

絶
対
的
な
此
 

岸
な
る
地
平
の
開
現
一

と

し

て
自
覚
さ
れ
る
と
、
西
谷
は
空
の
立
場
を
 

理
解
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
る
f
D
、
最
も
核
心
的
な
事
柄
 

は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
卜
に
お
い
て
、
自
己
が
神
の
本
質
で
あ
る「

無」

と
 

全
き
一
と
な
る
と
い
う
と
き
、
如
何
に
し
て
か
か
る
全|

が
逢
成
さ
れ
 

る
の
か
、
何
に
よ
っ
て
転
回
が
起
こ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
 

こ
に
、
大
乗
仏
教
の
立
場
で
は
、
菩
薩
道
で
あ
る「

行」

が
要
請
さ
れ
 

る
の
で
あ
る
。

教
的
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
い
う
神
性
 

の

「

無」

は
、
無
色
無
形
で
あ
る「

真
如」

•「

法
性J
と
、
^

i
Dm 

で
は「

法
性
法
身」

と
、
£

の
在
厳
相
に
お
い
て
は
、「
真
実
知
« 

無
為
法
身」

た
るr

一
 
法
句」

•「

清
浄
句」

と
。ハ
ラ
レ
ル
の
境
位
で
 

あ
る
。
か
か
る「

法
性
法
身」

が
、
直
ち
に「

私
の
根
柢」

と
し
て
、
 

自
己
の
此
岸
的
な
正
面
に
_
党
さ
れ
る
よ
う
な
場
に
、
菩
薩
道
の
行
を
 

完
全
に
^s

し
え
な
い
こ
と
が
自

«
さ

れ

て

い

る
凡
夫
存
在
で
あ
る
私
 

は
、
自
ら
如
何
な
る
媒
介
に
も
依
ら
な
い
で
到
る
こ
と
は
で
き
な
い
C
 

親K

が
告
白
し
た「

い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
 

も
地
獄
は一

定
す
み
か
ぞ
か
し」

の
言
葉
は
、
か
か
るm

a
s

の「

行」

の
実
践
体
験
を
通
し
て
吐
か
れ
た
行
道
に
お
け
る
絶
対
的
自
己
限
界
の
 

自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
の「

行」

と
私
の「

行」

と
の
対
決
 

の
な
か
で
、
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
て
く
る
埸
で
あ
る
。
か
か
る
菩
薩
道
 

の
行
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
i

門
の
す
べ
て
の
教
説
は
、
現
代
に
 

お
い
て
は
、
白
法
隠
滞
の
釈
迦
教
の
如
く
、
も
は
や
隠
滞
さ
れ
る
べ
き
 

で
あ
ろ
う
。

(b
)

西

谷

の

一
 
へ「

空」)

理
解
に
お
け
る
問
題
点

西
谷
は
、「

自
体」

と

「

実
体I

と
の
相
違
に
つ
い
て
、
火
の
例
を
 

用
い
て
究
明
せ
ん
と
す
る
C
あ
る
も
の
が
、
真
に
そ
れ
自
身
の
も
と
に
 

あ
り
、
そ
れ
自
身
の
も
と
で
そ
れ
自
体
と
し
て
の
自
己
同一

を

保

っ

てI 

い
る
あ
り
方
、
そ
の
も
の
の
自
；

a
s

を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
火

は
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火
を
焼
か
ず
、
水
は
t

洗
わ
ず
、
眼
は
眼
を
見
ず
と
、
古
来
東
洋
に
一

 

お
い
て
い
わ
れ
て
き
た
事
態
を
、
自
体
性
を
究
明
す
る
鍵
と
捉
え
て
い
 

る
C火

は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
事
態
が
、
火
の
自
t

を
指
示
し
て
い
る
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
火
は
現
に
薪
を
焼
く
が
、
火
自
ら
を
焼
か
な
い
と
 

い
う
命
題
を
、
西
谷
は
次
の
如
く
i

す
る
。
ま
ず
、
火
は
火
を
焼
か
 

ず
と
い
う
自
己
同一

性
は
、「

実
体j

で
は
な
い
。「

実
体j

と
は
、
 

「
火
が
現
に
燃
え
て
い
る
そ
の
あ
り
方
、
火
が
現
に
火
で
あ
る
そ
の
あ
 

り
方
、
そ
のenergeia

の
う
ち
に
、
そ
の
火
の
自
己
同|

性
が
認
め
 

ら
れ
た
も
の」

で
あ
る
C

と
こ
ろ
が
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
自
己
同一

性
は
、
火
の
本
質



存
在
と
現
実
存
在
と
が
一
つ
と
な
っ
て
い
る
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
。
 

火
は
薪
を
焼
く
も
の
と
し
て
の
自
ら
を
焼
か
ず
、
自
ら
を
焼
か
ぬ
も
の
 

と
し
て
薪
を
焼
き
つ
つ
あ
る
、
こ
の
こ
と
が
火
の
自
体
的
な
あ
り
方
で
 

あ
り
、
火
の
自
己
同
一
性
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
火
が
真
に
火
自
 

身
の
も
と
に
あ
る
の
は
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
 

の
み
で
あ
る
と
も
い
う
。

火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
自
体
性
は
、
火
のenergeia

の
み
に
、
 

火
が
現
に
火
で
あ
り
、
ま
た
現
に
火
が
あ
る
と
い
う
、
火
の
自
己
同
一
 

性
の
見
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
自
己
同|

性
へ
の
完
全
な
る
否
定
を
含
 

む
。
燃
焼
の
力
と
働
き
に
お
い
て
見
ら
れ
た
自
然
的
本
性(physis)

を

「

自
性」

と
す
る
な
ら
ば
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
自
体
性
は
、
 

か
か
る
自
性
の
否
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
火
は
火
を
焼
か
ず
の
自
 

体
性
は
、「

無
自
性」

で
あ
る
。
そ
れ
を
仏
教
で
は「
空」

と

い

う

。

以
上
が
、
西
谷
の「

無
自
性」
( 「

空」)

解
釈
の
要
点
で
あ
る
。
ま
 

ず
第一

に
、
か
か
る
西
谷
の
理
解
が
、
仏
教
で
い
う
、
た
と
え
ば
ナー

 

ガ
ー
ル
ジ
ユ

ナ

な
ど
が
論
じ
た「

無
自
性」

解
釈
と
果
た
し
て
同
一
で
 

あ
る
か
否
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
ナ
ー
ガ
I
ル
ジ
ユ
ナ
の「

自
性」
 

論
に
つ
い
て
は
、
以
前
発
表
し
た
の
で
今
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
し
か
 

し
、
お

そ

ら

く
西
谷
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ナー

ガー

ル
ジ
ユ
ナ
 

な
ど
と
の
比
較
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
所
詮
、
 

理
性
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
ロ
ゴ
ス
の
場
で
の
所
産
で
し
か
な
い
か
ら
 

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
西
谷
自
身
の「

無
自
性」

理
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る

「

火
は
火
を
焼
か
ず」

の
自
己
同
一
性
に
、
火
の
自
体
性
を
見
よ
う
と
 

す
る
見
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
ク
リ
テ
ィー

ク
を
試
み
た
い
と
思
う
。
 

私
の
ク

リ

テ
ィ
ー

ク

は一

一
つ
の
視
点
か
ら
な
る
。

ひ
と
つ
は
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
こ
と
は
、

一
体
何
を
意
味
し
 

て
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
火
は
火
を
焼
か
ず
 

と
い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
火
の
自
体
性
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
 

こ
と
を
再
び
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
の
ひ
と
つ
は
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
あ
り
方
を
、
火
の
自
体
 

性

と

見

よ

う

と
す
る
立
場
は
、
わ
れ
わ
れ
の「

も
の」

の
見
方
に
対

し

 

て1

体
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
か
か
る
立
場
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の「

も
の」

を
見
る
姿
勢
一

 

に
如
何
な
る
影
譬
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ

と

を
問
う
も
の
で
あ
る
。
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I

■

い

「

火
は
火
を
焼
か
ず」

と
い
う
こ

と

の
意
味
 

私
は
、
西
谷
が「

非
燃
焼
の
故
に
、
燃
焼
は
燃
焼
で
あ
る」

と
い
う
 

結
論
を
導
き
出
す
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
を
吟
味
し
た
い
。
西
谷
は
、
火
の
 

自
体
性
は
非
燃
焼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
 

て
い
る
。

勿
論
、
そ
の
非
燃
焼
は
、
燃
焼
と
離
れ
て
別
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
 

は
な
い
。
火
は
燃
焼
し
つ
つ
あ
る
そ
の
こ
と
に
於
い
て
非
燃
焼
な
の
 

で
あ
る
。
併

し

こ
の
非

燃

焼

(

自

ら

を

焼

か

ぬ

と

い

う

こ

と

)

を
抜

き

 

に
し
て
は
、
燃
焼
と
い
う
こ

と

も
実
は
考
え
ら
れ
な
い
。
燃
え
つ
つ
 

あ
る
火
が
自
ら
を
保
っ
て
い
る
と

い

う

こ
と
は
、
そ
れ
が
自
ら
を
焼



か
な
い
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
非
燃
焼
の
故

に
、
燃
焼
は
燃
焼
な
の
で
あ
る
。

こ
の
論
法
で
、
ま
ず
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
非
燃
焼
と
燃
焼
と
が
全
 

く
同
次
元
の
事
柄
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
非
燃
 

焼
が
導
き
出
さ
れ
た
の
は
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
命
題
か
ら
で
あ
っ
 

た
。
燃
焼
の
方
は
、
火
は
薪
を
焼
く
と
い
う
現
実
態
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
二
つ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
火
は
火
を
焼
か
ず
 

と
い
う
命
題
は
、
火
と
は
何
か
と
い
う
結
論
を
表
す
も
の
と
し
て
扱
わ
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
同
一
命
題
の
う
ち
に
、
論
証
し
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
未
証
明
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
火
 

は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
命
題
は
、
火
と
は
何
か
を
何
等
明
ら
か
に
し
た
 

こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
火
は
火
を
焼
か
ず
 

と

い

う

と
き
、「

火
を」

の「

火」

に
は
す
で
に「
も
の
を
焼
く」

、
と
い
 

う
火
のactual 

fact

が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
 

と
し
て「

焼
か
ず」

と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
 

こ
こ
に
帰
結
さ
れ
た「

焼
か
ず」

と
は
、
焼
く
こ
と
を
焼
く
こ
と
は
で
 

き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
論
的
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
 

actual 

fact

と
し
て
の「

焼
か
ず」

で
は
な
い
。
全
く
抽
象
的
観
念
 

で
し
か
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
、
今
ひ
と
つ
の
問
題
点
は
、
火
は
薪
を
焼
く
と
い
う
こ
と
と
、 

火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
見
出
さ
れ
て
い
る
、
焼
く
か
 

焼
か
な
い
か
の
相
違
が
、
焼
く
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
焼
く
 

対
象
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
燃
焼

の
方
は
、
火
が
現
実
に
可
燃
物
体
で
あ
る
薪
を
焼
く
と
い
うactual 

fact

を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
非
燃
焼
 

の
方
は
、
た
と
え
ば
火
は
水
を
焼
か
な
い
と
い
う
事
態
で
の
非
燃
焼
が
 

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
火
は
火
を
焼
か
ず
と
い
う
、
燃
 

焼
の
と
き
に
い
わ
れ
たactual 

fact

と
は
全
く
異
質
の
、
そ
の
意
味
 

で
、actual 

fa
c
t

で
は
も
は
や
な
い「

燃
焼」

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
 

い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
意
味
で
の
 

「

燃
焼」

と

「

非
燃
焼」

と
を
同
次
元
で
、
同

|

命
題
と
し
て「

非
燃
 

焼
の
故
に
、
燃
焼
は
燃
焼
な
の
で
あ
る」

と
い
う
命
題
は
構
成
で
き
な
 

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
論
理
的
不
整
合
性incoherence

が
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
西
谷
の
論
証
に
は
、「

火
は
火
を
焼
か
ず」

と
い
う
命
一

 

題
と
、「

火
は
焼
か
ず」

と

い

う
命
題
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
67 

あ
る
こ

と

が
全
く
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
 

火
は
焼
か
ず
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、「

非
燃
焼
の
故
に
、 

燃
焼
は
燃
焼
な
の
で
あ
る」

と
い
う
命
題
は
^WQ

g

で
あ
る
。
し
た
が
っ
 

て
、「

非
燃
焼
の
故
に
、
燃
焼
は
燃
焼
な
の
で
あ
る」

と
い
う
命
題
は
、
 

実
は
、「

火
は
火
を
焼
か
ず」

が

「

火
は
焼
か
ず」

に
す
り
替
え
ら
れ
 

た
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

㈤

わ
れ
わ
れ
の「

も
の」

の
見
方
へ
の
影
響

西
谷
は
、r

一
 
層
具
体
的
に
い
え
ば
、
か
の
自
性
的
な(

有
と
し
て
の) 

自
己
同
一
⑻
と
そ
れ
の
絶
対
否
定
と
の
自
己
同 
一
(b
)
が
、
真
実
の
自
己
 

同
一
^
'な
の
で
あ
る」

(10:133)

と
い
う
。
い
ま
、
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
の



自
己
同
一
に
⑶
(b
)
(c
)
を
付
し
て
お
く
。
こ
の
文
章
か
ら
す
る
な
ら
ば
、 

3
と
(0
)
と
は
同
ー
内
容
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う「

絶
対
否
 

定」

と
は
、
自
性
の
否
定
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
無
自
性
の
意
味
で
 

あ
り
、
上
に
見
て
き
た「

も
の」

の
真
な
る
自
体
性
を
指
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
実
は
、
か
か
る
自
体
性
と
、
⑻
に
お
け
る
自
己
同
一
と
の
、 

さ

ら

な

る
自
己
同
一
こ
そ
が
、「

首K

実
の
自
己
同
一」

で
あ
る
と
い
う
。
 

し
か
ら
ば
、
絶
対
否
定
で
の
自
体
性
は
、
い
ま
だ
真
実
な
る
自
己
同
一
 

で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
こ

の

文
章
の
直
前
に
は
、「

火
の
真
実
の
自
己
同
一
は
、
 

燃
焼
に
お
け
る
実
体
的•

自
性
的
な
自
己
同一

に
成
立
す
る
の
で
は
な
 

く
し
て
、
却
っ
て
そ
の
自
己
同
一
の
絶
対
的
な
否
定
、
非
燃
焼
、
の
上
 

で
の
み
成
立
す
る
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の

文
章
は
、
端
的
に
 

読
む
な
ら
ば
、
上
述
の
㈨
に
お
け
る
自
己
同
ー
性
を
徹
底
的
に
否
定
す
 

る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「

真
実
の
自
己
同
一」

と

い

う

 

と
こ
ろ
で
は
、
⑻
の
自
己
同1

性
は
、
単
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
 

は
な
く
、
積
極
的
に「

真
実
の
自
己
同
一」

性
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
 

根
本
契
機
の
一
つ
と
し
て
、
無
自
性
に
お
け
る
自
己
同
一
と
等
価
的
位
 

置
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
も
、
今
い
わ
れ
て
い
る「

真
実
の
自
己
同
一」

性
は
、r

一
 
層
 

具
体
的
に
い
え
ば」

と
い
う
限
定
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
上
で
 

の
所
談
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
事
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
現
 

前
に
燃
え
さ
か
る
火
の
境
位
に
、

一
層
の
具
：

i
t
s

が
認
め
ら
れ
て
い
る
 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
具
体
的
境
位
こ
そ
、
私
が
先
述

し
たactual 

fact

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
現
に
燃
え
て
い
る
火
の
具
体
的
境
位
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、 

「

真
実
の
自
己
同
一」

性
は
全
く
無
意
味
と
な
る
。
無
意
味
と
は
、
具
 

体
的
内
容
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
火
は
火
を
 

焼
か
ず
と
い
う
命
題
が
、具
体
的
に
成
り
立
つ
の
は
、
か
か
る
火
の
具
 

体
的
境
位
が
あ
り
え
な
い
限
り
、
全
く
虚
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、「

非
燃
焼
の
故
に
、
燃
焼
は
燃
焼
な
の
で
あ

る」

と
 

い
うf

o
r
m
u
l
a

は
、
従
来
し
ば
し
ば「

空」

の
立
場
を
表
現
す
る

 

「

A

は
A

で
は
な
い
、
故
に
A

は
A

で

あ

る」

と
し
て
定
型
句
化
さ
れ
 

て
き
た
。
今
の
場
合
で
も
、「

こ
れ
は
火
で
な
い
、
故
に
火
で
あ

る」

 

と

い

わ

れ

る
が
如
く
で
あ

る

。
 

一

私
は
、
こ
の
よ
う
な
定
型
句
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
く
る
よ
う
な
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「

空」

の
立
場
こ
そ
、
実
は
、
仏
教
が「

空」

に

よ

っ

て
否
定
し
よ

う

一 

と
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
言
い
た
い
。
火
は
火
を
焼
か
ず
と
 

い
う
自
己
同
一
性
こ
そ
が
、
火
の
首K

実
な
る
自
体
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
 

と
こ
ろ
に
、
火
を
最
も
抽
象
化(

具
体
的
な
内
容
を
剥
奪
す
る
と
い
う
意
 

味
で)

し
た
境
位
が
、
西
谷
の
真
意
に
反
し
て
実
は
開
示
し
て
お
り
、
 

そ
れ
が
新
た
な
る「

実
体」

を
産
む
場
と
な
り
う
る
と
い
え
る
。
そ
し
 

て
、
実
は
こ
こ
に
こ
そ
、
大
乗
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
、
唯
識
哲
学
が
 

中
観
哲
学
に
対
し
て
果
た
し
た
哲
学
的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
 

る
。そ

れ
故
に
、「

A
は
A
で
あ
る」

と

い

う

と

こ

ろ

に
お
い
て
、
必
ず
 

A
の
具
体
相
に
戻
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「

A
は
A
で
は
な



い

、

故
に
A
は

A
で

あ

る」

と

い

う
命
題
が
引
き
出
さ
れ
て
く

る

プ

ロ

 

セ
ス
を
吟
味
す
る

な

ら

ば

、
上
に
論
じ
た
如
く
、「

A

は
A

で

は

な

い」

 

と

い

う
帰
結
に
は
、
A
の
具
体
的
事
態
が
前

提

と

し

て

あ

る

。

し

か

ら

 

ば

、
r

A

は
A

で

は

な

い

、
故
に
A

は
A

で

あ

る」

と

い

う

命
題
は
、

A
の
具
体
的
事
態
を
前
提
と
し
て
、
A
の
具
体
的
事
態
を
導
き
出
し
た
 

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
が
、 

わ
れ
わ
れ
の「

も
の」
の
見
方
に
対
し
て
、
如
何
な
る
積
極
的
な
哲
学
 

的
意
義
を
発
揮
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
重
大
な
 

実
践
的
契
機
の
考
慮
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、 

仏
教
は
ど
こ
ま
で
も
実
践
的「
行」
を
抜
き
に
し
て
は
無
意
味
と
な
っ
 

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
仏
教
の
教
説
は「

行」

に
 

よ
っ
て
は
じ
め
て
真
実
性
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、

「

A

は
A

で
は
な
 

い
、
故
に
A
は
A
で
あ
る」

と
い
う
命
題
の
う
ち
に「

行」

を
ど
の
よ
 

う
に
位
置
づ
け
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
は
じ
め
 

て
、
命
題
はactual 

truth

と
な
る
。

(

注)

⑴

『

西
谷
啓
治
著
作
集』

(

創
文
社
版)

か
ら
の
引
用
は
、(10:31) 

等
の
表
記
を
用
い
る
。
そ
れ
は
著
作
集
の
第
十
卷
三
十
一
頁
を
 

意
味
す
る
。
以
下
同
様
。

⑵

「

虚
無
と
^
|

」
( 『

西
谷
啓
治
著
作
集』

第
十
巻
、P.94)

⑶
同
、P.96.

⑷
同
、P.97.

s

拙
論r

ニ
リ
ヒ
ズ
ム
と
親
鸞」

第
一
巻
、(『

親
鸞
浄
土
教
と
西
田
 

哲
学』

永
田
文
昌
堂
、1991 、

pp.475-524)

参
照
。

§
『

西
谷
啓
治
著
作
集

』

第
一
巻
、pp_177-17

oo.

S

同
、PP.204-205.

g
『

西
谷
啓
治
著
作
集

』

第
十
巻
、p_131.

(9
)
拙
論「

自

性(
s
v
a
b
h
a
v
a
)

と
実
体(

s
b
s
t
a
n
c
e
)

-
ナ

ー

ガ
ー
ル
ジ
ユ
ナ
と
ホ
ワ
イ
ト
へ
ッ
ド

-」

へ『

プ
ロ
セ
ス
思
想』

第
一
一
号
、

1988 )

を
参
照
。

読
者
の
皆
様
へ

小
誌
に
御
寄
稿
を
御
希
望
の
方
は
、
い
つ
で
も
御
玉
稿
を
お
送
 

り
下
さ
い
。
内
容
は
、
禅
に
関
わ
る
も
の
で
し
た
ら
広
く
お
受
け
 

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
元
来
、
小
誌
は
臨
済
宗
•曹
洞
宗
•
黄
檗
 

宗
三
派
の
公
器
で
あ
り
ま
す
。
ど
の
禅
の
宗
派
に
か
か
わ
ら
ず
、 

掲
載
し
て
ま
い
り
ま
す
。
た
だ
し
採
否
は
当
方
に
お
任
せ
い
た
だ
 

き
ま
す
。
ま
た
御
原
稿
は
返
却
致
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
 

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
御
玉
稿
の
送
り
先
は
、
次
の
よ
ぅ
で
す
。

〒
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く
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大
乗
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編
集
分
室
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牧

男

m
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一
一
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