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ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・ハ
ー
ン
の〈
高
等
仏
教
〉と
井
上
円
了

長
谷
川
琢
哉

hasegaw
a takuya

は
じ
め
に

怪
談
話
な
ど
の
日
本
の
民
衆
文
化
の
紹
介
者
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
で
あ
る

が
、
彼
は
来
日
以
前
か
ら
仏
教
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
仏
教
に
関
す
る
記
事
や
著
作
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
で
も
特
に

近
年
注
目
を
集
め
、
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
涅
槃
（N

irvana

）」
や
「
高
等
仏
教
（The H

igher Buddhism

）」
と

い
っ
た
理
論
的
著
作
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
涅
槃
」
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、
イ
ン
ド

学
・
仏
教
学
的
観
点
か
ら
詳
細
な
註
が
付
さ
れ
た
新
訳
が
完
成
し
、
ハ
ー
ン
に
よ
る
同
時
代
の
近
代
仏
教
学
の
受
容
に
つ
い
て
具
体

的
に
検
証
さ
れ
て
い
る（
１
）。
ま
た
そ
う
し
た
研
究
と
平
行
し
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
ハ
ー
ン
が
ど
の
よ
う
に
仏
教
に
関
心
を
持
つ
に

至
っ
た
の
か
、
ま
た
自
ら
を
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
徒
」
と
称
す
る
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
と
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い

て
も
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る（
２
）。

本
論
考
は
、
以
上
の
よ
う
な
優
れ
た
先
行
研
究
の
成
果
を
可
能
な
限
り
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て

お
き
た
い
。
し
か
し
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
側
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
ー
ン
の

仏
教
理
解
を
あ
つ
か
っ
た
従
来
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
涅
槃
」
や
「
高
等
仏
教
」
と
い
っ
た
作
品
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
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ハ
ー
ン
独
自
の
仏
教
理
解

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
進
化
論
哲
学
と
「
仏
教

形
而
上
学
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
ハ
ー
ン
の
仏
教
観
に
は
、
明
ら
か
に
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

の
一
方
で
、
そ
も
そ
も
上
記
の
諸
作
品
に
お
い
て
は
、
ハ
ー
ン
は
自
ら
の
仏
教
理
解

0

0

0

0

0

0

0

を
提
示
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
日
本
に

お
け
る
仏
教
の
一
側
面
の
紹
介
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
実
際
、
ハ
ー
ン
が
提
示
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
の
内
実
を
検

討
し
て
み
る
と
、
当
時
日
本
で
普
及
し
て
い
た
〈
哲
学
的
仏
教
〉
の
理
論
と
大
き
く
重
な
る
部
分
も
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
論
を
検
討
す
る
場
合
、
お
そ
ら
く
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
と
し
て
浮
か
び
上

が
る
の
が
、
井
上
円
了
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ハ
ー
ン
滞
在
時
の
明
治
期
日
本
に
お
い
て
、〈
哲
学
的
仏
教
〉
を
代
表
す
る
思

想
家
と
言
え
ば
円
了
を
お
い
て
他
に
お
ら
ず
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
の
独
自
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
ス
ペ
ン
サ
ー

と
仏
教
の
関
連
づ
け
に
つ
い
て
も
、
円
了
は
ハ
ー
ン
に
先
立
っ
て
詳
し
く
展
開
し
て
い
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
ハ
ー
ン
は
円
了
と

面
識
が
あ
り
、
円
了
の
哲
学
的
仏
教
の
営
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
あ
る
程
度
は
理
解
し
、
そ
れ
に
大
き
な
期
待
を

か
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る（
３
）。

た
だ
し
、
ハ
ー
ン
自
身
は
日
本
語
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
ー
ン
の
作
品
の
内
に
円
了
へ
の
直
接
的
言
及

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ハ
ー
ン
が
提
示
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
と
円
了
の
〈
哲
学
的
仏
教
〉
で
は
、
基
本
的
な
構
造
に

類
似
点
が
あ
る
一
方
で
、
細
部
や
強
調
点
な
ど
に
は
違
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
考
で
は
、
ハ
ー
ン
が
提
示
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
と

円
了
の
〈
哲
学
的
仏
教
〉
を
直
接
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
を
比
較
し
、
そ
の
類
似
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
試
み
た
い
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、
ハ
ー
ン
と
日
本
仏
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
従
来
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
光
を
当
て
る

こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
ハ
ー
ン
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
井
上
円
了
の
思
想
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
円
了
の
仏
教
哲
学
の
思
想
史
的
意
義
や
そ
の
ね
ら
い
を
再
考
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
が
本
論
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考
の
基
本
的
な
ね
ら
い
で
あ
る
。

一
．
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
の
背
景

ハ
ー
ン
の
「
高
等
仏
教
」
と
い
う
作
品
は
、「
宗
教
」
と
い
う
角
度
か
ら
日
本
社
会
を
描
い
た
集
大
成
的
著
作
、『
日
本

―
ひ
と

つ
の
試
論
』（
一
九
〇
四
年
）
の
一
章
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
涅
槃
」
は
、「
仏
の
国
土
」
と
し
て
の
日
本
の
文
化
を
描
い

た
著
作
、『
仏
国
土
拾
遺（
４
）』（
一
八
九
七
年
）
の
一
章
を
な
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
仏
教
の
哲
学
的
側
面
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で

あ
り
、
ハ
ー
ン
自
身
が
「
涅
槃
の
教
義
は
〈
高
等
仏
教
〉
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
二
つ
の
作
品
は
共
通
し
た
内
容
を

も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
論
的
内
実
を
詳
し
く
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
ハ
ー
ン
が
こ
れ
ら
の
作
品
を
書
く
に
い
た
っ
た
経
緯
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
は
記
者
を
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
時
代
か
ら
仏
教
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
当
時
の
欧
米
社
会
の

知
的
環
境
や
ハ
ー
ン
個
人
の
嗜
好
な
ど
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
想
像
で
き
よ
う
が
、
た
だ
、
ハ
ー
ン
が
決
定
的
に
仏
教
に

目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
ア
ジ
ア
の
光
（Th e Light of Asia

）』
を
読
ん
で
か
ら
で
あ
る
と

見
ら
れ
て
い
る（
５
）。『
ア
ジ
ア
の
光
』
は
釈
迦
の
生
涯
を
描
い
た
叙
事
詩
で
あ
り
、
東
洋
文
化
を
「
発
見
」
し
「
再
評
価
」
し
よ
う

と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
当
時
の
欧
米
社
会
に
、
広
く
仏
教
を
知
ら
し
め
る
役
割
を
は
た
し
た
。
そ
の
人
気
は
ア
メ
リ
カ
で
も

非
常
に
高
く
、
と
り
わ
け
ハ
ー
ン
は
一
八
八
三
年
に
出
さ
れ
た
新
版
に
感
銘
を
受
け
、
友
人
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い

る
。

あ
な
た
は
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
ア
ジ
ア
の
光
』
の
素
晴
ら
し
い
新
版
を
読
み
ま
し
た
か
？
私
は
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
ま
し
た

―
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奇
妙
な
ま
で
に
新
し
く
て
美
し
い
崇
拝
の
芳
香
で
私
の
心
は
満
た
さ
れ
ま
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
多
少
な
り
と
も
秘
教
的
な

か
た
ち
を
も
つ
仏
教
こ
そ
が
未
来
の
宗
教
と
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
輪
廻
の
循
環
と
い
う
も
の
は
、
遊
牧
民
か
ら
文
明
人

に
ま
で
い
た
る
広
大
な
進
化
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
蛆
虫
か
ら
無
数
の
動
物
の
形
態
を
経
て
王
様
に
ま
で
い
た
る
広
大
な
進

化
に
お
い
て
、
実
際
に
証
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
考
え
る
天
国
と
い
う
も
の
も
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
涅
槃
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
人
間
と
神
的
存
在
と
の
永
遠
の
相
互
融
合
の
中
で
個
人
が

消
滅
（extinction
）
す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
肉
体
も
な
く
、
物
質
性
も
な
く
、
感
覚
も
な
い
と
い
う
状

態
は
、
無
を
意
味
し
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
を
も
意
味
し
な
い
か
ら
で
す（
６
）。

こ
の
手
紙
か
ら
は
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
へ
の
関
心
を
特
徴
づ
け
る
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
め
は
、

「
輪
廻
」
と
「
進
化
哲
学
」
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
手
紙
の
前
半
部
分
に
あ
る
「
輪
廻
の
循
環
（the cycle of transm

igration

）」

と
い
う
の
は
、
仏
教
の
「
六
道
輪
廻
」
説
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
仏
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ハ
ー
ン
が
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て

い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ア
ー
ノ
ル
ド
の
著
作
か
ら
読
み
取
っ
た
「
輪
廻
」
と
い
う
考
え
が
、
ハ
ー
ン
を
仏
教
へ
と
向

か
わ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
ハ
ー
ン
は
仏
教
に
出
会
う
以
前
か
ら
、
輪
廻
転
生
思
想
に
強
く
惹
か
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
大
東
俊
一
に
よ
れ
ば
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
反
発
を
感
じ
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
北
欧
神
話
を
愛
読
し
て
い
た
ハ
ー

ン
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
汎
神
論
的
思
想
」
に
基
づ
く
輪
廻
思
想
に
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
い
た（
７
）。
実
際
、
ハ
ー
ン
は
ア
メ
リ

カ
で
記
者
を
し
て
い
た
頃
か
ら
、
そ
う
し
た
思
想
を
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
繰
り
返
し
表
現
し
て
い
る（
８
）。
と
こ
ろ
で
、
先
の
手
紙
に

戻
る
な
ら
ば
、
ハ
ー
ン
は
そ
の
よ
う
に
自
ら
の
興
味
を
惹
く
仏
教
の
輪
廻
説
が
、「
進
化
」
と
い
う
現
象
に
お
い
て
「
現
実
に
証
明

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
輪
廻
説
と
進
化
論
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
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の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
一
八
八
〇
年
九
月
七
日
付
の
『
デ
イ
リ
ー
・
ア
イ
テ
ム
』
紙
に
ハ
ー
ン
が
寄
稿
し
た
、「
輪
廻
転
生
」
と
い

う
作
品
に
興
味
深
い
一
節
が
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
医
者
と
思
し
き
登
場
人
物
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

物
質
と
力
の
永
続
性
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
る
ね
。
つ
ま
り
、
旋
回
す
る
宇
宙
の
質
量
が
、
陶
工
の
手
に
か
か
る
粘
土
の
よ

う
に
、
過
去
、
現
在
、
未
来
に
お
い
て
、
無
数
に
変
化
す
る
形
態
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
ね
。
そ
し
て
、
消

え
て
い
く
の
は
形
だ
け
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
元
と
な
る
個
々
の
原
子
は
、
世
界
の
終
局
の
炎
の
中
で
山
々
が
蝋
の
よ

う
に
溶
け
て
し
ま
っ
た
後
に
も
、
存
在
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
ね
。
だ
か
ら
、
輪
廻
転
生
説
を
単
な
る
空
想

と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
よ（
９
）。

「
物
質
と
力
の
永
続
性
（the eternity of M

atter and Force

）」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
に
は
広
く
普
及
し
て
い
た

「
質
量
保
存
則
」（
ス
ペ
ン
サ
ー
は
こ
れ
を
「
物
質
の
不
滅
性
（Indestructibility of M

atter

）」
と
呼
ん
で
い
た
）、
お
よ
び
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
」（
ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
力
の
恒
存
性
（Persistence

ofForce

）」
と
呼
ぶ
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

ハ
ー
ン
の
理
解
は
通
俗
的
な
も
の
だ
が
、
あ
る
物
理
現
象
に
引
き
続
い
て
生
じ
る
別
の
現
象
を
通
じ
て
、「
物
質
」・「
力
」（
エ
ネ
ル

ギ
ー
）
の
総
量
が
変
化
し
な
い
以
上
、
宇
宙
全
体
の
物
質
と
力
の
量
は
一
定
で
あ
る
、
と
い
っ
た
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
ー
ン
は
、
一
定
量
の
「
原
子
」・「
宇
宙
の
質
量
」
が
原
初
か
ら
変
形
し
続
け
て
「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
」
の
形
を

と
り
、
そ
し
て
個
体
の
死
後
も
そ
の
原
子
は
変
形
し
つ
つ
「
存
続
し
続
け
る
」
と
の
趣
旨
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
ハ
ー
ン
は
当
時
の
科
学
理
論
に
よ
っ
て
、
自
身
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
抱
い
て
い
た
輪
廻
転
生
説
が
裏
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い



28

た
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
考
え
は
決
し
て
ハ
ー
ン
の
独
創
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
輪
廻
転
生
」
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
」
等
の
科
学
理
論
を
用
い
た
あ
る
種
の
進
化
論
的
一
元
論
哲
学
と
い
う
も
の
が
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
さ
ま

ざ
ま
に
展
開
さ
れ
て
い
た（
10
）。
そ
の
中
で
も
特
に
ハ
ー
ン
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。

と
り
わ
け
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
第
一
原
理（
11
）』
は
、「
力
の
恒
存
性
」
と
い
う
「
公
理
」
か
ら
「
進
化
の
一
般
法
則
」
を
導
き
、
宇
宙

全
体
を
「
進
化
」
と
「
解
体
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
記
述
す
る
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
著
作
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
は

ア
メ
リ
カ
で
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ（
12
）、
ハ
ー
ン
も
一
八
八
五
年
頃
に
こ
の
書
を
読
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
「
完

全
に
新
し
い
知
的
生
活
の
扉
が
開
か
れ
た（
13
）」
と
語
り
、
以
後
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
徒
」
を
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
ス

ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
哲
学
に
本
格
的
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
ン
は
輪
廻
転
生
説
が
「
現
実
的
に
証
明
さ
れ
る
」
と
い
う
確

信
を
強
く
得
る
よ
う
に
な
り
、
仏
教
に
も
よ
り
い
っ
そ
う
惹
か
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

さ
て
次
に
、
ハ
ー
ン
の
仏
教
へ
の
関
心
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
に
移
ろ
う
。
そ
れ
は
「
涅
槃
（N

irvana

）」
の
と
ら
え
方
に
関
わ
っ

て
い
る
。
先
に
引
い
た
手
紙
の
後
半
部
分
で
、
ハ
ー
ン
は
「
涅
槃
」
を
「
人
間
と
神
的
存
在
と
の
永
遠
の
相
互
融
合
の
中
で
個
人
が

消
滅
（extinction

）
す
る
こ
と
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
肉
体
も
な
く
、
物
質
性
も
な
く
、
感
覚
も
な
い
」、「
無
」
の
状
態
と

規
定
し
て
い
た
。
神
的
存
在
の
内
で
の
個
の
「
消
滅
」、
あ
る
い
は
「
無
」
と
し
て
の
「
涅
槃
」。
ま
ず
は
ア
ー
ノ
ル
ド
を
介
し
た
こ

の
よ
う
な
「
涅
槃
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
ハ
ー
ン
は
肯
定
的
な
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
涅
槃
」
と
い
う
概
念
は
、
一
九
世
紀
の
欧
米
に
始
ま
っ
た
近
代
仏
教
学
に
お
い
て
大
き
な
争
点
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
ア
ー
ノ
ル
ド
の
『
ア
ジ
ア
の
光
』
に
よ
っ
て
仏
教
へ
と
目
を
開
か
れ
て
以
来
、
マ
ッ
ク
ス
・

ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
『
東
方
聖
典
叢
書
』
の
経
典
の
翻
訳
や
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
仏
典
研
究
な
ど
、
当
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時
の
近
代
仏
教
学
の
成
果
を
存
分
に
享
受
し
つ
つ
独
自
の
研
究
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た（
14
）。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
仏
教
学
に
お
い
て

「
涅
槃
」
概
念
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
以
上
、
ハ
ー
ン
の
関
心
も
お
の
ず
と
そ
こ
へ
と
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
争
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ハ
ー
ン
が
一
八
八
四
年
に
『
タ
イ
ム
ズ
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
』
紙
に
発
表
し
た
「
仏

教
と
は
何
か
」
と
い
う
評
論
の
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
ハ
ー
ン
は
仏
教
の
「
四
つ
の
高
貴
な
真
理
」（
い
わ
ゆ
る
「
四
聖

諦
」）
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
苦
し
み
が
存
在
す
る
こ
と
。
二
、
苦
し
み
の
原
因
は
欲
望
で
あ
る
こ
と
。
三
、

欲
望
を
抑
え
れ
ば
苦
し
み
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
。
四
、
欲
望
の
抑
止
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え
る
「
善
き
法
」
に
従
う
こ
と
で
達
成
さ
れ
る

こ
と
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
「
涅
槃
、
す
な
わ
ち
消
滅
が
達
成
さ
れ
る
」
こ
と
。
お
そ
ら
く
三
つ
め
ま
で
の
「
真
理
」（「
苦
諦
」

「
集
諦
」「
滅
諦
」
に
あ
た
る
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
見
て
も
違
和
感
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
仏
教
的
「
真

理
」
の
最
終
局
面
で
あ
る
「
涅
槃
」（「
道
諦
」
に
あ
た
る
）
を
「
消
滅
」
と
す
る
場
合
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
問
題
と
な
る
。
ハ
ー

ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
消
滅
と
言
っ
た
。
し
か
し
ゴ
ー
タ
マ
が
涅
槃
を
存
在
の
ま
っ
た
き
絶
滅
と
み
な
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
一
滴
の

水
が
自
分
の
出
て
き
た
大
洋
に
帰
る
よ
う
に
、
霊
魂
が
神
の
中
へ
再
び
帰
る
こ
と
と
み
な
し
た
の
か
。
こ
れ
は
今
な
お
悩
ま
し

い
問
題
で
あ
る
。
涅
槃
が
、
つ
ね
に
自
我
の
消
滅
を
意
味
し
て
い
た
か
ど
う
か

―
今
日
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
が

―
を
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い（
15
）。

こ
こ
で
ハ
ー
ン
は
涅
槃
を
「
存
在
の
ま
っ
た
き
絶
滅
」
と
み
な
す
解
釈
と
、「
霊
魂
が
神
の
中
へ
再
び
帰
る
こ
と
」
と
い
う
、
異

な
る
二
つ
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
先
の
手
紙
の
内
容
か
ら
鑑
み
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
ハ
ー
ン
は
後
者
の
解
釈
に
共
感
を
も
っ
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て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
輪
廻
転
生
の
先
に
、
神
的
な
存
在
と
の
融
合
と
い
う
意
味
で
の
「
個
人
の
消
滅
」
を
見
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
は
別
に
、
涅
槃
を
「
存
在
の
ま
っ
た
き
絶
滅
」
と
み
な
す
よ
う
な
解
釈
も
当
時
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ

て
い
た
。
そ
も
そ
も
「
仏
教
」
は
、
欧
米
の
近
代
仏
教
学
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
世
界
宗
教
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
東
洋
の
宗
教
の
「
発
見
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
不
安
を
煽
る
こ
と
に
も
繋

が
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
に
含
ま
れ
る
高
度
な
理
論
や
倫
理
性
（
こ
れ
こ
そ
近
代
仏
教
学
が
仏
教
の
内
に
「
発
見
」
し
た
も
の

だ
が
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
も
凌
ぎ
、「
文
明
の
宗
教
」
た
る
キ
リ
ス
ト
教
の
地
位
を
脅
か
す
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
の
対
抗
措
置
、
つ
ま
り
仏
教
に
対
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
」
を
主
張
す
る
必
要
が
生
じ

た
。
そ
し
て
そ
れ
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
仏
教
研
究
が
現
れ
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ザ
ン
や
ジ
ュ
ー
ル
・

バ
ル
テ
ル
ミ
・
サ
ン
＝
テ
ィ
レ
ー
ル
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ク
レ
ク
テ
ィ
ス
ム
の
哲
学
者
た
ち
で
あ
る（
16
）。
一
九
世
紀
の
知
識

人
た
ち
に
よ
る
戦
略
的
な
仏
教
の
「
誤
解
」
を
論
じ
た
ロ
ジ
ェ
＝
ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
哲
学
者
た
ち
は
「
涅
槃
と

消
滅
（anéantissem
ent

）
を
結
び
つ
け
、
仏
教
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
み
な
し
、
恐
る
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
恐
る
べ
き
で
あ
る
ゆ
え

に
い
っ
そ
う
魅
力
的
な
も
の
と
み
な
し
た（
17
）」
と
い
う
。
仏
教
は
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
魂
の
実
在
や
死
後
の
復
活

を
信
じ
る
の
で
は
な
く
、「
魂
の
消
滅
」
と
い
う
意
味
で
の
「
涅
槃
」
を
理
想
と
す
る
よ
う
な
、
恐
ろ
し
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と

批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る（
18
）。
要
す
る
に
ハ
ー
ン
が
言
う
「
存
在
の
ま
っ
た
き
絶
滅
」
と
い
う
涅
槃
観
は
、
い
わ
ば
仏
教
の
非
合
理

性
や
異
常
性
を
主
張
す
る
た
め
に
流
布
し
た
「
反
仏
教
的
言
説
」
で
も
あ
っ
た
。

ハ
ー
ン
は
、
神
的
存
在
と
の
融
合
と
い
う
涅
槃
観
に
は
共
感
し
て
い
た
が
、
魂
の
絶
滅
と
い
う
涅
槃
観
の
方
が
当
時
欧
米
で
は
主
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流
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
彼
は
い
ず
れ
が
適
切
な
解
釈
で
あ
る
の
か
を
は
か
り
か
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
八
〇
年
代
に
お
け
る
ハ
ー
ン
の
仏
教
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。『
ア
ジ
ア

の
光
』
を
読
ん
で
以
来
、
ハ
ー
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
進
化
論
哲
学
と
仏
教
と
の
関
わ
り
や
、「
涅
槃
」
の
解
釈
な
ど
に
関
心
を
も
ち

つ
つ
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
仏
教
の
文
献
を
数
多
く
読
ん
だ
。
そ
し
て
一
八
九
〇
年
、
す
で
に
新
聞
社
を
辞
め
て
い
た

ハ
ー
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
パ
ー
ズ
社
と
契
約
し
、
旅
行
記
を
書
く
た
め
に
日
本
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
横
浜
港
に
着

い
た
来
日
初
日
、
ハ
ー
ン
は
何
よ
り
も
ま
ず
仏
教
寺
院
を
訪
れ
た
と
い
う（
19
）。
日
本
で
直
接
仏
教
に
触
れ
る
こ
と
が
、
来
日
の
大

き
な
目
的
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

二
．〈
高
等
仏
教
〉と
は
何
か

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
来
日
後
の
ハ
ー
ン
は
神
道
や
怪
談
と
い
っ
た
日
本
の
民
衆
生
活
に
根
づ
い
た
宗
教
文
化
に
も
強
い

関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
多
く
の
作
品
を
発
表
し
た
が
、
し
か
し
仏
教
へ
の
興
味
も
一
貫
し
て
持

続
し
て
い
た
。
民
衆
の
素
朴
な
前
生
観
念
や
地
蔵
信
仰
、
祖
先
崇
拝
と
結
び
つ
い
た
神
仏
習
合
形
態
等
、
い
き
い
き
と
し
た
仏
教
信

仰
も
外
国
人
の
ハ
ー
ン
の
眼
に
は
興
味
深
く
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
時
代
に
彼
が
取
り
組
ん
で
い
た
、
よ
り

理
論
的
な
仏
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
日
本
に
来
て
大
き
く
進
展
し
た
。

来
日
か
ら
七
年
後
の
一
八
九
七
年
、
ハ
ー
ン
は
『
仏
国
土
拾
遺
』
と
い
う
作
品
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
彼
が
以
前
か
ら
問
題
と
し

て
い
た
「
涅
槃
」
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
七
年
後
の
一
九
〇
四
年
に
は
、『
日
本

―
ひ
と
つ
の
試

論
』
に
お
け
る
「
高
等
仏
教（
20
）」
と
い
う
章
で
、
哲
学
的
仏
教
に
つ
い
て
よ
り
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
ハ
ー

ン
に
と
っ
て
「
涅
槃
」
は
〈
高
等
仏
教
〉
の
教
説
の
一
部
（
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
）
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
は
さ
し
あ
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た
り
両
者
を
〈
高
等
仏
教
〉
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
ハ
ー
ン
の
言
う
〈
高
等
仏
教（
21
）（H

igher Buddhism

）〉
が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
彼
自
身

は
こ
れ
を
「
民
衆
仏
教
（popular  Buddhism

）」
に
対
置
し
、「
哲
学
的
仏
教
（Philosophical Buddhism

）」）、
あ
る
い
は
「
仏

教
の
形
而
上
学
（M

etaphysics of Buddhism

）」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
民
衆
に
よ
っ
て
素
朴
に
信
じ
ら
れ

て
い
る
仏
教
と
は
異
な
り
、
さ
し
あ
た
り
「
高
度
な
」
理
論
内
容
を
含
む
「
哲
学
的
仏
教
」
と
い
っ
た
意
味
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ

し
て
実
際
に
そ
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ハ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
時
代
に
考
え
て
い
た
科
学
的
か
つ
哲
学
的
な
仏
教
理
解
の
延

長
線
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
〈
高
等
仏
教
〉

の
理
論
内
容
を
、
単
純
に
ハ
ー
ン
独
自
の
仏
教
理
解

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
は
「
高
等
仏
教
」
と
い
う
作
品
の
冒
頭
で
、「
哲
学
的
仏
教
」
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
つ
の
理
由
を
挙
げ

て
い
る
。
ひ
と
つ
め
は
、「
こ
の
主
題
に
つ
い
て
の
誤
解
や
無
知
は
、
日
本
の
知
識
階
層
が
無
神
論
で
あ
る
と
の
批
判
を
ひ
き
起
こ

し
か
ね
な
い（
22
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
は
、「
日
本
の
知
識
階
層
」
の
宗
教
性
を
紹
介
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の

目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
そ
れ
は
「
形
而
上
学
者
の
宗
教
」、「
哲
学
的
に
訓
練
さ
れ
た
人
に
と
っ
て
の
﹇
宗
教
﹈」、

「
学
者
の
宗
教
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
素
直
に
読
め
ば
、〈
高
等
仏
教
〉
と
は
哲
学
的
訓
練
を
受
け
て
い

る
よ
う
な
日
本
の
「
学
者
」・「
知
識
階
層
」
の
中
で
信
じ
ら
れ
て
い
る
仏
教
、
と
い
っ
た
意
味
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
二
つ
め
の
理
由
は
、「﹇
欧
米
の
﹈
一
部
の
人
々
は
、
日
本
の
一
般
の
人
々

―
つ
ま
り
国
民
の
大
部
分
が
、
涅
槃
を
消
滅

（
実
際
、
こ
の
言
葉
の
意
味
さ
え
大
衆
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
）
と
み
な
す
よ
う
な
教
え
を
信
じ
て
お
り
、
彼
ら
は
世
界
か
ら
消
え

去
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
全
面
的
に
甘
受
し
て
い
る
、
と
い
う
思
い
違
い
を
し
て
い
る
」
か
ら
だ
と
い
う
。
ハ
ー
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、

日
本
の
一
般
の
人
々
は
、「
消
滅
」
と
い
う
意
味
で
の
涅
槃
を
信
じ
て
な
ど
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
す
ら
知
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
あ
る
種
の
近
代
仏
教
学
が
ひ
ろ
め
た
誤
解
に
よ
っ
て
、
欧
米
の
一
部
の
人
々
は
日
本
人
が
「
魂
の
消
滅
」
を
求
め
て
い
る
か
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
誤
解
を
解
く
た
め
に
、「
涅
槃
」
の
教
義
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
が
提
示
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
は
、
欧
米
の
否
定
的
な
仏
教
観
を
た
だ
す
意
図
を
持
つ
と
同
時
に
、
近
代
仏
教

学
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
涅
槃
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
解
答
を
意
図
し
て
も
い
る
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
三
つ
め
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
哲
学
的
仏
教
は
「
近
代
哲
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
極
度
の
関
心
を
も
た

ら
す
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
み
る
が
、
ハ
ー
ン
は
〈
高
等
仏
教
〉
と
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ

ン
サ
ー
の
進
化
論
哲
学
、
お
よ
び
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
ら
に
見
ら
れ
る
「
ド
イ
ツ
の
一
元
論
」
哲
学
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て

い
る
。
哲
学
に
関
心
を
も
つ
人
々
に
対
し
て
仏
教
を
紹
介
す
る
こ
と
も
こ
の
作
品
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
の
言
う
〈
高
等
仏
教
〉
と
は
、
ま
ず
は
日
本
の
哲
学
的
な
知
識
人
の
宗
教
で
あ
り
、

「
涅
槃
」
に
つ
い
て
の
教
義
を
含
み
、
西
洋
の
近
代
哲
学
と
の
類
似
性
を
も
つ
よ
う
な
哲
学
的
仏
教
理
論
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
〈
高
等
仏
教
〉
の
学
説
が
日
本
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
、
日
本
語
を
解
さ
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
は
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
直
接
的
な
対
話
で
あ
る
。
来
日
初
日
に
偶
然
横
浜
の
寺
で
出
会

い
、
し
ば
ら
く
ハ
ー
ン
の
通
訳
も
つ
と
め
た
真
鍋
明
と
い
う
人
物
は
、
オ
ル
コ
ッ
ト
の
『
仏
教
教
理
問
答
』
を
原
書
で
読
ん
で
い
た

と
い
う
学
僧
で
あ
っ
た（
23
）。
彼
は
日
本
の
仏
教
界
の
動
き
に
あ
る
程
度
は
通
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
に
も
日
本
の
仏
教

に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
に
真
鍋
の
よ
う
な
通
訳
を
介
し
つ
つ
、
ハ
ー
ン
は
実
際
に
仏
教
の
僧

侶
と
も
会
話
を
交
わ
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
24
）。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
ハ
ー
ン
が
日
本
の
〈
高
等
仏
教
〉
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
直
接
参
照
し
た
書
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
黒
田

真
洞
のO

utlines of the M
ahayana

（
25
）（『
大
乗
仏
教
大
意
』）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
お
い
て
配
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布
さ
れ
た
小
冊
子
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
黒
田
真
洞
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
代
表
団
は
、
宗
教
を
通
し
て
日
本
の
近
代
性
・
合
理
性
を
西
洋
諸
国
に
顕
示
す

る
と
い
う
戦
略
を
取
っ
て
い
た（
26
）。
そ
し
て
そ
の
際
、
黒
田
が
全
面
に
押
し
出
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
の
近
代
仏
教
学
か

ら
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
（
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
て
い
た
）「
大
乗
仏
教
」
で
あ
っ
た（
27
）。
こ
の
書
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
ン
は
欧
米
の

近
代
仏
教
学
が
主
に
あ
つ
か
っ
て
き
た
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
（
い
わ
ゆ
る
「
小
乗
仏
教
」）
と
は
異
な
っ
た
日
本
の
仏
教
＝
大
乗
仏

教
の
基
本
的
教
義
を
知
り
、〈
高
等
仏
教
〉
を
論
じ
る
際
の
理
論
的
な
後
ろ
盾
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
こ
の
書
は
ハ
ー
ン
の
著
作

の
内
に
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』
は
、
一
読
し
て
す
ぐ
に
「
哲
学
的
」
な
も
の
で
あ
る

と
は
言
い
難
い
。
た
し
か
に
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ス
ノ
ド
グ
ラ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
書
に
お
い
て
は
、「
仏
教
の
専
門
用
語
が

現
代
哲
学
で
用
い
ら
れ
る
英
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る（
28
）」
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
井
上
哲
次

郎
ら
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
者
た
ち
の
手
に
よ
る
『
哲
学
字
彙
』
な
ど
が
参
照
さ
れ
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る（
29
）。
し
か
し

少
な
く
と
も
、
黒
田
は
「
仏
教
哲
学
」
を
意
識
的
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
仏
教
と
ス
ペ
ン
サ
ー
等
の
哲
学

を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
行
っ
て
は
い
な
い
。

も
し
〈
高
等
仏
教
〉
が
完
全
な
ハ
ー
ン
の
発
明
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
黒
田
の
『
大
乗
仏
教
大
意
』
以
外
に
何
ら
か
の
参
照
項
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
の
が
、
本
論
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
井
上
円
了
で
あ
る
。
円
了
は
万
国
宗
教
会

議
の
日
本
仏
教
団
に
先
立
ち
、
仏
教
（
と
り
わ
け
「
大
乗
仏
教
」）
の
合
理
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
仏
教
哲
学
」
を
す
で
に

形
成
し
て
い
た（
30
）。
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
以
下
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

一
八
九
〇
年
四
月
に
来
日
し
た
ハ
ー
ン
は
、
早
々
に
ハ
ー
パ
ー
ズ
社
と
絶
縁
し
、
八
月
に
は
松
江
の
中
学
校
・
師
範
学
校
の
英
語

教
師
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
の
一
八
九
一
年
、
井
上
円
了
が
松
江
に
講
演
に
や
っ
て
く
る
。
こ
の
当
時
円
了
は
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哲
学
館
を
改
良
し
て
「
日
本
主
義
の
大
学
」、
あ
る
い
は
「
日
本
大
学
」
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
寄
付
金
を
集

め
る
た
め
に
「
全
国
巡
講
」
を
行
っ
て
い
た（
31
）。
松
江
へ
の
講
演
は
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。
日
本
の
仏
教
に
多
大
な
関
心
を
抱
い

て
い
た
ハ
ー
ン
は
、
円
了
の
講
演
を
心
待
ち
に
し
て
お
り
、
講
演
の
合
間
に
は
円
了
と
直
接
歓
談
も
行
っ
た
よ
う
で
あ
る（
32
）。
そ

し
て
講
演
後
に
は
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
紙
に
通
信
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。

そ
の
記
事
に
お
い
て
ハ
ー
ン
は
、「『
仏
教
活
論
』
の
著
者
で
あ
り
哲
学
館
館
長
で
あ
る
」、
井
上
円
了
氏
が
松
江
を
訪
れ
た
こ
と

は
「
た
い
へ
ん
興
味
深
い
出
来
事
で
あ
っ
た
」
と
報
告
し
、
円
了
の
講
演
旅
行
の
目
的
で
あ
る
「
日
本
大
学
」
の
目
指
す
べ
き
教
育

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

〔「
日
本
大
学
」
に
お
い
て
は
〕
現
代
科
学
と
深
遠
な
東
洋
の
形
而
上
学
の
真
理
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
教
授
た
ち

が
、
現
代
の
西
洋
哲
学
の
学
説
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
の
科
学
的
進
化
論

―
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ヘ
ッ
ケ
ル
の
学
説

―

は
、
東
洋
の
古
代
思
想
の
内
に
、
そ
の
宗
教
的
な
象
徴
（spiritual sym

bolism

）
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。（
中
略
）

要
す
る
に
、
こ
の
大
学
の
最
終
的
な
目
的
は
、
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
総
合
（synthesis

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
現
代
科
学

最
高
の
知
識
の
結
果
を
も
兼
ね
備
え
た
、
人
類
最
良
の
英
知
﹇
東
洋
の
形
而
上
学
﹈
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
哲
学

の
解
明
を
試
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る（
33
）。

こ
の
ハ
ー
ン
の
文
章
に
は
、
井
上
円
了
の
哲
学
的
営
み
の
一
側
面
が
、
あ
る
程
度
は
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
進
化
論
哲
学
な
ど

の
当
時
の
科
学
理
論
と
、
東
洋
の
形
而
上
学
、
す
な
わ
ち
仏
教
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
。
そ
れ
は
「
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
総

合
」
の
試
み
で
あ
り
、
科
学
的
合
理
性
と
宗
教
性
を
兼
ね
備
え
た
あ
る
種
の
「
宇
宙
哲
学
」
を
解
明
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
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け
て
ハ
ー
ン
は
、「
こ
れ
ほ
ど
壮
大
な
試
み
が
日
本
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
は
、
日
本
人
は
本
質
的
に
思
弁
的
で
な
い
と
思
っ
て
い

る
人
々
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
来
日
し
て
一
年
あ
ま
り
の
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
も
、
円
了
の
哲
学
は
あ
る

種
の
驚
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
進
化
論
哲
学
と
仏
教
を
結
び
つ
け
る
と
い
っ
た
試
み

は
、
ま
さ
し
く
ア
メ
リ
カ
時
代
の
ハ
ー
ン
が
待
望
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

円
了
の
哲
学
は
、
す
で
に
こ
の
講
演
の
前
年
に
完
結
し
た
『
仏
教
活
論（
34
）』
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
。
と
り
わ

け
『
仏
教
活
論
序
論
』
は
、
明
治
期
の
学
問
的
仏
教
の
著
作
と
し
て
は
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
仏
教
に
知
的
な
関
心
を
も

つ
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
日
本
語
を
解
さ
な
か
っ
た
ハ
ー
ン
が
そ
の
内
容
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
た
の
か
は

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
後
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
「
哲
学
的
仏
教
」、
あ
る
い
は
〈
高
等
仏
教
〉
に
つ
い
て
書
く
際
に
、
井
上
円
了
の

思
想
的
営
み
が
念
頭
に
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
．〈
高
等
仏
教
〉の
理
論
内
容

で
は
ハ
ー
ン
の
〈
高
等
仏
教
〉
の
内
実
を
実
際
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
ハ
ー
ン
は
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
哲
学
体
系
と
し
て
規
定
し
て

い
る
。「〈
高
等
仏
教
〉
は
あ
る
種
の
一
元
論
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
一
元
論
﹇
ヘ
ッ
ケ
ル
と
ス
ペ
ン

サ
ー
﹈
の
科
学
理
論
と
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
一
致
し
た
教
義
が
含
ま
れ
て
い
る
」（
一
九
八
‐
九
頁
）、
そ
し
て
さ
ら
に
ハ
ー
ン
は
続
け

る
。「
仏
教
も
ま
た
ひ
と
つ
の
進
化
論
で
あ
る
」、
と
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
ン
が
紹
介
を
試
み
る
日
本
の
〈
高
等
仏
教
〉
と
は
、
一
元
論

的
か
つ
進
化
論
的
な
性
格
を
も
っ
た
哲
学
体
系
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
〈
高
等
仏
教
〉
の
「
最
も
特
徴
的
な
教
義
」
と
し
て
、
ハ
ー
ン
は
次
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
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（
一
）
唯
一
の
実
在
（Reality

）
の
み
が
存
在
す
る
。

（
二
）
意
識
は
真
の
自
己
で
は
な
い
。

（
三
）
物
質
は
行
為
と
思
考
の
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
現
象
の
集
積
で
あ
る
。

（
四
）
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
・
客
観
的
存
在
は
業
（Karm

a

）
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
（
二
〇
〇
頁
）。

ま
ず
、（
一
）「
唯
一
の
実
在
（Reality

）
の
み
が
存
在
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
第
一
原
理
』
に
お
け
る

ス
ペ
ン
サ
ー
の
主
張
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
実
際
、『
第
一
原
理
』
の
次
の
一
節
を
引
い
て
い
る
。「
主
観
と
客
観
の
関

係
は
、
精
神
と
物
質
を
対
立
的
に
考
え
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
た
だ
そ
の
根
底
に
横

た
わ
る
不
可
知
的
な
実
在
（U

nknow
n Reality

）
の
象
徴
に
す
ぎ
な
い（
35
）」。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
一
節
に
示
さ
れ
て
い
る
ス
ペ

ン
サ
ー
の
形
而
上
学
の
構
造
こ
そ
が
、〈
高
等
仏
教
〉
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
構
造
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
簡
単
に
ス

ペ
ン
サ
ー
の
形
而
上
学
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

ス
ペ
ン
サ
ー
は
『
第
一
原
理
』
に
お
い
て
、
宇
宙
の
全
体
を
「
不
可
知
界
（the U

nknow
able

）」
と
「
可
知
界
（the

Know
abl e

）」
と
い
う
二
つ
領
域
に
分
け
て
い
る
。「
可
知
界
」
と
は
、
人
間
に
認
識
可
能
な
現
象
世
界
（
物
質
的
・
精
神
的
現
象

の
す
べ
て
を
含
む
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
科
学
法
則
（「
力
の
恒
存
性
」
や
「
進
化
の
規
則
」
等
）
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
現
象
す
る
世
界
の
全
体
は
、
そ
の
法
則
に
従
っ
て
「
進
化
」
と
「
解
体
」
と
い
う
リ
ズ
ム
（
た
と
え
ば
星
雲
か
ら
天
体
が
形
成

さ
れ
、
や
が
て
消
滅
す
る
と
い
っ
た
リ
ズ
ム
）
で
進
ん
で
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
象
世
界
は
現
れ
て
は
消
え

て
い
く
も
の
で
あ
り
、
真
の
「
実
在
」
で
は
な
い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
考
え
で
は
、
現
象
世
界
の
生
成
消
滅
の
原
動
力
そ
の
も
の
で
あ

る
「
力
（Force

）（
36
）」、
あ
る
い
は
宇
宙
全
体
の
「
第
一
原
因
（FirstCause
）」
こ
そ
が
永
遠
の
実
在
で
あ
る
。
こ
の
「
力
」
は
、
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現
象
で
は
な
い
ゆ
え
に
認
識
し
え
ず
、
そ
の
た
め
「
不
可
知
的
な
実
在
（U

nknow
n Reality

）」
と
呼
ば
れ
る
。
要
す
る
に
、
物

質
と
精
神
の
両
方
を
含
む
現
象
世
界
と
い
う
の
は
、
不
可
知
的
な
実
在
の
一
時
的
な
発
露
に
す
ぎ
ず
、
人
間
が
現
象
を
認
識
し
う
る

と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
実
在
」
の
「
象
徴
」
を
認
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
不
可
知
的
な
実
在
」
そ

の
も
の
は
、「
物
質
」
で
も
「
精
神
」
で
も
な
く
、「
客
観
」
で
も
「
主
観
」
で
も
な
い
。
い
わ
ば
主
客
未
分
の
不
可
知
的
な
実
在
が

根
本
に
あ
り
、
そ
の
「
力
」
が
分
化
し
て
形
を
と
っ
て
、
可
知
的
な
現
象
世
界
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ス
ペ
ン

サ
ー
の
「
変
形
実
在
論
（Transfi gured Realism

）（
37
）」
の
概
要
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
形
而
上
学
と
〈
高
等
仏
教
〉
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、

「
高
等
仏
教
に
通
じ
た
者
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
の
変
形
実
在
論
の
学
説
を
否
定
す
る
と
は
思
え
な
い
」（
二
〇
一
頁
）
と
い
う
。
な
ぜ

な
ら
、
仏
教
は
「
現
象
と
し
て
の
現
象
が
現
実
に
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
現
象
が
永
遠
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
」（
二
〇
一

‐
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
現
れ
て
は
消
え
る
「
か
り
そ
め
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時

に
、〈
高
等
仏
教
〉
の
教
義
に
は
、
単
に
消
え
去
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
真
の
「
実
在
」
が
認
め
ら
れ
る
。

仏
教
に
と
っ
て
、
唯
一
の
実
在
と
は
〈
絶
対
〉

―
す
な
わ
ち
、
無
条
件
的
で
無
限
の
存
在
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
（Buddha

）

で
あ
り
、
物
質
で
あ
れ
精
神
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
に
真
の
存
在
は
あ
り
え
な
い
（
二
〇
一
頁
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
〈
高
等
仏
教
〉
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
「
唯
一
の
永
遠
的
実
在
の
不
完
全
な
現
れ
」（
二
〇
二

頁
）
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
ス
ペ
ン
サ
ー
の
形
而
上
学
と
同
様
の
構
造
を
も
つ
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
の
ハ
ー
ン
の
用
語
法
に
は
多
少
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
仏
教
で
は
「
ブ
ッ
ダ
（Buddha

）」
と
い
う
言
葉
は
「
真
理
を
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悟
っ
た
者
」、「
覚
者
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ハ
ー
ン
は
そ
れ
を
「
唯
一
の
実
在
」
と
し
て
い
る

の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
箇
所
で
、
ハ
ー
ン
は
「
唯
一
の
実
在
」
を
「
至
高
の
ブ
ッ
ダ
（the suprem

e Buddha

）」
と
も
言

い
換
え
、「
こ
の
〈
絶
対
〉
を
、
現
代
の
日
本
人
﹇
黒
田
真
洞
﹈
は
〈
心
の
本
質
（Essence of M

ind

）〉
と
呼
ぶ
」（
二
〇
六
頁
）
と

述
べ
て
い
る
。
で
は
『
大
乗
仏
教
大
意
』
に
お
い
て
黒
田
が
「
心
の
本
質
」
と
呼
ぶ
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「
真
如
（Bhutatathata

）」

に
他
な
ら
な
い（
38
）
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
ハ
ー
ン
は
「
ブ
ッ
ダ
（Buddha

）」
と
「
真
如
（Bhutatathata

）」
を
混
同
し
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
黒
田
に
限
ら
ず
、
明
治
期
の
仏
教
哲
学
に
お
い
て
ス
ペ
ン
サ
ー
的
実
在
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て

き
た
の
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
真
如
」
と
い
う
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
ハ
ー
ン
の
言
う
「
ブ
ッ
ダ

（Buddha

）」
を
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
「
仏
性
」
と
訳
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い（
39
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
高
等
仏

教
〉
は
、
物
質
的
お
よ
び
精
神
的
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
「
現
象
」
は
、「
唯
一
の
実
在
」（「
真
如
」
な
い
し
「
仏
性
」）
の
一
時
的
な

現
れ
で
あ
る
、
と
い
う
ス
ペ
ン
サ
ー
的
形
而
上
学
と
同
一
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
「
意
識
は
真
の
自
己
で
は
な
い
」
と
い
う
二
つ
め
の
特
徴
も
導
か
れ
る
。
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
通
常
自

己
意
識
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
も
「
唯
一
の
実
在
」
の
現
れ
に
す
ぎ
な
い
。「
涅
槃
」
に
お
い
て
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
ひ
と
つ
の
実
在
は
存
在
す
る
。
し
か
し
永
遠
の
個
人
、
恒
存
的
人
格
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
た
だ
自
己
の
幻
影
だ

け
が
存
在
す
る
の
で
あ
る（
40
）」。
わ
れ
わ
れ
が
通
常
自
己
意
識
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
実
在
」（
あ
る

い
は
「
私
」
を
超
え
た
「
非
我N

on-Self

」）
が
、
あ
る
形
態
か
ら
別
の
形
態
へ
と
変
化
し
て
い
る
際
の
一
時
的
な
現
れ
に
他
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
通
常
「
自
己
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
は
、
む
し
ろ
「
実
在
」
の
幻
影
に
す
ぎ
な
い
。
幻
影
で
し
か

な
い
自
己
を
実
在
と
取
り
違
え
る
こ
と
が
苦
し
み
の
原
因
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
〈
高
等
仏
教
〉
に
お
け
る
「
自
己
」
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
、
欧
米
の
近
代
仏
教
学
が
生
み
出
し
た
否
定
的
な
涅
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槃
観
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
反
論
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
涅
槃
は
魂
の
「
消
滅
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
消
し
去
る
べ
き
な
の
は
幻
影
的
な
自
己
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
の
自
己
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
実
在
」＝「
真
如
」
と
合

一
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
意
識
の
消
滅
（extinction

ofconsciousness

）」
こ
そ
が
、〈
高
等

仏
教
〉
に
お
け
る
涅
槃
の
と
ら
え
方
と
な
る（
41
）。
こ
う
し
て
ハ
ー
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
時
代
か
ら
の
懸
念
で
あ
っ
た
涅
槃
の
問
題
を

大
乗
仏
教
の
教
義
、
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
の
哲
学
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
涅
槃
の
教
義
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学

と
仏
教
哲
学
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
「
唯
一
の
実
在
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
不
可
知
的
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
仏
教
は
意
識
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
客
の
対
立
を
超
え
た
不
可
知
的
な
実
在
へ
と
到
達
す
る
可
能

性
を
開
く
。
そ
の
意
味
で
ハ
ー
ン
は
、「
仏
教
は
﹇
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
よ
う
な
﹈
不
可
知
論
（agnosticism

）
で
は
な
く
、
可
知

論
（gnosticism

）
で
あ
る
」（
二
〇
七
頁
）
と
み
な
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
「
意
識
」
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
る
山
や
川
と
い
っ
た
「
物
質
」
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ

る
「
現
象
」
は
一
時
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
を
〈
高
等
仏
教
〉
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ

ろ
う
か
。

ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、〈
高
等
仏
教
〉
に
お
い
て
は
、
意
識
や
物
質
と
い
っ
た
現
実
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
「
業
（Karm

a

）

の
集
積
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
宏
遠
な
過
去
を
通
過
し
て
き
た
無
数
の
思
考
と
行
為
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
、
無
数
の
条
件
の
複
合
物
」（
二
〇
二
‐
三
頁
）
と
み
な
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
森
羅
万
象
と
は
、
無
限
の
過
去
か
ら
続
く

「
因
果
の
連
鎖
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
業
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
〈
高
等
仏
教
〉
の
「
特
徴
的
な
教
義
」

の
三
、四
番
目
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
時
代
に
ハ
ー
ン
が
考
え
て
い
た
「
輪
廻
」
と
進
化
論
哲
学
と
の
関
わ
り
の
〈
高

等
仏
教
〉
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
も
言
え
よ
う
。
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行
為
と
思
念
に
よ
っ
て
、
物
体
を
構
成
す
る
諸
々
の
原
子
は
統
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
諸
原
子
の
結
合
力

―
科
学

者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
諸
原
子
の
引
力

―
は
、
無
数
の
死
滅
し
た
生
物
の
内
で
形
成
さ
れ
た
様
々
な
性
質
を
表
し
て
い

る
。（
二
〇
三
頁
）

森
羅
万
象
は
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
原
子
の
統
合
で
あ
る
が
、
個
体
の
死
と
共
に
原
子
は
離
散
す
る
。
し
か
し
原
子
の
内
に
は
、

そ
の
個
体
の
「
行
為
と
思
念
」
が
生
み
出
し
た
「
様
々
な
性
質
」
が
残
さ
れ
る
。
原
子
は
再
び
結
合
し
て
別
の
新
た
な
個
体
が
形
成

さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
原
子
に
残
さ
れ
た
「
性
質
」
は
新
た
な
個
体
へ
と
「
遺
伝
」
し
て
い
く
…
…
。
万
物
は
遺
伝
的
連
続
性
を
保

ち
な
が
ら
、「
進
化
」
と
「
解
体
」
と
い
う
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
生
成
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
質
量
保
存
則
」
や
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
保
存
則
」
と
も
合
致
す
る
進
化
論
哲
学
が
、
仏
教
的
な
「
輪
廻
転
生
」
を
裏
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
〈
高
等
仏
教
〉
に
お
い
て
は
、
森
羅
万
象
の
生
成
消
滅
や
輪
廻
の
教
義
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
的
進
化
論
哲
学
に
近
づ

け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ス
ペ
ン
サ
ー
と
は
多
少
異
な
る
側
面
も
ハ
ー
ン
は
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
〈
高
等
仏
教
〉

の
、
よ
り
積
極
的
な
「
生
気
論
（vitalism

）」
的
、
あ
る
い
は
「
汎
神
論
」
的
傾
向
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
万
物
の
背
後
に
そ
の

原
動
力
と
し
て
の
「
力
」
を
見
て
と
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
不
可
知
的
な
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
力
」
な
い

し
「
実
在
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
で
は
積
極
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、〈
高
等

仏
教
〉
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
の
よ
う
な
「
ド
イ
ツ
の
一
元
論
」
に
近
い
立
場
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ッ
ケ
ル
は
ス
ペ
ン
サ
ー
と
似
通
っ
た
進
化
論
哲
学
を
展
開
し
た
が
、
よ
り
明
確
に
一
元
論
的
な
立
場
を
示
し

た
。
ヘ
ッ
ケ
ル
に
お
い
て
は
、
物
質
の
内
に
も
低
級
な
「
感
覚
と
意
志
」
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
「
普
遍
的
な
潜
在
感
情
」
が

進
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
等
な
動
物
の
意
識
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
全
体
に
は
感
覚
や
意
識
が
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偏
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
宇
宙
は
あ
る
種
の
生
命
的
原
理
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
よ
り
明
確
な
生
命
的
な
一
元
論

が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る（
42
）。

そ
し
て
ハ
ー
ン
は
〈
高
等
仏
教
〉
の
内
に
も
、「
物
質
は
生
き
て
い
る
」
と
す
る
よ
う
な
生
気
論
的
傾
向
を
見
て
と
っ
て
い
る
。

大
乗
仏
教
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
山
川
草
木
す
べ
て
を
「
有
情
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
有
機
物
と
同
様
に
、
無
機
物
も
感
情
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
ハ
ー
ン
は
『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
一
節
を
引
き
つ
つ
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。「
す
べ
て
の

有
情
の
集
積
さ
れ
た
行
為
が
、
山
、
川
、
国
土
等
を
生
み
出
す
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
行
為
の
集
積
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
集
積
的
結
果
﹇
増
上
果
﹈
と
呼
ば
れ
る（
43
）」。
山
川
草
木
す
べ
て
が
「
行
為
の
集
積
」
つ
ま
り
「
業
の
集
積
」
の
結
果
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
「
善
悪
因
果
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、
山
川
草
木
す
べ

て
も
ま
た
涅
槃
に
い
た
る
可
能
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ハ
ー
ン
は
〈
高
等
仏
教
〉
の
内
に
、
物
質
を
含
め
た
宇
宙

の
す
べ
て
が
「
生
き
て
」
お
り
、
す
べ
て
が
神
的
性
格
（
仏
性
）
を
分
ち
も
つ
と
い
う
、
大
乗
仏
教
的
な
汎
神
論
的
傾
向
を
見
て

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
．
井
上
円
了
の
仏
教
哲
学

以
上
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
ー
ン
が
提
示
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
の
理
論
内
容
を
確
認
し
て
き
た
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て

は
、
こ
う
し
た
〈
高
等
仏
教
〉
と
い
う
も
の
は
、
ハ
ー
ン
独
自
の
仏
教
理
解
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
わ
れ

わ
れ
の
考
え
で
は
、〈
高
等
仏
教
〉
は
明
治
期
の
仏
教
哲
学
、
と
り
わ
け
井
上
円
了
の
そ
れ
と
大
き
く
重
な
る
部
分
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
先
に
ハ
ー
ン
が
あ
げ
た
〈
高
等
仏
教
〉
の
「
特
徴
的
な
教
義
」
と
関
連
づ
け
つ
つ
、
円
了
の
仏
教
哲
学
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。
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さ
て
、〈
高
等
仏
教
〉
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
ハ
ー
ン
が
挙
げ
た
の
は
、「
唯
一
の
実
在
の
み
が
存
在
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
的
「
実
在
（Reality

）」
と
仏
教
の
「
真
如
」
な
い
し
「
仏
性
」
を
重
ね
合
わ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
現

象
は
真
如
＝
実
在
の
一
時
的
な
現
れ
に
他
な
ら
な
い
、
と
す
る
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
を
意
味
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
わ
れ
わ

れ
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
的
「
実
在
」
と
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
真
如
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
井
上

円
了
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
仏
教
哲
学
の
最
も
基
本
的
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
明
治
期
に
円
了
ら
が
仏

教
（
と
り
わ
け
大
乗
仏
教
）
の
形
而
上
学
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
際
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
が
ひ
と
つ
の
重
要
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
仏
教
形
而
上
学
は
、
明
治
中
期
の
東
京
大
学
と
い
う
知
的
環
境
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
円
了
が

学
ん
だ
東
京
大
学
哲
学
科
は
、
外
山
正
一
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
い
っ
た
講
師
を
中
心
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
受
容

の
中
心
地
と
な
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
『
第
一
原
理
』
は
積
極
的
に
読
ま
れ
て
い
た（
44
）。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
東
京
大
学
で
は

原
坦
山
が
「
仏
書
講
義
」
を
講
じ
て
お
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
ひ
と
つ
が
『
大
乗
起
信
論
』
で
あ
っ
た
。
渡
部
清
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
の
当
時
の
東
京
大
学
に
お
い
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
的
形
而
上
学
と
『
大
乗
起
信
論
』
の
思
想
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い（
45
）。
そ
の
も
っ
と
も
早
い
例
は
、
井
上
哲
次
郎
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
『
哲
学
字
彙
』（
一
八
八
一
年
）
に
お
け
る

“Reality

”
と
い
う
項
目
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「Reality 

実
体
、
真
如
、
按
、
起
信
論
、
当
知

一
切
法
不
可
説
、
不
可
念
、
故
名
為
真
如（
46
）」﹇Reality

と
は
実
体
、
真
如
の
意
味
で
あ
る
。『
大
乗
起
信
論
』
の
以
下
を
参
照
せ

よ
。「
す
べ
て
の
も
の
は
説
く
こ
と
も
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
真
如
と
名
づ
け
ら
れ
る
」﹈。
こ
こ
で
は
ス
ペ
ン
サ
ー

的
“Reality

”
つ
ま
り
、「
不
可
知
的
な
実
在
（U

nknow
n Reality

）」
と
い
う
概
念
が
、『
大
乗
起
信
論
』
に
お
け
る
「
説
く
こ
と

も
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
」「
真
如
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
明
治
中
ご
ろ
に
ひ
と
つ
の
「
仏
教

哲
学
」
あ
る
い
は
「
仏
教
の
形
而
上
学
」
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
当
時
「
純
正
哲
学
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
現
在
の
哲
学
史
に
お
い
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て
は
、
井
上
哲
次
郎
の
用
語
で
あ
る
「
現
象
即
実
在
論
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る（
47
）。
こ
の
哲
学
体
系
は
東
京
大
学

哲
学
科
出
身
者
た
ち
（
井
上
哲
次
郎
、
井
上
円
了
、
三
宅
雄
二
郎
、
清
沢
満
之
ら
）
を
中
心
に
広
く
論
じ
ら
れ
た
が
、
明
治
期
に
お

け
る
そ
の
最
大
の
普
及
者
は
井
上
円
了
で
あ
っ
た（
48
）。

で
は
、
あ
ら
た
め
て
円
了
の
哲
学
と
〈
高
等
仏
教
〉
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
森
羅
万
象
は
唯
一
の
実
在
で
あ
る
真
如
の
現
れ
で
あ

る
、
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
、
円
了
は
『
仏
教
活
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

真
如
と
は
法
性
と
い
い
、
一
如
と
い
い
、
法
界
と
い
い
、
理
性
と
い
い
、
種
々
の
異
名
あ
れ
ど
も
共
に
一
切
諸
法
、
万
象
万

類
の
実
体
本
源
を
義
と
す
。（
中
略
）
そ
の
真
如
の
体
面
に
現
立
す
る
も
の
こ
れ
を
事
相
と
い
う
、
現
象
の
義
な
り
、
あ
る
い

は
万
法
と
い
う
、
万
象
万
有
の
義
な
り
。
こ
の
現
象
界
は
生
滅
変
遷
、
栄
枯
盛
衰
あ
る
を
も
っ
て
そ
の
実
況
と
す
。
故
に
こ
れ

を
生
滅
界
も
し
く
は
生
死
界
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
真
如
界
を
不
生
不
滅
界
と
い
う（
49
）。

真
如
と
は
森
羅
万
象
す
べ
て
の
「
実
体
本
源
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
真
如
の
「
体
面
」
に
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
現
象
は
「
消
滅
変
遷
」
す
る
に
対
し
て
、
真
如
は
「
不
生
不
滅
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
ず
は
こ
こ
に
「
唯
一
の
実
在
の
み

が
存
在
す
る
」
と
い
う
ス
ペ
ン
サ
ー
的
テ
ー
ゼ
に
似
通
っ
た
考
え
が
、『
大
乗
起
信
論
』
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
「
不
可
知
的
な
実
在
」
が
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
物
で
も
心
で
も
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
円
了

は
真
如
を
「
非
物
非
心
の
理
体
」
と
し
て
い
る
。「
真
如
は
物
に
し
て
物
に
あ
ら
ず
、
心
に
し
て
心
に
あ
ら
ず
。
い
わ
ゆ
る
非
物
非

心
に
し
て
ま
た
よ
く
是
物
是
心
な
り（
50
）」。
そ
し
て
物
や
心
と
い
っ
た
現
象
は
真
如
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
開
発
発
展
は

真
如
の
「
力
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
物
心
は
象
﹇
現
象
﹈
な
り
、
真
如
は
体
﹇
実
体
﹈
な
り
、
物
心
の
真
如
よ
り
開
発
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す
る
は
力
な
り（
51
）」。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
円
了
の
仏
教
哲
学
は
、
不
可
知
的
実
在
の
「
力
」
を
宇
宙
す
べ
て
の
生
成
発
展

の
源
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
形
而
上
学
か
ら
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ハ
ー
ン

が
「〈
高
等
仏
教
〉
は
あ
る
種
の
一
元
論
で
あ
る
」
と
言
う
た
め
に
は
、
真
如
を
万
物
の
「
実
体
本
源
」
と
す
る
こ
う
し
た
仏
教
哲

学
が
あ
ら
か
じ
め
構
築
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
さ
ら
に
議
論
を
進
め
る
た
め
に
、
次
に
こ
の
一
元
論
哲
学
の
進
化
論
的
側
面
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

ハ
ー
ン
は
「
仏
教
も
ま
た
ひ
と
つ
の
進
化
論
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
は
、
ま
さ
し
く
円
了
が
展
開
し

て
い
た
も
の
だ
っ
た
。「
今
日
西
洋
学
に
て
唱
う
る
と
こ
ろ
の
進
化
退
化
の
説
は
そ
の
源
、
生
物
学
よ
り
起
こ
れ
り
、
こ
れ
を
進
化

論
と
い
う
。
仏
教
も
ま
た
こ
の
進
化
論
に
基
づ
く
も
の
な
り
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
六
道
輪
廻
説
も
進
化
論
中
の
遺
伝
説
を
応
用
し
た
る

も
の
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
成
仏
説
も
進
化
の
規
則
に
よ
る
も
の
な
り（
52
）」。
こ
の
よ
う
に
円
了
は
、「
六
道
輪
廻
説
」
や
「
成
仏
説
」

を
当
時
の
科
学
理
論
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
円
了
は
仏
教
の
科
学
的
基
礎
づ
け
を
幅
広
く
行
っ
た
。
そ
れ
は
「
仏
教
中
の
客
観
論
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
と
り
わ

け
倶
舎
論
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る（
53
）。
円
了
に
よ
れ
ば
、
倶
舎
論
は
「
諸
物
諸
境
の
原
理
を
論
じ
、
種
々
の
元
素
相

合
し
て
万
象
万
化
を
現
ず
る
ゆ
え
ん
」
を
説
き
、「
人
身
の
ご
と
き
も
諸
元
相
合
し
て
一
時
そ
の
形
を
現
ず
る
の
み
に
て
、
そ
の
諸

元
を
解
散
す
れ
ば
別
に
「
我
」
と
称
す
べ
き
実
体
な
し（
54
）」
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
万
物
は
あ
る
種
の
物
質
的
・
精
神
的

元
素
（
五
蘊
）
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
そ
れ
ら
が
集
積
離
散
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
森
羅
万
象
す
べ
て
が
生
成
す
る
の
で
あ
り
、
人

が
通
常
「
我
」
と
考
え
る
よ
う
な
現
象
も
、
元
素
の
一
時
的
な
集
積
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
円
了
は
こ

の
よ
う
な
森
羅
万
象
の
生
成
を
仏
教
的
な
「
因
果
」
の
規
則
、
お
よ
び
「
物
質
不
滅
」、「
勢
力
保
存
」
と
い
っ
た
科
学
的
規
則
に

よ
っ
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。「
因
果
の
規
則
は
理
学
の
原
理
に
し
て
、
今
日
唱
う
る
と
こ
ろ
の
物
質
不
滅
、
勢
力
保
存
の
理
法
に
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応
合
す
る
も
の
な
り
。
け
だ
し
物
質
は
千
態
万
状
の
変
化
を
営
む
も
、
そ
の
元
素
に
至
り
て
は
一
定
の
数
量
あ
り
て
増
減
消
滅
す
る

こ
と
な
し
。
ま
た
勢
力
は
事
情
の
異
な
る
に
従
い
、
種
々
そ
の
作
用
を
異
に
す
る
も
、
そ
の
定
量
に
至
り
て
は
す
こ
し
も
増
減
消
滅

あ
る
こ
と
な
し
と
い
う（
55
）」。
真
如
か
ら
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
右
の
諸
法
則
に
従
っ
て
循
環
運
行
し
、
そ
の
行
為
や
働
き
は
世

代
を
超
え
て
「
因
縁
相
続
」
す
る
、
あ
る
い
は
「
遺
伝
」
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
円
了
に
お
い
て
も
「
六
道
輪
廻
説
」
は
進
化

論
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
際
限
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
生
死
を
脱
す
る
こ
と
が
、「
成
仏
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
円
了
の
議
論
は
、
ハ
ー
ン
が
「
高
等
仏
教
」
に
お
い
て
「
業
の
集
積
」
に
よ
っ
て
輪
廻
説
を

説
明
す
る
際
の
身
振
り
と
非
常
に
近
し
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
進
化
論
哲
学
と
仏
教
と
の
こ
う
し
た
重
ね
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
円
了
自
身
、
そ
れ
が
「
牽
強
付
会
の
説
」
と
言
わ

れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
円
了
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
試
み
を
行
っ
た
の
か
。
そ
れ
に

つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
円
了
の
仏
教
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
真
如
の
現
れ
と
す
る
よ
う
な
あ
る
種
の
一
元
論
哲
学
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
天
体
か
ら
生
物
、
人
間
社
会
の
倫

理
に
い
た
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
「
進
化
の
一
般
的
規
則
」
に
従
っ
て
説
明
す
る
哲
学
体
系
を
築
い
た
が
、
そ
れ
は
単
な
る
現

象
の
説
明
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
哲
学
は
、
現
象
の
背
後
に
あ
り
、
現
象
の
生
成
消
滅
の
原
動
力
そ
の
も

の
で
あ
る
「
不
可
知
的
な
実
在
」
を
肯
定
す
る
形
而
上
学
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
お
い
て
「
不
可
知
的
な
実
在
」

は
、
個
々
の
有
限
な
現
象
を
超
越
す
る
ゆ
え
に
不
可
知
的
で
あ
り
、
無
限
的
・
無
条
件
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
神

的
性
格
を
も
っ
た
「
内
在
的
超
越
」
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
あ
る
意
味
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
こ
う
し
た
哲
学
は
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
に
よ
っ
て
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
「
科
学
と
宗
教
の
対
立
」
を
和
解
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
っ
た（
56
）。
よ
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く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
進
化
論
は
聖
書
的
「
創
造
」
と
矛
盾
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
進
化
論
は
そ
の
登
場
以

来
、
継
続
的
に
反
キ
リ
ス
ト
教
的
・
反
宗
教
的
言
説
と
し
て
も
機
能
し
て
き
た（
57
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー

は
ま
さ
し
く
進
化
論
と
宗
教
を
調
和
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
哲
学
と
は
、
科
学
的
な
諸
法
則
（「
質
量
保
存
則
」

や
「
進
化
の
規
則
」
等
）
に
従
う
「
現
象
」
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
理
論
と
、
そ
の
背
後
で
働
く
神
的
な
原
理
と
を
統
合
す
る
、
ひ

と
つ
の
合
理
的
宗
教
論
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
ハ
ー
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
宇
宙
に
神
的
原
理
が

存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
は
不
可
知
論
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
厳
密
に
宗
教
論
と

な
る
た
め
に
は
、
あ
と
一
歩
の
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
円
了
の
仏
教
的
な
進
化
論
的
一
元
論
哲
学
の
意
義
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
は
ス

ペ
ン
サ
ー
と
同
様
、
現
象
と
そ
の
原
動
力
で
あ
る
真
如
の
働
き
を
統
一
的
な
宇
宙
論
に
よ
っ
て
統
合
す
る
、
合
理
的
宗
教
論
の
試
み

で
あ
る
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
的
な
「
科
学
と
宗
教
の
対
立
」
を
背
景
と
し
つ
つ
、
科
学
的
合
理
性
と
宗
教
性
を
ひ
と
つ
の
壮
大
な
体

系
の
内
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
円
了
の
仏
教
哲
学
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
不
可
知
論
的
立
場

に
留
ま
っ
た
究
極
の
宗
教
性
を
よ
り
積
極
的
に
語
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
〈
高
等
仏
教
〉
の
内
に
宇
宙
全
体
を
「
生
き
て
い
る
」
と

す
る
よ
う
な
生
気
論
的
傾
向
や
汎
神
論
的
傾
向
を
見
て
と
っ
た
が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
円
了
の
内
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
事
々
物
々
一
と
し
て
真
如
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
微
花
小
草
も
み
な
真
如
の
理
を
具
し
、
一
滴
の
水
も
一
点
の
雲
も
み
な
真
如
の
理
を

具
す
。
故
に
涅
槃
経
に
諸
動
物
こ
と
ご
と
く
本
来
真
如
の
理
性
を
具
す
る
ゆ
え
ん
を
述
べ
て
、
一
切
衆
生

悉
有
仏
性
と
説
け
り（
58
）」。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
円
了
の
進
化
論
的
一
元
論
哲
学
に
よ
り
、
大
乗
仏
教
的
な
如
来
蔵
思
想
が
、
ひ
と
つ
の
汎
神
論
的
な
自
然
哲
学

と
し
て
理
論
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
よ
り
、
ハ
ー
ン
の
〈
高
等
仏
教
〉
と
円
了
の
仏
教
哲
学
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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ハ
ー
ン
自
身
が
円
了
の
思
想
を
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
し
か
し
両
者
は
明
ら
か
に
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
に

よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
が
仏
教
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
の
多
く
が
、
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
は
彼

が
想
像
し
て
い
た
以
上
の
密
度
で
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ハ
ー
ン
が
〈
高
等
仏
教
〉
と
し
て
提
示
し
た
仏
教
哲
学
と
、
円
了
の
そ
れ
と
で
は
、
大
き
く
異
な
る
部
分
も
存
在
す

る
。
あ
る
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
ハ
ー
ン
に
よ
る
日
本
の
仏
教
哲
学
の
理
解
に
は
、
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
即
」
と
い
う
理
論
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
が
〈
高
等
仏
教
〉
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
た

「
意
識
は
真
の
自
己
で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。

「
意
識
は
真
の
自
己
で
は
な
い
」。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
自
己
意
識
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、「
真
の
自
己
」
つ
ま
り

唯
一
の
実
在
の
現
れ
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
涅
槃
」
も
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
幻
影

で
し
か
な
い
自
己
意
識
を
消
滅
さ
せ
、「
真
の
自
己
」
た
る
実
在
へ
と
帰
入
す
る
こ
と
が
、
ハ
ー
ン
が
理
解
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
の

涅
槃
観
で
あ
っ
た
。
さ
し
あ
た
り
こ
う
し
た
「
自
己
意
識
」
の
理
解
の
仕
方
は
、
円
了
に
お
い
て
も
、
先
に
触
れ
た
「
仏
教
の
客
観

論
」
と
し
て
の
倶
舎
論
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
「
我
」
と
い
う
現
象
は
元
素
（
五
蘊
）
の
集
積
に
よ
っ
て
生
滅
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
倶
舎
論
は
「
我
境
の
実
体
な
き
を
証
す
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
円
了
の
仏
教
哲
学
に
お
い
て

は
、
倶
舎
論
は
「
小
乗
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
仏
教
の
最
終
的
な
段
階
で
は
な
い
。
円
了
に
と
っ
て
は
華
厳
天
台
両
宗
に
お
い
て
示

さ
れ
る
「
大
乗
」
が
最
も
高
度
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
真
如
」
と
い
う
概
念
が
十
全
に
表
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
大
乗

仏
教
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
華
厳
天
台
で
示
さ
れ
る
「
真
如
」
と
、
自
己
意
識
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
「
現
象
」
と
の
関
係
は
、
実
際

次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
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仏
教
に
て
は
相
対
の
万
物
そ
の
体
真
如
の
一
理
に
外
な
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
、
万
法
是
真
如
と
い
い
、
真
如
の
一
理
、

物
心
を
離
れ
て
別
に
存
せ
ざ
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
真
如
是
万
法
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
真
如
と
万
物
と
同
体
不
離
な
る
ゆ
え

ん
を
論
じ
て
、
万
法
是
真
如
、
真
如
是
万
法
、
色
即
是
空

空
即
是
色
と
い
う（
59
）。

「
相
対
の
万
物
」
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、
絶
対
的
な
真
如
そ
の
も
の
で
あ
り
、
逆
に
真
如
は
物
心
の
現
象
か
ら
離
れ
て
存
在

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
は
「
同
体
不
離
」
と
い
う
関
係
な
の
で
あ
る
。
円
了
は
こ
の
関
係
を
、
し
ば
し
ば
「
裏
表
」
と
い
う

比
喩
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
枚
の
紙
の
表
が
Ａ
、
裏
が
Ｂ
で
あ
る
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
に
は
「
差
別
」
が
あ
る
。
し
か

し
そ
の
紙
自
体
は
Ａ
で
も
Ｂ
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
は
「
同
体
」
で
あ
り
「
平
等
」
で
あ
る
。
真
如
と
現
象
の
関
係
も
こ

れ
と
同
様
で
、
様
々
な
現
象
の
間
に
は
差
別
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
実
体
で
あ
る
真
如
と
い
う
観
点
で
見
る
と
、
す
べ
て
は

平
等
と
な
る
。
ま
た
逆
に
、
様
々
な
現
象
間
の
差
別
な
し
に
真
如
そ
の
も
の
は
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
円
了
が
「
円

融
相
即
」
と
呼
ぶ
真
如
と
現
象
の
関
係
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ハ
ー
ン
が
〈
高
等
仏
教
〉
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
た
「
意
識
は
真
の
自
己
で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ

は
、
円
了
の
仏
教
哲
学
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。「
意
識
」
あ
る
い
は
「
我
」
と
い
っ
た
現
象
は
た
し
か
に
生
成
消
滅

す
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
真
如
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
的
な
自
己
意
識
は
真
の
自
己
た
る
真
如
の
現
れ
だ

が
、
現
れ
て
は
消
え
る
自
己
か
ら
離
れ
て
真
如
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
ー
ン
の
場
合
は
、
か
り
そ
め
の
自
己
意
識

を
消
し
去
り
、
実
在
へ
と
帰
入
す
る
こ
と
が
涅
槃
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
円
了
の
場
合
は
決
し
て
そ
う
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
円

了
に
お
い
て
も
、
生
滅
（「
心
生
滅
」）
は
苦
し
み
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
不
生
不
滅
の
真
如
（「
心
真
如
」）
へ
と
帰
入
す
る
こ
と

が
涅
槃
の
主
意
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
有
限
の
生
滅
を
絶
対
視
す
る
「
妄
見
」
で
あ
り
、
生
滅
す
る
現
象
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も
本
来
は
不
生
不
滅
の
真
如
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
だ
。「
現
象
の
ご
と
き
は
我
人
の
見
に
よ
り
て
生
じ
た
る
も
の
に

し
て
、
無
を
有
と
し
仮
を
真
と
す
る
妄
見
に
外
な
ら
ず
。
故
に
我
人
ひ
と
た
び
そ
の
見
を
破
れ
ば
、
真
如
の
依
然
と
し
て
真
如
を
見

る
べ
し（
60
）」。
つ
ま
り
、
円
了
に
お
い
て
涅
槃
と
は
、
自
己
意
識
を
消
し
去
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
意
識
が
本
来
真
如
で
あ
る
と

知
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、「
唯
一
の
実
在
の
み
が
存
在
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
ハ
ー
ン
は
現

象
は
実
在
の
現
れ
に
す
ぎ
ず
、
真
の
存
在
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
円
了
の
仏
教
哲
学
を
適
切
に
と
ら
え
る
な

ら
ば
、
現
象
は
真
如
で
あ
り
、
ま
た
真
如
は
現
象
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
表
か
ら
見
る
の
か
、
裏
か
ら
見
る
の
か
と
い
う
視
点
の
違
い

に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
現
象
と
真
如
を
「
即
」
で
結
ぶ
と
い
う
大
乗
仏
教
的
な
哲
学
は
、
円
了
以
降
、
日
本
の
仏
教
哲
学
、
あ
る

い
は
「
日
本
哲
学
」
の
展
開
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た（
61
）。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が
日
本

の
〈
高
等
仏
教
〉
を
論
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
読
み
取
る
べ
き
事
柄
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い（
62
）。

む
す
び
に

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ー
ン
が
提
示
す
る
〈
高
等
仏
教
〉
と
円
了
の
仏
教
哲
学
の
比
較
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
両
者
の

哲
学
体
系
に
は
基
本
的
な
一
致
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
大
き
く
異
な
る
部
分
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に

し
て
も
ハ
ー
ン
と
円
了
は
、
仏
教
、
進
化
論
、
汎
神
論
と
い
っ
た
も
の
を
め
ぐ
る
知
的
背
景
・
論
争
状
況
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
い
た
の
が
ス
ペ
ン
サ
ー
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
両
者
の
間
に
は
、
そ
も
そ
も
仏
教

に
対
す
る
異
な
る
関
心
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
見
え
て
く
る
、
ハ
ー
ン
と
円
了
そ
れ

ぞ
れ
の
仏
教
思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
指
摘
し
、
本
論
考
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
ハ
ー
ン
の
涅
槃
理
解
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
や
は
り
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
傾
向
で
あ
る（
63
）。
ハ
ー
ン
が
日
本
の

一
元
論
的
仏
教
哲
学
か
ら
読
み
取
っ
た
涅
槃
観
は
、
個
別
的
な
自
己
意
識
の
消
滅
を
通
し
た
、
神
的
な
実
在
と
の
一
致
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
西
洋
的
な
「
自
我
（Ego

）」
の
あ
り
方
に
窮
屈
さ
を
感
じ
て
お
り
、
彼
が
仏
教
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
の

は
、「
万
物
は
一
体
で
あ
る
」
と
か
「〈
私
〉
と
〈
あ
な
た
〉
の
区
別
は
、
消
え
去
っ
て
い
く
感
覚
が
つ
く
り
だ
す
幻
影
で
あ
る（
64
）」

と
い
っ
た
考
え
で
あ
る
。
自
己
と
他
者
（
人
間
・
動
物
・
植
物
・
無
機
物
と
い
っ
た
す
べ
て
）
と
を
隔
て
る
原
因
と
な
っ
て
い
る

「
自
己
意
識
」
を
消
し
去
り
、
万
物
と
一
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
。
お
そ
ら
く
は
ハ
ー
ン
が
大
乗
仏
教
の
思
想
に
最
も
惹
か
れ
た
の

は
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、〈
高
等
仏
教
〉
の
理
論
の
内
に
も
、
ハ
ー
ン
が
日
本
の
仏
教
哲
学
に
仮
託
し
て
自

ら
の
思
想
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
側
面
は
た
し
か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
円
了
の
仏
教
思
想
の
特
徴
も
、
そ
の
涅
槃
観
か
ら
見
え
て
く
る
。
実
際
円
了
も
、
欧
米
の
近
代
仏
教
学
が
広
め
た

否
定
的
涅
槃
観
に
よ
っ
て
、
仏
教
が
「
空
無
の
教
」
あ
る
い
は
「
厭
世
の
教
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
し
か

し
円
了
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
欧
米
の
仏
教
学
が
「
小
乗
」
の
み
を
対
象
と
し
、
大
乗
仏
教
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ

る
。
そ
こ
で
円
了
が
提
示
す
る
大
乗
仏
教
的
な
涅
槃
と
は
、
真
如
と
現
象
が
一
体
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一

体
性
に
気
づ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

涅
槃
観
を
と
る
仏
教
は
、
生
滅
の
世
界
、
現
実
の
世
界
を
消
し
去
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
離
れ
こ
の
世
を
厭
離
す
る
も

の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
現
実
肯
定
を
含
む
仏
教
で
あ
り
、「
世
間
的
」
な
仏
教
で
も
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
現
実
肯
定
的
側
面

を
程
示
す
る
こ
と
は
、「
護
国
愛
理
」
を
掲
げ
る
円
了
の
仏
教
復
興
の
試
み
に
お
い
て
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

最
終
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、
円
了
と
ハ
ー
ン
の
仏
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
両
者
の
関
心
の

方
向
性
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
も
の
に
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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【
註
】

（
１
）
前
田
専
學
・
佐
々
木
一
憲
訳
註
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
著
『
涅
槃
』

―
邦
訳
と
注
記

―
」
I
〜
V
『
東
方
』

第
二
四
・
二
五
・
二
八
・
二
九
号
、
二
〇
〇
八
・
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
二
・
二
〇
一
三
年
。

（
２
）
ハ
ー
ン
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
銭
元
健
二
「
小
泉
八
雲
の
進
化
論
的
大
乗
論
」『
滅
び
と
異
郷

の
比
較
文
化
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
。
大
東
俊
一
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
思
想
と
文
学
』
渓
流
社
、
二
〇
〇
四

年
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ズ
キ
ン
ド
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
仏
教
観

―
一
九
世
紀
科
学
思
想
と
の
一
致
論
を
中
心
と
し
て
」

『
日
本
研
究
』
第
三
七
集
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
。

（
３
）Lafcadio H

earn,

“Letter from
 Shim

ane,

”Th e Japan W
eekly M

ail, July 4, 1891.
ll

（
４
）G

leanings in Buddha-Fields
と
題
さ
れ
た
こ
の
書
は
、
平
井
呈
一
に
よ
っ
て
『
仏
の
畑
の
落
穂
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
竹
内
信

夫
に
よ
れ
ば
、
“Buddha-Fields
”
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
“Buddha-ksetra

”（
仏
国
土
）
の
英
訳
で
あ
る
と
し
て
、『
仏
国
土
拾
遺
』

と
改
め
ら
れ
た
た
め
、
本
稿
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
竹
内
信
夫
「
ハ
ー
ン
〈
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
〉
に
つ
い
て
」『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』

第
五
六
巻
一
一
号
、
一
九
九
一
年
。

（
５
）
大
東
俊
一
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
思
想
と
文
学
』
前
掲
書
。

（
６
）Lafcadio H

earn, Life and Letters, vol.1, H
oughton M

iffl  in Co., 1922, pp.285-6.

（
７
）
大
東
俊
一
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
思
想
と
文
学
』
前
掲
書
。

（
８
）
た
と
え
ば
一
八
八
〇
年
八
月
一
一
日
付
の
『
ア
イ
テ
ム
』
紙
に
は
、「
ぼ
く
が
花
だ
っ
た
時
」
と
い
う
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）Lafcadio H

earn, Th e W
ritings of Lafcadio H

earn. Vol.2, Rinsen Book, pp. 259-260.

（
10
）
ス
ペ
ン
サ
ー
の
他
に
こ
う
し
た
一
元
論
を
展
開
し
て
い
た
人
物
と
し
て
は
、
ハ
ー
ン
も
「
高
等
仏
教
」
の
中
で
言
及
し
て
い
る
エ
ル
ン

ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
や
、
ト
マ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
な
ど
が
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
バ
ズ
キ
ン
ド
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
仏
教
観

―
一
九
世
紀
科
学
思
想
と
の
一
致
論
を
中
心
と
し
て
」、
前
掲
書
。
ま
た
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
主
義
者
た
ち
の
間
に
も
進
化
論
的
一
元
論
哲
学
は
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
の

代
表
者
と
し
て
は
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ス
ク
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
同
時
期
に
ハ
ー
バ
ー
ド
で
哲
学
を
学
ん
で
い
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ

サ
も
そ
の
影
響
下
に
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
11
）H

erbert Spencer, First Principles, in Th e W
orks of H

erbert Spencer vol.I, O
snabrück O

tto Zeller, 1966.
II

（
12
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
流
行
」
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。Richard H

ofstadter, Social D
arw

inism
 in Am

erican
thought, Beacon, 1944.

tt

お
よ
び
山
下
重
一
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
。

（
13
）Lafcadio H

earn, Th e W
ritings of Lafcadio H

earn. Vol.13, Rinsen Book, p.371 .

（
14
）
前
田
専
學
は
、
ハ
ー
ン
の
蔵
書
を
収
容
し
て
い
る
富
山
大
学
付
属
図
書
館
の
「
ヘ
ル
ン
文
庫
」
の
目
録
を
通
し
て
、
実
際
に
ハ
ー
ン
が

ど
の
よ
う
な
文
献
か
ら
仏
教
を
学
ん
だ
の
か
を
検
証
し
て
い
る
。
前
田
専
學
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
仏
教

―
ヘ
ル
ン
文
庫
か

ら
み
た
」、『
宗
教
的
真
理
と
現
代
』
教
育
新
潮
社
、
一
九
九
三
年
。

（
15
）Lafcadio H

earn,
“What Buddhism

 is,

”in
Th e W

ritings of Lafcadio H
earn. Vol.13, Rinsen Book.

（
16
）
ク
ザ
ン
や
サ
ン
＝
テ
ィ
レ
ー
ル
の
哲
学
史
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ジ
ャ
ン
・
ル
フ
ラ
ン
『
一
九
世
紀

フ
ラ
ン
ス
哲
学
』（
川
口
茂
雄
・
長
谷
川
琢
哉
・
根
無
一
行
訳
）、
白
水
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
17
）Roger-Pol D

roit,
Le culte du néant, Seuil, 2004. p.16.

tt

ロ
ジ
ェ
＝
ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
『
虚
無
の
信
仰
』（
島
田
裕
巳
・
田
桐
正
彦
訳
）、

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
二
年
。

（
18
）
ハ
ー
ン
の
「
涅
槃
」
解
釈
の
背
後
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
仏
教
観
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
し
た
。

佐
々
木
一
憲
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
〈
総
合
仏
教
〉
と
〈
近
代
仏
教
〉」、『
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
』
二
三
号
、
二
〇
〇
九
年
、

一
二
三
頁
。

（
19
）
小
泉
八
雲
「
東
洋
の
土
を
踏
ん
だ
日
」（
仙
北
谷
晃
一
訳
）『
神
々
の
国
の
首
都
』（
平
川
祐
弘
編
）、
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
。

（
20
）Lafcadio H

earn,

“The H
igher Buddhism

,

”in
Th e W

ritings of Lafcadio H
earn. Vol.13, Rinsen Book.

（
21
）
“higher Buddhism

”
と
い
う
表
現
は
、
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
主
な
邦
訳
（
平
井
呈
一
訳
お
よ
び
戸
川
明
三
訳
）
で
は
い
ず
れ
も

「
大
乗
仏
教
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
“higher
”
と
い
う
言
葉
に
「
大
乗
」
と
い
う
意
味
を
読
み
込
む
こ
と
自
体
に

無
理
が
あ
り
、
近
年
で
は
こ
う
し
た
訳
語
は
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。
前
田
専
學
「
ラ
フ

カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
仏
教

―
ヘ
ル
ン
文
庫
か
ら
み
た
」
前
掲
書
。

（
22
）Lafcadio H

earn, Th e W
ritings of Lafcadio H

earn. Vol.12, Rinsen Book, p.196.

（
23
）
真
鍋
明
と
ハ
ー
ン
と
の
出
会
い
は
「
東
洋
の
土
を
踏
ん
だ
日
」
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
真
鍋
の
詳
細
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
ハ
ー
ン
の
来
日
前
年
の
明
治
二
二
年
、「
仏
教
徒
と
な
っ
た
神
智
学
徒
」
と
し
て
知
ら
れ
る
オ
ル
コ
ッ
ト
が
ブ
ラ
バ
ツ
キ
ー

夫
人
と
共
に
来
日
し
、
日
本
の
仏
教
界
か
ら
熱
烈
に
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
二
三
年
に
真
鍋
が
『
仏
教
教
理
問
答
』
を

手
に
し
て
い
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
オ
ル
コ
ッ
ト
の
来
日
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
哲
郎
『
大
ア
ジ
ア
思
想
活
劇
』、
サ
ン
ガ
、

二
〇
〇
八
年
に
詳
し
い
。
ま
た
補
足
す
る
な
ら
ば
、
ハ
ー
ン
は
オ
ル
コ
ッ
ト
の
よ
う
な
神
智
学
的
な
仏
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

は
、
一
貫
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
「
心
霊
論
の
唯
物
主
義
」『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著

作
集
』
第
五
巻
、
恒
文
社
、
一
九
八
八
年
。

（
24
）
た
と
え
ば
「
横
浜
で
」
と
い
う
作
品
で
は
、「
老
僧
」
と
ハ
ー
ン
と
の
間
で
、
因
果
や
「
実
在
」、
涅
槃
と
い
っ
た
主
題
を
め
ぐ
る
非
常

に
哲
学
的
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
対
話
内
容
は
、
多
分
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
泉

八
雲
「
横
浜
で
」『
東
の
国
か
ら
・
心
』（
平
井
呈
一
訳
）、
恒
文
社
、
一
九
七
五
年
。

（
25
）S. Kuroda,

O
utlines of the M

ahayana, Bukkyo G
akkuw

ai, 1893.

日
本
語
版
：
黒
田
真
洞
『
大
乗
仏
教
大
意
』、
仏
教
学
会
、
一
八

九
三
年
。
な
お
こ
の
書
は
、
出
版
翌
年
に
神
智
学
協
会
に
よ
っ
て
再
販
さ
れ
た
。Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism

 to
the W

est, The U
niversity of N

orth Carolina Press, 2003.
t

（
26
）Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism

 to the W
est, ttibid. dd

（
27
）
欧
米
の
近
代
仏
教
学
は
、
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
ど
の
文
献
研
究
を
そ
の
出
発
点
と
し
た
た
め
、
後
に
成
立
し
た
大
乗
仏

教
の
経
典
は
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
、
価
値
の
低
い
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
「
大
乗

非
仏
説
」
が
と
な
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
は
、
林
淳
「
近
代
仏
教
と
学
知
」『
ブ
ッ
ダ
の
変
貌
』（
末
木
文
美
士
・
林
淳
・

吉
永
進
一
・
大
谷
栄
一
編
）、
日
文
研
叢
書
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
。

（
28
）Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism

 to the W
est, ttibid., p.214.

dd

（
29
）
た
と
え
ば
こ
の
書
に
お
い
て
、「
真
如
（Bhutatathata

）」
が
「
永
遠
の
実
在
（perm

anent reality

）」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
箇

所
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
論
で
後
に
触
れ
る
『
哲
学
字
彙
』（
お
よ
び
そ
の
周
辺
）
の
用
語
法
に
則
っ
て
い
る
。

（
30
）
「
仏
教
は
日
本
固
有
の
宗
教
に
あ
ら
ず
し
て
他
邦
よ
り
漸
入
し
た
る
も
の
な
り
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
今
日
に
あ
り
て
は
そ
の
本
国
た

る
イ
ン
ド
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
痕
跡
を
絶
し
、
わ
ず
か
に
そ
の
地
に
存
す
る
も
の
は
仏
教
中
の
小
乗
浅
近
の
一
法
の
み
。
そ
の
最
も
深
遠

高
妙
な
る
大
乗
の
法
は
、
そ
の
書
そ
の
宗
共
に
今
日
の
イ
ン
ド
に
伝
わ
ら
ず
。
こ
れ
を
も
っ
て
ヤ
ソ
教
者
は
大
乗
非
仏
説
を
唱
う
と
い
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え
ど
も
（
中
略
）
大
乗
の
深
理
を
知
り
、
一
乗
の
妙
味
を
知
る
べ
き
も
の
ひ
と
り
わ
が
日
本
あ
る
の
み
」。
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序

論
』﹇
初
版
一
八
八
七
年
﹈『
井
上
円
了
選
集
』
第
三
巻
、
東
洋
大
学
、
一
九
八
七
年
、
三
三
八
頁
。

（
31
）
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』、
東
洋
大
学
、
一
九
八
七
年
。

（
32
）
円
了
の
松
江
で
の
講
演
に
つ
い
て
は
以
下
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
豊
田
政
子
「
ハ
ー
ン
と
円
了
」『
サ
テ
ィ
ア
』
第
七
号
、
東
洋
大
学

井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
。
お
よ
び
、
菊
池
章
太
『
妖
怪
学
の
祖
井
上
圓
了
』、
角
川
選
書
、
二
〇
一
三
年
。

（
33
）Lafcadio

H
earn

“Letter from
 Shim

ane,

”ibid., p.19.
dd

（
34
）
『
仏
教
活
論
序
論
』
は
一
八
八
七
年
二
月
出
版
、『
仏
教
活
論
本
論
第
一
篇
破
邪
活
論
』
は
一
八
八
七
年
一
二
月
出
版
、『
仏
教
活
論
第

二
編
顕
正
活
論
』
は
一
八
九
〇
年
九
月
の
出
版
と
な
っ
て
い
る
。

（
35
）H

erbert Spencer, First Principles, ibid., p.446.
dd

（
36
）
ス
ペ
ン
サ
ー
が
こ
こ
で
用
い
る
「
力
」
と
い
う
概
念
は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
則
」
等
で
表
現
さ
れ
る
物
理
学
的
概
念
と
共
通
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
明
ら
か
に
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
（
た
と
え
ば
「
神
秘
性
」
等
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
マ
ッ
ク
ス
・
ヤ
ン
マ
ー
の
よ
う
な
科
学
史
家
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
内
に
「
力
概
念
の
哲
学
的
濫
用
」
を
見
て
と
っ
て
い
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ヤ
ン
マ
ー
『
力
の
概
念
』（
高
橋
毅
・
大
槻
義
彦
訳
）、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
。

（
37
）
“Transfi gured Realism

”
は
明
治
期
か
ら
「
変
形
実
在
論
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
し
か
し
そ

の
内
実
を
考
え
る
と
、
実
在
自
体
は
不
可
知
で
あ
る
が
そ
の
象
徴
的
把
握
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
た
め
、「
形
象
‐
転
移

実
在
論
」
と
い
っ
た
訳
の
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
38
）S. Kuroda, O

utlines of the M
ahayana, ibid., p.19.

dd

（
39
）
前
田
専
學
・
佐
々
木
一
憲
に
よ
る
最
新
の
訳
で
は
ハ
ー
ン
に
お
け
る
「
ブ
ッ
ダ
（Buddha

）」
と
い
う
用
語
は
「
仏
性
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
。
前
田
専
學
・
佐
々
木
一
憲
訳
註
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
著
『
涅
槃
』

―
邦
訳
と
注
記

―
」、
前
掲
書
。

（
40
）Lafcadio H
earn,

“Nirvana,

”ibid., p.169.
dd

（
41
）
『
大
乗
仏
教
大
意
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
そ
の
よ
う
な
心
的
現
象
﹇
欲
望
な
ど
﹈
が
消
滅
す
る
と
、
真
の
心
の
本
性
が
無
量
の
徳

と
優
れ
た
働
き
を
伴
っ
て
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
涅
槃
は
決
し
て
単
な
る
消
滅
（extinction

）
の
状
態
で
は
な
い
の
で
あ
る
」。

S. Kuroda, O
utlines of the M

ahayan a, ibid., p.6.
dd
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（
42
）Ernst H

aeckel, D
ie W

elträthsel, Em
il Strauss, 1899.

ll

（
43
）S. Kuroda, O

utlines of the M
ahayana, ibid., p.10.

dd

（
44
）
東
京
大
学
に
お
け
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
哲
学
史
講
義
で
は
、『
第
一
原
理
』
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
形
而
上
学
が
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ

て
い
る
。『
フ
ェ
ノ
ロ
サ
「
哲
学
史
」
講
義
』（
池
上
哲
司
監
修
、
竹
花
洋
佑
・
西
尾
浩
二
・
朴
一
功
翻
訳
）
大
谷
大
学
、
二
〇
一
三
年
。

ま
た
、
円
了
が
学
生
時
代
か
ら
書
い
て
い
た
ノ
ー
ト
（
一
般
に
『
稿
録
』
と
呼
ば
れ
る
）
に
は
『
第
一
原
理
』
を
独
自
に
ま
と
め
た
箇

所
が
見
ら
れ
る
。
ラ
イ
ナ
・
シ
ュ
ル
ツ
ァ
「
井
上
円
了
『
稿
録
』
の
研
究
」、『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
九
巻
、
二
〇
一
〇
年
。

（
45
）
渡
部
清
「
仏
教
哲
学
者
と
し
て
の
原
坦
山
と
「
現
象
即
実
在
論
」
と
の
関
係
」『
哲
学
科
紀
要
』
第
二
四
号
、
上
智
大
学
哲
学
科
、
一

九
九
八
年
。

（
46
）
『
哲
学
字
彙
』﹇
初
版
一
八
八
一
年
﹈
名
著
普
及
会
、
一
九
八
〇
年
、
七
六
頁
。

（
47
）
船
山
信
一
『
明
治
哲
学
史
研
究
』〔
船
山
信
一
著
作
集
第
六
巻
〕
こ
ぶ
し
書
房
、
一
九
九
八
年
。
な
お
「
現
象
即
実
在
論
」
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
筆
者
は
別
の
角
度
か
ら
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
長
谷
川
琢
哉
「
円
了
と
哲
次
郎

―
第
二
次
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論

争
を
中
心
と
し
て
」『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
二
二
号
、
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
。

（
48
）
た
と
え
ば
、
当
時
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
盛
ん
に
批
判
し
て
い
た
木
村
鷹
太
郎
は
、
こ
う
し
た
仏
教
哲
学
を
「
起
信
論
の
哲
学
」
と
呼

ん
で
批
判
し
た
が
、
そ
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
の
は
井
上
円
了
で
あ
っ
た
。
木
村
鷹
太
郎
「
大
乗
仏
教
『
起
信
論
』
の
哲
学
を
評
論
す
」

『
六
合
雑
誌
』
第
一
五
七
‐
八
号
、
一
八
九
四
年
。

（
49
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
顕
正
活
論
』『
井
上
円
了
選
集
』
四
巻
、
東
洋
大
学
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
八
頁
。

（
50
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』『
井
上
円
了
選
集
』
第
三
巻
、
東
洋
大
学
、
一
九
八
七
年
、
三
六
七
頁
。

（
51
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
顕
正
活
論
』
前
掲
書
、
三
六
八
頁
。

（
52
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
前
掲
書
、
三
三
一
頁
。

（
53
）
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
円
了
の
仏
教
哲
学
は
、
仏
教
の
教
説
全
体
を
客
観
、
主
観
、
理
想
、
あ
る
い
は
唯
物
、

唯
心
、
唯
理
と
い
う
順
番
で
秩
序
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
唯
物
が
倶
舎
論
、
唯
心
が
法
相
論
、
唯
理

が
天
台
論
と
い
っ
た
か
た
ち
で
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
円
了
の
こ
の
よ
う
な
「
哲
学
と
仏
教
の
一
致
論
」
に
は
、
円
了
在
学
時

に
東
京
大
学
で
『
八
宗
綱
要
』
を
講
じ
て
い
た
吉
谷
覚
寿
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
佐
藤
厚
「
井
上
円
了
『
八
宗
綱
要
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ノ
ー
ト
』
の
思
想
史
的
意
義
」『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
二
二
号
、
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
。

（
54
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
顕
正
活
論
』
前
掲
書
、
二
五
八
頁
。

（
55
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
前
掲
書
、
三
七
五
頁
。

（
56
）M

ichael Taylor,

“Introduction,

”in
H

erbert Spencer : C
ollected W

ritings, Routledge, 1996.p. vii.

（
57
）
Ｊ
・
Ｈ
・
ブ
ル
ッ
ク
『
科
学
と
宗
教
』（
田
中
靖
夫
訳
）、
工
作
舎
、
二
〇
〇
五
年
。

（
58
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
前
掲
書
、
三
七
三
頁
。

（
59
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
前
掲
書
、
三
七
〇
頁
。

（
60
）
井
上
円
了
『
仏
教
活
論
本
論
第
二
編
顕
正
活
論
』
前
掲
書
、
三
〇
九
頁
。

（
61
）
船
山
信
一
『
明
治
哲
学
史
研
究
』〔
船
山
信
一
著
作
集
第
六
巻
〕
こ
ぶ
し
書
房
、
一
九
九
八
年
。

（
62
）
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
ハ
ー
ン
の
見
立
て
と
は
異
な
り
、
円
了
の
仏
教
哲
学
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
変
形
実
在
論
」
と
の
違
い
も
明
ら

か
に
な
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
場
合
「
実
在
」
自
体
は
不
可
知
で
あ
る
が
、
そ
の
実
在
の
象
徴
的
把
握
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
を

と
っ
て
い
る
（
た
と
え
ば
自
然
科
学
も
実
在
の
象
徴
的
把
握
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
「
相
対
的
」
な
も
の
と
さ

れ
る
）。
し
か
し
円
了
は
こ
う
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
立
場
を
「
象
の
外
に
体
あ
り
と
立
て
て
二
元
を
論
ず
る
」
と
み
な
し
、
よ
り
一
元

論
的
方
向
に
進
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
円
了
の
哲
学
は
、
あ
く
ま
で
も
現
象
と
真
如
と
の
一
元
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
井

上
円
了
『
哲
学
要
領
（
後
編
）』『
井
上
円
了
選
集
』
第
一
巻
、
東
洋
大
学
、
一
九
八
七
年
、
一
五
六
頁
。

（
63
）
ト
マ
ス
・
ツ
イ
ー
ド
は
欧
米
に
お
け
る
近
代
仏
教
の
類
型
と
し
て
、「
秘
教
的
タ
イ
プ
」、「
合
理
主
義
タ
イ
プ
」、「
ロ
マ
ン
主
義
タ
イ

プ
」
の
三
つ
に
分
類
し
、
ハ
ー
ン
を
「
合
理
主
義
的
傾
向
を
も
つ
ロ
マ
ン
主
義
的
タ
イ
プ
の
例
」
と
し
て
い
る
。Thom

as A.
Tw
eed, Th e Am

erican Encounter w
ith Buddhism

, 1844-1912, In diana U
niversity Press, 1992.

（
64
）Lafcadio H
earn,

“Nirvana,

”ibid., p.176.
dd


