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『
敏
行
信
謹
』

の
暫
學
的
考
察
－
一

石

田

慶

和

序

　
親
鷺
の
主
著
『
下
行
儒
謹
』
が
、
β
本
浄
土
教
に
於
け
る
極
め
て
璽
要
な
業
績
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
信
仰
と
思
索
と
の
美
事
に
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

恥
し
た
稀
有
の
宗
教
哲
離
漿
」
と
し
て
、
我
國
の
精
紳
史
上
特
筆
す
べ
き
位
置
を
占
め
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
既
に
我
々
の
先
蓬
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
も
今
麟
、
様
々
な
方
向
か
ら
こ
の
書
の
研
究
が
爲
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
本
質
が
「
曽
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

何
人
も
到
達
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
最
も
深
蓬
な
宗
教
的
自
魔
へ
の
周
饗
な
透
徹
す
る
論
理
的
省
察
に
あ
る
」
と
い
う
晃
地
に
立
っ
て
、

そ
の
内
容
を
哲
學
的
に
解
明
せ
ん
と
す
る
試
み
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
『
教
行
信
謹
』
に
於
て
開
か
れ
た
一
つ
の

根
源
的
な
立
場
を
、
現
代
の
思
想
的
状
況
に
於
て
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
で
新
た
な
形
で
展
開
せ
し
め
る
こ
と
を
強
く
妨
げ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
の
論
蓮
の
企
卜
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
教
行
騰
謹
』
の
研
究
分
野
に
新
し
い
心
願
を
開
き
得
る
と
考
え
ら
れ
る

か
～
る
哲
學
的
解
明
と
い
う
研
究
態
度
を
と
っ
て
、
こ
の
卓
越
せ
る
書
の
有
す
る
優
れ
た
意
味
に
於
け
る
論
理
を
追
求
し
、
そ
れ
を
通
し

て
そ
の
論
理
成
立
の
根
概
を
黒
し
て
い
る
親
鷺
の
宗
数
的
自
萱
の
究
極
的
意
義
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
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九
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哲
學
砺
究
　
　
第
四
百
穴
十
－
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
も
と
よ
り
こ
の
場
合
、
暫
學
的
解
明
と
い
う
研
究
態
度
そ
の
も
の
が
，
多
く
の
困
難
な
問
題
を
藏
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
＼
で
そ
の
一
二
の
聞
題
に
つ
い
て
論
れ
．
そ
れ
に
封
ず
る
晃
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。
先
ず
「
哲
學
的
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す

る
か
の
問
題
で
あ
る
。
我
々
は
哲
學
と
い
う
時
通
常
葱
洋
哲
學
を
考
え
る
。
從
っ
て
そ
の
背
後
に
ギ
リ
シ
ャ
以
來
の
西
洋
哲
學
に
於
け
る

思
想
的
傳
統
、
乃
至
は
闊
題
連
蘭
を
豫
想
す
る
。
そ
れ
を
無
親
し
て
は
少
な
く
と
も
「
誓
學
的
」
解
明
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

然
る
に
東
洋
思
想
、
殊
に
佛
教
の
思
想
が
、
か
＼
る
西
洋
思
想
と
直
ち
に
比
較
し
閣
係
づ
け
得
る
内
容
を
有
し
て
い
る
と
は
云
い
難
い
。

寧
ろ
佛
教
的
精
索
は
．
西
洋
画
紳
、
就
中
そ
の
中
軸
を
騙
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
精
細
や
キ
リ
ス
ト
教
精
紳
と
は
全
く
異
っ
た
と
こ
ろ
で
呼

吸
し
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
浮
心
教
も
勿
論
傍
外
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
ル
タ
…
の
立
場
に
多

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

く
の
親
近
性
を
冤
出
す
唯
信
の
立
場
が
、
親
騰
に
於
て
成
立
し
計
り
、
そ
れ
故
に
佛
教
一
般
に
於
け
る
智
慧
の
立
場
と
の
薄
鼠
に
於
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ゴ
　
ス

濁
窮
な
態
度
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
、
そ
れ
が
例
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
的
理
性
と
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
問
題
に
、
直
ち
に
相
慮
ず
る

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
問
題
の
成
立
に
つ
い
て
も
そ
の
展
舗
に
つ
い
て
も
畢
、
れ
ら
は
全
く
事
構
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
か

く
考
え
る
な
ら
ば
通
商
の
『
教
行
僧
謹
』
を
「
哲
學
的
」
に
解
醗
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
か
㌦
る
閥
題
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
綿
密
な
検
討
を
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
論
逡
の
蘭

係
す
る
限
り
で
簡
軍
に
私
見
を
逡
べ
る
な
ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
．
即
ち
こ
の
場
合
哲
學
的
解
明
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
薦
洋
哲

學
に
於
け
る
…
問
題
の
適
編
、
或
は
思
考
標
式
の
導
入
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
根
本
的
な
困
難
に
逢
駕
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
哲
學
的
」
と
い
う
こ
と
が
西
洋
哲
學
に
於
け
る
諸
問
題
を
ふ
ま
え
つ
㌧
而
も
一
暦
深
い
意
味
で
云
わ
れ
る
と
す

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
鄭
ち
例
え
ば
西
洋
群
議
に
於
け
る
理
性
の
立
場
と
信
仰
の
立
場
と
の
博
識
、
或
は
緊
張
關

係
と
い
う
こ
と
の
成
立
す
る
根
抵
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
根
源
的
な
立
場
、
理
性
の
立
場
が
理
性
の
立
場
と
し
て
自
己
を
顯
わ
に
し
、
儒
仰

の
立
場
が
信
仰
の
立
場
と
し
て
自
己
を
顯
わ
に
す
る
、
そ
の
爾
爾
を
貫
く
様
な
根
源
的
な
立
場
に
露
つ
た
と
こ
ろ
で
の
哲
學
的
解
明
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
様
な
立
場
に
立
っ
て
『
悪
行
儒
謹
』
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
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翠
に
西
洋
哲
學
の
問
題
、
或
は
思
考
様
式
を
適
用
し
て
解
話
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
親
鷺
の
階
隠
な
宗
教
的
思
索
の
展
開
す

る
場
に
立
ち
、
葡
も
そ
こ
か
ら
そ
の
猫
霞
性
、
特
殊
性
を
一
層
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
突
破
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
普
遍
的
な
解
明
の
立

（
墨
）

場
を
暗
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
從
っ
て
そ
こ
で
は
哲
學
的
解
明
と
い
う
こ
と
欝
身
が
從
來
の
西
洋
風
學
に
と
っ
て
も
一
つ
の
薪
し
い
視
野

を
良
く
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
と
し
て
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
＼
る
態
度
を
と
っ
て
始
め
て
こ
の
書
に
於
て
蘭
か
れ
た
根
源
的
な
立
場
を

現
代
の
思
想
的
状
況
に
於
て
把
握
し
展
瀾
せ
し
め
る
と
い
う
可
能
性
も
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
次
に
、
か
㌧
る
意
味
で
終
息
的
解
明
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
親
鷺
の
…
勧
合
に
果
し
て
そ
の
様
な
態
度
が
成
立

し
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
部
ち
殊
に
智
慧
の
立
場
を
排
し
「
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
…
…
智
者
の
ふ
る
ま
ひ

　
　
　
（
s
）

を
せ
ず
し
て
」
念
評
す
る
と
云
わ
れ
る
浮
土
門
の
教
を
、
一
匹
徹
底
し
た
と
こ
ろ
で
醗
か
れ
た
唯
信
の
立
場
が
、
や
は
り
震
い
意
味
で
智

慧
の
立
場
と
云
い
得
る
誓
學
的
解
明
と
い
う
態
度
を
容
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
翻
ち
先
ず

『
教
行
信
謹
』
が
欝
欝
の
信
樂
の
吐
露
、
告
白
を
中
心
と
し
た
教
論
羅
の
引
用
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
鰐
時
に
嚴
密
な
論
理
を
中
に
藏
す

　
　
　
　
　
（
6
）

る
も
の
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
繕
く
者
に
薩
ち
に
明
ら
か
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
又
先
蓮
の
如
く
、
哲
學
的
解
明
と
い
う
こ
と

が
、
弼
等
か
の
外
な
る
立
場
に
立
っ
て
解
讃
し
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
親
鷺
に
於
て
開
か
れ
た
宗
教
的
自
慰
を
そ
の
内

藏
よ
り
展
明
せ
し
め
ん
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
云
わ
ば
究
極
に
迄
掘
り
下
げ
ら
れ
た
宗
教
的
費
存
の
自
畳
が
、
そ
の
根
抵
に
於
て
開
き
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

た
智
慧
、
印
ち
佛
智
兇
に
蘇
る
と
い
う
仕
方
で
霞
ら
あ
ら
わ
に
し
得
た
智
慧
を
展
附
せ
し
め
て
ゆ
く
そ
の
本
質
的
様
椙
を
、
あ
く
迄
そ
の

智
慧
の
開
か
れ
る
場
に
於
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
輩
に
乱
言
の
立
場
を
「
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
」
を
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
立
場
へ
ひ
き
も
ど
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
は
、
愚
禿
に
徹
す
る
こ
と
に
減
て
開
か
れ
た
三
篶
の
智
慧
の
世
界
か
ら
、
南
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

北
嶺
の
「
ゆ
＼
し
き
學
生
た
ち
」
の
閥
労
し
得
ぬ
濁
自
な
境
地
を
展
開
し
て
い
る
『
教
行
信
謹
』
の
本
質
を
解
明
す
る
の
に
適
切
な
態
度

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
エ
）

　
以
上
我
々
は
、
『
教
行
信
讃
』
の
哲
畢
的
解
明
を
試
み
る
に
當
っ
て
先
ず
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
簡
輩
に
我
々
の
見
解
を
示
し
た
が
、

　
　
　
　
僑
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



　
　
　
　
　
　
　
哲
盤
コ
研
究
　
　
第
四
百
六
十
♪
い
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ

掬　
　
次
に
か
＼
る
態
度
を
取
っ
て
考
察
を
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
＼
で
は
そ
れ
を
こ
の
書
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
Q

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
唖
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

武
内
義
範
著
『
教
行
儒
謹
の
哲
學
嚇
序
文
参
照
。

岡
上
三
頁
。
こ
の
様
な
孫
王
か
ら
『
教
行
信
謹
』
の
哲
學
的
解
明
を
果
し
た
の
は
、
こ
の
著
作
、
及
び
そ
れ
に
尽
く
論
文
「
教
行
儒
謹
に
於
け

る
教
の
概
念
」
（
「
哲
學
研
究
瓢
第
一
二
三
〇
。
三
三
五
二
二
一
二
六
藩
論
攻
）
、
喜
び
に
田
邊
元
著
『
繊
悔
道
と
し
て
の
哲
學
』
で
あ
る
。
こ
の
小

論
は
闘
題
の
提
起
・
理
解
に
蘭
し
て
甚
だ
多
く
を
こ
れ
ら
の
著
作
や
論
文
に
負
う
て
い
る
。

西
谷
啓
治
署
一
罪
脚
と
絶
封
鉦
蝋
』
序
文
六
百
ハ
Q

岡
右
五
頁
参
照
。

『
藁
宗
襲
教
全
書
』
四
、
拾
邊
部
上
所
牧
「
黒
谷
上
入
起
請
文
」
圏
四
頁
。

上
掲
武
内
義
範
「
教
行
儒
醗
に
於
け
る
教
の
概
念
」
（
「
哲
畢
研
究
」
第
一
二
三
〇
號
壷
掘
）
参
照
。

闘
膚
二
、
宗
観
部
灰
牧
「
愚
禿
紗
「
上
」
凶
五
五
頁
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
武
内
上
掲
論
文
工
三
頁
一
三
八
頁
参
照
。

岡
右
二
、
宗
醗
部
所
牧
「
歎
異
抄
」
七
七
鰻
頁
。

こ
こ
に
蔚
輩
で
は
あ
る
が
『
教
行
信
謹
』
の
哲
學
的
解
明
と
い
う
研
究
態
度
の
成
立
す
る
所
以
を
論
じ
た
が
、
こ
の
研
究
態
度
は
上
遮
の
如
く

そ
れ
自
身
と
し
て
成
立
の
理
由
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
又
今
日
の
眞
宗
學
に
と
っ
て
根
本
的
に
要
講
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
學
と
し
て
の
暴
宗
學
を
確
立
す
る
こ
と
、
そ
の
灘
系
化
・
組
織
化
と
い
う
こ
と
は
、
夙
に
貫
宗
學
者
の
中
か
ら
叫
ば
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
（
命
懸
住
著
『
行
信
の
直
系
的
研
究
』
序
論
参
照
）
、
し
か
し
そ
の
場
合
、
腱
系
ル
脳
、
組
織
化
と
い
う
こ
と
が
罵
・
に
過
表
に
於

け
る
訓
学
的
、
論
題
的
研
究
の
整
理
・
維
織
を
意
味
し
、
磁
土
滋
藤
の
歴
史
の
中
に
展
開
さ
れ
た
宗
教
的
思
索
の
本
質
を
、
現
在
の
思
想
的
状

況
に
於
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
尚
軽
し
い
評
言
を
開
く
も
の
た
り
得
な
い
。
今
日
の
論
宗
學
が
依
然
と
し
て

そ
れ
自
身
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
他
の
學
問
（
特
に
哲
學
・
宗
教
學
）
へ
の
通
路
を
も
た
ず
、
袋
小
路
を
彷
径
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
眞
宗
學

の
か
か
る
問
題
性
を
克
幽
す
る
爲
に
は
、
や
は
り
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
大
き
な
位
議
を
占
め
る
西
洋
思
想
を
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
様
な
意
味

に
於
て
媒
介
し
、
そ
れ
を
通
し
て
浮
土
器
宗
に
於
け
る
宗
教
的
思
索
の
濁
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ

る
。
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『
教
行
信
謹
』
全
六
巻
は
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
「
顯
澤
土
類
實
教
縁
類
、
顯
浮
山
農
實
行
文
類
、
顯
浄
土
直
實
信
文
類
、
顯
浄
土
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

蟹
謹
文
類
、
顯
浮
土
翼
翼
土
文
類
」
と
「
顯
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
」
の
二
部
門
に
遜
分
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
薗
五
巻

は
、
他
力
救
濟
の
成
立
す
る
所
以
を
、
教
、
行
、
信
、
謹
の
四
重
に
亘
っ
て
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
後
一
巻
は
、
阿
彌
陀
佛
が
衆
生
濟
度

の
方
便
に
假
現
し
た
甲
羅
世
界
の
本
質
構
造
を
、
そ
の
救
濟
成
就
の
前
段
隠
と
し
て
、
救
濟
成
立
の
立
場
か
ら
具
膿
的
に
明
ら
か
に
す
る

　
　
　
　
（
2
）

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
我
々
は
先
ず
こ
の
二
部
門
の
楚
筆
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
進
め
よ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
第
一
の
部
門
「
浄
土
醜
實

諸
春
」
に
於
け
る
各
巻
の
示
す
範
疇
栢
互
の
關
係
に
も
、
又
第
二
の
部
門
「
方
便
化
現
土
煙
」
そ
の
も
の
に
於
け
る
猫
自
な
性
格
に
も
、

我
々
が
蝉
騒
に
解
明
を
果
す
べ
き
問
題
が
な
い
鐸
で
は
な
い
。
即
ち
「
浄
土
薦
實
諸
偉
し
に
於
て
は
、
教
は
『
大
無
量
壽
経
』
、
行
は
「
稔

　
　
　
　
　
（
3
）

無
凝
細
書
來
名
」
の
大
行
、
信
は
至
心
、
信
樂
、
欲
生
の
三
信
、
謹
は
必
至
滅
度
の
難
思
議
往
生
、
こ
れ
が
眞
實
四
半
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
夫
々
猫
立
に
範
疇
を
形
成
す
る
と
共
に
、
又
全
軍
的
統
一
に
於
て
あ
り
、
「
方
便
化
身
土
巻
」
に
於
け
る
方
便
四
法
と
封
癒
し
、
要
事
、

一
門
に
封
ず
る
弘
願
門
と
い
う
意
味
を
膚
す
る
。
こ
の
構
成
が
既
に
親
鷺
の
教
學
騰
系
、
印
ち
痙
攣
（
第
十
九
顯
・
第
二
十
願
・
第
十
八
願
）
、

三
密
（
観
無
量
壽
繧
・
阿
彌
陀
経
・
大
無
量
謹
経
）
、
三
機
（
邪
定
聚
機
・
不
定
聚
機
・
薦
定
聚
機
）
、
三
往
生
（
璽
撤
林
下
往
生
・
難
思
彼
生
・
難
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

議
往
生
）
の
所
謂
「
三
々
四
科
の
法
門
」
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
各
範
疇
縮
互
の
關
係
を
如
何
に
理
解
す
る
か
は
、

極
め
て
重
要
な
聞
題
で
あ
り
、
『
教
行
信
謹
』
の
解
明
に
際
し
て
、
最
初
に
取
扱
う
べ
き
問
題
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
。
又
「
方
便
化
身

土
巻
」
に
於
て
も
、
こ
の
巷
は
一
颪
で
は
翼
佛
土
に
灘
す
る
方
便
化
身
土
の
分
析
と
し
て
、
内
容
的
に
「
浄
土
翼
實
諸
巻
」
と
の
深
い
相

郎
關
係
が
存
す
る
（
前
述
の
コ
野
々
重
科
の
法
門
」
が
そ
れ
を
示
す
）
と
共
に
、
又
他
面
そ
の
分
析
そ
の
も
の
が
親
騰
の
宗
教
膿
験
の
反

省
、
回
顧
と
し
て
語
ら
れ
、
且
そ
れ
が
同
時
に
翼
々
に
於
け
る
時
代
総
轄
の
批
判
と
い
う
意
味
を
も
荷
っ
て
い
る
。
師
ち
こ
＼
で
展
開
さ

　
　
　
　
儒
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
折
隣
畢
研
究
　
　
簸
〃
㎜
幽
｝
総
山
ハ
十
♪
U
號
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
困

42
7
　
れ
る
正
々
末
の
史
観
を
背
景
と
し
て
の
第
十
九
願
、
第
二
十
顯
の
立
場
の
本
質
解
明
一
そ
れ
は
「
顯
翰
墨
密
義
」
な
る
療
魂
に
基
い
て
爲

　
　
さ
れ
る
一
は
、
當
時
の
精
紳
界
の
様
桐
を
、
的
確
な
類
型
化
に
よ
っ
て
第
十
八
願
の
立
場
か
ら
根
源
的
に
把
え
る
も
の
で
あ
り
つ
＼
、
而

　
　
も
そ
れ
が
そ
の
ま
＼
至
愛
の
立
場
へ
轄
慢
せ
し
め
ら
れ
た
宗
教
的
精
紳
の
、
畿
に
経
歴
し
た
道
程
の
圃
顧
で
も
あ
る
と
さ
れ
（
厨
講
コ
ニ

　
　
願
書
入
」
の
霞
督
）
、
從
っ
て
そ
こ
に
は
一
種
の
時
代
…
號
判
と
、
宗
教
的
自
畳
の
溌
容
叙
蓮
と
い
う
二
つ
の
こ
と
が
、
根
源
甲
立
出
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
第
十
八
願
の
立
場
か
ら
の
光
を
受
け
つ
＼
隠
時
に
域
験
し
て
い
る
と
憂
え
る
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
の
閥
係
の
解
明
は
、
『
教
藩
儒
謹
』
全
土

　
　
の
構
成
、
或
は
そ
の
成
立
雪
雲
を
理
解
す
る
、
上
に
甚
だ
重
要
で
あ
り
、
第
一
に
取
上
げ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
云
え
ぬ
こ
と
も
な
い
。
か

　
　
く
の
如
く
．
「
浄
土
眞
實
諸
巻
」
「
方
便
化
身
土
巻
偏
愛
部
門
の
何
れ
を
め
ぐ
っ
て
も
、
先
ず
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
夫
々
存
す

　
　
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
讃
い
雪
塊
に
於
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
閥
題
に
先
ん
じ
て
、
そ
こ
で
簸
初
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の

　
　
二
部
門
の
纒
分
そ
の
も
の
に
表
わ
れ
て
い
る
『
教
説
儒
讃
』
の
論
理
構
造
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
後
の
論
述

　
　
が
示
す
逓
り
、
上
に
蓮
べ
た
問
題
の
各
々
と
蟹
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
よ
り
猫
凝
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
又

　
　
濁
立
に
考
え
得
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
而
も
や
は
り
『
教
行
信
謹
』
の
全
腱
に
亘
る
根
本
的
な
問
題
を
考
え
ん
と
す
る
場
合
に

　
　
は
、
何
に
も
ま
し
て
霊
要
な
位
置
を
占
め
て
く
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
浄
土
上
知
堂
廊
」
「
方
便
化
身
土
春
」
の
二
部
門

　
　
が
、
内
容
的
に
は
各
々
湿
甥
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
而
も
相
互
に
豫
想
し
表
裏
霧
印
す
る
と
い
う
關
係
に
於
て
あ
る
こ
と
は
、
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
＞

　
　
に
先
魔
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
そ
の
こ
と
が
立
入
っ
て
如
何
な
る
意
味
で
あ
り
、
叉
如
何
な
る
論
理
溝
造
を
示
し
て

　
　
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
從
來
必
ず
し
も
充
分
な
理
解
が
爲
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
こ
＼
で
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら

　
　
か
に
し
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
『
教
行
信
謹
』
の
論
理
解
明
へ
の
遽
を
開
き
た
い
。

（
玉
）

『
教
行
儒
謹
』
を
「
浄
土
計
量
堅
塁
」
と
「
方
便
化
身
土
巻
」
の
瓢
部
門
に
分
け
る
こ
と
は
、
眞
宗
學
に
於
て
も
一
般
に
爲
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
稲
互
の
置
合
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
教
哲
學
に
於
け
る
重
要
な
闘
題
を
冤
慰
し
、
又
こ
れ
ら
二
部
門
と
へ
…
ゲ
ル
の
　
、
論
理

畢
」
、
「
精
紳
境
象
學
」
と
の
封
慮
…
關
係
を
考
察
し
た
の
は
、
先
掲
の
武
内
義
範
著
『
教
行
儒
謹
の
哲
學
』
で
あ
る
。
先
の
註
に
も
…
運
べ
た
如
く
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2
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こ
の
小
論
は
問
題
の
提
起
に
購
し
て
甚
だ
多
く
を
こ
の
著
作
に
負
う
て
い
る
が
悔
理
解
の
根
本
的
な
鮎
に
議
し
て
、
必
ず
し
も
晃
解
を
等
し
く

し
て
い
な
い
。
そ
の
盆
な
る
も
の
は
以
下
の
識
に
於
て
陵
聖
餐
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
方
便
化
身
土
轡
偏
の
内
容
を
か
く
の
魏
く
把
握
す
る
こ
と
に
は
多
く
の
異
論
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
轡
を
箪
に
「
心
土
薩
費
諸
巻
偏
の
前
提
と
し

て
罷
る
に
止
該
ら
ず
、
前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
が
岡
田
に
「
浮
壁
貫
實
諮
巷
」
の
立
場
露
身
の
方
便
的
な
實
現
で
も
あ
る
と
考
え
る
の
が
、
本

論
文
の
童
題
の
一
つ
で
あ
る
故
に
、
こ
こ
で
は
紬
論
を
先
取
し
て
一
斗
か
く
理
解
す
る
。

『
藁
宗
禦
教
全
轡
』
二
、
宗
融
部
所
敷
『
教
行
揺
識
』
五
頁
。

山
淺
習
學
・
赤
沼
響
善
著
『
数
行
儒
議
講
義
』
四
八
頁
。
親
鷺
の
数
學
驚
系
を
示
す
も
の
に
は
、
こ
の
三
二
・
三
経
。
三
機
。
三
往
生
に
三

門
∵
三
藏
を
加
え
て
「
六
三
法
門
漏
と
呼
ぶ
も
の
も
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
前
四
科
で
叢
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
扇
げ
た
も

の
を
と
る
。

註
（
2
）
に
關
遽
し
て
「
方
便
化
身
土
轡
」
を
め
ぐ
る
こ
こ
に
遽
べ
た
如
き
理
解
に
署
す
る
賢
明
は
後
に
あ
ら
た
め
て
遽
べ
る
。

先
掲
『
教
行
儒
識
の
哲
學
』
四
頁
参
照
。

　
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
「
方
便
化
身
土
羽
」
は
、
「
浄
土
貫
實
諸
語
」
の
立
場
、
邸
ち
第
十
八
願
、
弘
願
門
の
世
界
へ
、
宗
教
的
精
神
が

到
嘉
す
る
迄
の
方
便
の
世
界
の
叙
述
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
第
十
八
願
の
立
場
へ
の
豫
備
的
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
又
そ
の
内

容
か
ら
し
て
も
、
黒
化
方
便
が
蕊
驚
世
界
へ
止
揚
さ
れ
風
入
せ
し
め
ら
れ
た
過
程
を
、
言
種
の
立
場
へ
の
前
段
階
と
し
て
霞
萱
に
上
せ
た

と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
も
の
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
「
浄
土
毒
魚
諸
藩
」
「
方
便
化
身
土
巻
」
と
い
う
二
部
門
の
酒
客

が
、
か
＼
る
「
方
便
化
身
土
巻
」
の
盤
格
を
駕
し
て
、
云
わ
ば
箪
に
向
上
的
に
、
印
ち
一
方
が
他
方
を
前
提
に
す
る
と
い
う
力
感
に
於
て

理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
極
め
て
一
面
的
な
理
解
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
か
＼
る
理
解
に
於
て
は
、
「
浮
土
貫
實
」

の
立
場
（
以
下
從
來
の
規
法
に
倣
っ
て
こ
の
二
部
門
を
「
浮
土
翼
賢
」
「
方
便
化
土
」
と
灘
…
す
る
）
　
は
、
少
く
と
も
「
方
便
化
身
土
諭
し

に
於
て
は
．
方
便
の
立
場
に
帯
し
て
そ
の
立
場
か
ら
晃
ら
れ
た
「
浮
土
戯
賛
」
と
し
て
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
そ
れ
は
「
浮
土
趨
勢
」

と
云
わ
れ
な
が
ら
あ
く
迄
「
方
便
化
土
」
に
封
置
さ
れ
る
「
浄
土
演
蟹
」
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
換
書
す
る
な
ら
ば
、
　
「
方
便

化
身
土
巻
」
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
第
十
八
願
の
立
場
が
、
　
「
方
便
化
身
土
巷
」
に
關
す
る
限
り
、
第
十
九
願
、
第
二
十
願
の

儒
樂
の
論
理

四
五
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哲
學
研
究
　
第
四
百
六
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

立
場
を
前
提
と
し
、
そ
の
克
服
に
於
て
成
就
す
る
立
場
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
昌
指
さ
れ
望
ま
れ
る
も
の
と
な
る
。
從
っ
て
第
十
八
願
の
立

場
は
、
そ
こ
で
は
第
十
九
願
、
第
二
十
願
の
立
場
と
の
封
野
性
を
脱
し
得
な
い
。
第
十
八
願
の
立
場
、
即
ち
「
浄
土
士
爵
」
の
立
場
が
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
か
＼
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
「
方
便
化
身
土
巻
」
に
於
て
は
、
そ
の
宗
教
的
二
恩
の
現
象
學
と
い
う
性
格
か
ら
、
そ
こ
で

の
「
浄
土
翼
實
」
の
立
場
は
、
宗
教
的
精
神
の
深
化
向
上
の
道
程
に
重
て
切
三
ま
れ
る
立
場
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
の
管
に
於
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
「
属
土
眞
實
」
　
「
方
便
化
土
」
の
養
畜
は
、
向
上
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
、
後

に
述
べ
る
如
く
コ
ニ
願
轄
入
」
、
殊
に
「
潜
勢
隠
密
罰
し
な
る
も
の
の
暴
の
意
味
が
十
分
解
明
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
．

そ
の
成
立
の
所
以
を
考
え
る
時
、
我
々
は
「
方
便
化
身
土
魯
」
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
「
浮
土
山
實
」
　
「
方
便
化
土
」
の
輩
に
向
上
的
に

絡
ら
ぬ
ご
暦
根
源
的
な
蘭
係
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
我
々
の
見
解
を
示
す
前
に
、
梢
萱
野
を
轄
じ
て
こ
の

間
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
よ
う
。

　
こ
～
に
極
め
て
抽
象
的
に
蓮
べ
ら
れ
た
「
浮
土
翼
蟹
」
　
「
方
便
化
土
」
の
驕
係
は
、
も
と
よ
り
具
醗
的
な
問
題
背
景
が
以
下
の
論
述
に

於
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
爾
親
黙
を
攣
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
部
ち
こ
れ
ら
の

二
概
念
は
、
翠
に
便
宜
的
に
騰
分
さ
れ
た
書
物
の
二
部
門
の
愈
々
に
終
る
も
の
で
は
な
く
、
所
謂
「
眞
賢
」
　
「
方
便
」
と
い
う
佛
教
に
於

け
る
重
要
な
思
想
的
契
機
を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
深
い
内
容
を
短
し
、
又
そ
の
成
立
の
背
後
に
思
想
的
傳
統
を
有
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
そ
の
思
想
的
鼠
算
の
中
か
ら
、
根
祇
に
於
て
何
等
か
の
意
味
で
相
漣
ず
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
を
慶
げ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
ば
、
中
観
佛
教
に
於
け
る
「
勝
義
」
　
「
世
俗
」
の
關
係
で
あ
ろ
う
。
昨
今
の
研
究
成
果
に
從
っ
て
そ
の
要
旨
を
辿
れ
ば
次
の
如
く
で
あ

る
。
師
ち
「
勝
義
」
　
「
世
俗
」
の
醐
係
と
は
、
さ
し
當
っ
て
は
「
勝
義
」
が
「
世
俗
」
に
負
し
て
優
位
で
あ
り
、
又
困
位
と
し
て
の
「
世

俗
」
が
先
、
果
事
た
る
「
勝
義
」
が
後
と
さ
れ
る
。
即
ち
「
世
俗
」
に
よ
っ
て
有
情
は
成
熟
せ
し
め
ら
れ
、
　
「
勝
義
」
に
よ
っ
て
解
馳
せ

し
め
ら
れ
る
。
こ
＼
に
「
世
俗
」
よ
り
「
勝
義
」
へ
と
い
う
有
情
成
佛
の
大
道
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
因
よ
り
果
へ
の
方

麹
、
即
ち
「
道
」
を
修
し
て
「
滅
」
紅
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
人
澗
の
實
践
的
な
行
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
根
本
的
に
は



　
　
世
俗
的
で
あ
る
。
　
「
道
」
よ
り
「
滅
」
へ
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
云
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
「
滅
」
は
「
道
」
を
修
す
る
こ
と
に

　
　
於
て
目
指
さ
れ
つ
＼
、
而
も
永
久
に
「
滋
〔
の
先
端
に
於
て
光
り
輝
く
如
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
か
、
る
仕
方
で
「
世
俗
」
に
封
題
す
る

　
　
「
勝
義
」
は
、
　
「
勝
義
」
と
云
わ
れ
な
が
ら
や
は
り
根
本
に
於
て
は
世
俗
的
な
「
勝
義
」
で
あ
ろ
う
。
こ
＼
で
は
實
践
的
な
「
道
」
は
、

　
　
實
は
永
久
に
完
成
す
る
こ
と
な
く
、
果
し
て
そ
れ
が
「
滅
」
を
目
標
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
さ
え
貫
の
意
味
で
は
語
る
を
得
な
い
と
云
わ

　
　
れ
る
。
　
「
勝
義
」
が
鼠
に
「
勝
義
」
た
る
爲
に
は
、
あ
く
迄
「
世
俗
」
を
超
越
し
、
そ
れ
と
徹
底
的
に
隔
絶
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即

　
　
ち
「
滅
」
が
翼
に
「
滅
」
で
あ
る
爲
に
は
、
無
道
無
滅
な
る
如
き
も
の
で
あ
り
、
縁
起
的
書
読
的
世
界
を
超
え
て
無
因
無
果
で
あ
り
、
言

　
　
設
的
、
論
理
的
「
世
俗
」
に
封
し
て
不
可
書
論
で
あ
り
獣
で
あ
る
外
な
い
と
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
　
「
道
」
よ
り
「
滅
」
へ
と
い
う
方

　
　
向
が
、
方
向
と
し
て
あ
る
限
り
、
賢
は
そ
れ
自
身
「
世
俗
」
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
が
冨
説
的
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
眞
の
「
勝
義
」
は

　
　
そ
の
外
に
残
さ
れ
て
不
可
書
設
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
蓮
の
「
潭
土
暴
賢
」
「
方
便
化
合
」
の
繭
係
に
於
て
も
、
も
し
「
方

　
　
便
化
土
」
が
「
浮
二
三
實
」
の
軍
な
る
前
提
、
若
し
く
は
豫
備
的
部
門
と
さ
れ
、
　
「
方
便
皇
土
」
よ
り
「
瀞
土
工
實
」
へ
の
方
向
の
み
が

　
　
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
　
「
野
土
二
心
」
の
立
場
は
、
や
は
り
「
方
便
化
土
し
の
立
場
に
と
っ
て
、
目
指
さ
れ
つ
＼
而
も
永
久
に
到

　
　
達
さ
れ
ぬ
立
場
と
し
て
あ
り
、
そ
の
故
に
却
っ
て
「
方
便
化
土
」
の
立
場
と
出
置
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
浮
土
弄
賢
」
も

　
　
員
に
「
浮
土
翼
實
」
た
る
爲
に
は
、
徹
底
的
に
「
方
便
化
土
」
の
外
に
あ
り
、
そ
れ
と
隔
絶
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
か
く
云
っ
て
も
、
中
観
佛
教
に
於
て
は
、
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
「
勝
義
」
　
「
世
俗
」
の
關
係
が
驚
き
る
の
で
は
な
い
。
も
と

　
　
よ
り
「
勝
義
」
は
徹
底
的
に
雷
心
的
「
世
俗
」
を
超
え
、
そ
れ
に
慌
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し
ま
さ

　
　
に
そ
の
こ
ど
に
於
て
、
岡
時
に
自
ら
「
勝
義
」
「
世
俗
」
の
醐
係
の
他
の
側
面
が
開
か
れ
て
い
る
と
麗
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
師
ち
「
世
俗
」

　
　
か
ら
「
勝
義
」
へ
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
自
身
「
世
俗
」
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
が
云
わ
れ
る
立
場
そ
の
も
の
は
、
　
「
世
俗
」
で
は
あ

　
　
り
得
な
い
。
そ
れ
は
「
世
俗
」
よ
り
「
勝
義
」
へ
の
方
向
が
、
　
「
世
俗
」
と
し
て
顯
わ
な
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
立
場
と
し
て
、
そ
の
方
向

　
　
を
包
み
つ
＼
面
も
そ
れ
を
超
え
る
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
勝
義
」
「
世
俗
」
の
二
諦
が
自
ら
顯
正
で
あ
る
と
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味

矯　
　
　
　
　
　
儒
樂
の
論
炉
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
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二
八

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
＼
る
顯
正
の
立
場
が
「
勝
義
」
「
世
俗
」
の
出
汁
の
根
祇
に
開
か
れ
て
い
て
始
め
て
「
勝
義
」
「
世
俗
」
と

い
う
こ
と
も
云
わ
れ
得
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
　
「
世
俗
」
よ
り
「
勝
義
」
へ
の
道
は
㎜
、
世
俗
」
以
外
の
何
者
で
も
な
く
、
そ
れ
と
寿
言

に
隔
絶
的
で
あ
る
「
勝
義
」
も
．
實
は
何
の
意
味
を
も
持
ち
得
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
書
設
は
止
む
を
得
ざ
る
手
段
で
は
な
く
、
書

説
に
表
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
佛
説
で
あ
り
佛
業
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
、
「
勝
義
」
「
世
俗
」
の
驕
係
が
、
世
俗
的
で
あ
り
つ
＼
而
も
そ
の

ま
㌧
曇
の
意
味
で
の
「
勝
義
」
た
る
顯
正
の
立
場
を
根
出
に
醐
く
も
の
と
し
て
、
本
來
…
，
勝
義
」
の
饗
現
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
「
世
俗
」

の
言
読
以
外
に
は
「
勝
義
」
の
顯
正
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ぬ
故
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
勝
義
」
「
世
俗
し
の
禰
係
が
か
く
考
え
ら
れ
る
如

く
、
「
浄
土
藁
屋
」
「
方
便
化
土
」
の
關
係
も
次
の
如
く
考
え
得
る
。
顔
ち
二
者
の
閣
係
を
㎜
軍
に
「
方
便
化
土
」
よ
り
「
浮
土
貢
實
」
へ
と

い
う
向
上
的
閥
係
に
於
て
晃
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
「
方
便
化
土
」
的
で
あ
り
．
そ
こ
で
は
「
底
土
巌
窟
」
の
立
場
は
翼
の
意
味
で
「
浄

土
焼
直
し
た
り
得
ぬ
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
二
部
門
の
關
係
が
絶
封
に
拒
否
さ
れ
る
の
で
は

な
い
。
「
浮
土
舟
實
」
の
立
場
は
、
「
方
便
化
土
」
よ
り
「
浄
土
官
財
」
へ
と
い
う
方
向
を
徹
底
的
に
拒
み
つ
＼
、
而
も
却
っ
て
そ
の
方
向

を
「
、
方
便
化
土
」
的
と
し
て
顯
わ
な
ら
し
め
る
立
場
と
し
て
、
そ
の
關
係
そ
の
も
の
の
根
元
に
開
か
れ
て
い
る
立
場
で
あ
る
。
部
ち
「
浮

土
虞
實
」
は
「
方
便
化
土
」
を
超
え
る
こ
と
に
於
て
却
っ
て
「
方
便
化
土
」
よ
り
「
浮
土
藁
實
」
へ
と
い
う
方
向
を
支
え
る
立
場
と
し
て

あ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
「
方
便
化
身
狐
拳
」
に
全
て
、
　
「
方
便
化
主
」
の
立
場
が
向
上
的
に
「
糞
土
翼
實
」
の
立
場
へ
高
ま
ろ
う
と
す

る
そ
の
在
り
方
が
、
あ
く
迄
「
方
便
化
土
穿
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
　
「
方
便
化
土
」
の
立
場
そ

の
も
の
に
於
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
閥
係
の
根
砥
に
「
浄
土
醜
臆
し
の
立
場
が
驕
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

「
方
便
化
身
土
巻
」
が
「
浮
土
盛
直
証
轡
」
の
豫
備
的
部
門
と
見
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
軍
に
そ
れ
に
先
行
し
そ
の
前
提
と
な
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
豫
備
的
部
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
ま
＼
岡
時
に
「
浄
土
眞
賢
」
の
立
場
の
方
便
的
な
轟
轟
と
し
て
あ

る
と
い
う
意
味
を
も
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
我
々
は
中
槻
佛
教
に
於
け
る
「
勝
義
」
「
世
俗
㎏
の
子
守
を
顧
み
つ
、
、
「
浄
土
農
賢
一
一
、
方
便
化
土
」
の
瀾
係
を
論
じ
た
が
．
も
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と
よ
り
か
＼
る
こ
と
に
慌
て
、
我
々
は
中
槻
佛
教
の
立
場
と
『
三
絃
儒
謹
』
の
立
場
を
安
易
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
殊

に
「
浄
土
爆
實
」
の
立
場
は
、
　
『
数
行
信
謹
』
に
於
て
、
そ
の
本
來
の
境
地
と
し
て
「
教
、
行
、
儒
、
謹
、
曇
練
土
〕
の
各
誌
を
有
し
、

そ
の
各
々
に
重
て
そ
れ
自
身
の
内
容
と
展
開
を
示
す
故
に
、
　
「
勝
義
」
の
概
念
と
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な

い
。
唯
全
巻
の
論
理
的
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
「
二
士
眞
焦
し
　
「
方
便
化
土
」
の
二
部
門
を
臓
漏
し
、
特
に
「
方
便
化
身
土
塁
」
に

於
け
る
そ
れ
ら
の
關
係
を
考
え
る
時
、
こ
＼
に
遽
べ
た
如
き
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
又
爾
部
門
の
格
依
認
印
の
驕
係
と
い
う
こ

と
も
、
か
、
る
意
味
に
於
て
姶
め
て
成
立
し
得
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
二
部
門
の
縮
依
相
部
の
開
…
係
は
、
先
に
寄

れ
た
如
く
、
從
來
に
も
注
意
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
事
新
し
く
蓮
べ
る
迄
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
唯
そ
の
場
合
、
問
題
の
重
黙

は
、
　
「
方
便
化
身
三
二
」
に
撫
す
る
限
り
「
方
便
化
土
」
よ
り
「
浮
土
翼
實
」
へ
の
向
上
的
方
向
の
解
明
に
置
か
れ
、
そ
の
爲
に
第
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

顯
の
立
場
の
理
解
が
必
然
的
に
根
本
的
な
制
約
を
受
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
『
教
行
儒
識
』
の
全
騰
に
亘
る
問
題
黙
を
明

ら
か
に
す
る
爲
に
ご
、
で
先
ず
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
．
そ
れ
は
あ
く
迄
結
論
の
先
取
な
の
で
あ
っ
て
．
具
飼
畜
論
擦
を
述
べ

る
こ
と
な
し
に
は
そ
の
主
張
が
何
等
の
正
写
性
を
齎
し
得
ぬ
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
か
く
し
て
次
に
か
＼
る
論
理
梅
造
の
理
解
を
成
立

せ
し
め
る
も
の
を
『
群
行
儒
謹
』
の
論
述
に
画
し
て
明
ら
か
に
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
「
方
便
化
身
土
樽
」
に
於
け
る
「
急
心
韓

入
」
及
び
「
顯
彰
隠
密
義
し
の
問
題
を
通
し
て
追
求
さ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

こ
こ
で
云
う
精
紳
の
現
象
學
と
は
、
も
と
よ
り
「
方
便
化
身
一
巻
」
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
紳
現
象
學
」
的
構
造
を
有
す
る
こ
と
を
詣
す
の
で

あ
る
が
、
そ
の
立
入
つ
た
意
味
に
つ
い
て
は
次
簾
に
於
て
違
べ
る
で
あ
ろ
う
。

「
勝
鵡
嚢
」
「
世
俗
凱
を
め
ぐ
る
以
下
の
所
灘
㎜
は
、
　
移
心
尾
雅
人
檎
け
士
の
　
「
」
甲
期
脳
講
話
・
の
…
根
本
一
的
立
場
」
（
「
哲
…
学
研
究
偏
第
三
六
六
號
響
町
牧
）
　
に
依
一

る
。
論
旨
よ
り
明
ら
か
な
如
く
、
こ
れ
ら
二
諦
の
概
念
は
、
醜
宗
學
に
於
け
る
「
戯
俗
講
諦
」
の
概
念
と
は
…
鷹
麗
別
き
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
寧
ろ
一
般
に
宗
数
誓
學
に
於
て
、
「
慰
撫
」
「
相
翻
し
或
は
「
永
遽
」
「
時
間
軸
の
概
念
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
問
題
に
通
ず
る
も
の
で
あ

る
。「

方
便
化
土
」
の
立
場
た
る
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の
立
場
に
於
け
る
宗
教
的
精
紳
が
．
次
第
に
幽
翠
を
克
服
し
て
第
十
八
願
の
立
場
へ
高
ま

儒
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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哲
墨
丁
研
究
　
　
第
酬
四
胃
ニ
ハ
十
：
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
○

る
と
考
え
ら
れ
る
時
に
は
、
第
÷
八
願
の
立
場
が
、
　
「
三
顯
言
入
」
と
い
う
こ
と
の
成
立
す
る
場
を
開
く
と
い
う
根
本
的
な
意
義
が
明
ら
か
に

な
ら
ぬ
。
從
っ
て
こ
の
場
禽
、
　
「
方
硬
化
身
土
釜
」
の
理
解
が
、
蜷
十
八
願
の
立
場
の
理
解
に
劇
約
を
與
え
て
い
る
と
云
い
得
る
。
第
十
八
腰

の
立
場
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
は
、
そ
れ
数
に
「
方
硬
化
身
土
巻
」
殊
に
「
三
縄
轄
入
」
の
論
理
構
造
を
め
ぐ
る
問
題
熱
が
先
ず
解
明

さ
れ
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
論
述
が
淫
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
が
『
数
行
信
識
防
の
根
本
的
立
場
を
曖
ら
か
に
す

る
爲
に
、
先
ず
そ
の
論
理
講
造
の
解
瞬
を
果
さ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

二
㌔
「
三
願
韓
入
し
の
論
理
構
造

　
「
通
帳
韓
入
」
と
は
「
方
便
北
衰
齢
巻
」
に
減
て
認
ら
れ
る
親
書
の
宗
教
膿
験
の
反
省
、
団
顧
、
即
ち
古
今
に
稀
な
宗
教
的
人
格
が
彼

自
身
の
時
と
所
と
に
於
て
経
歴
し
た
猫
自
な
綴
験
の
自
覧
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
同
時
に
、
類
型
と
し
て
の
普
遍
性
を
有
す
る
宗
教
的
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

紳
の
現
象
形
態
の
三
段
階
の
論
理
的
把
握
で
あ
り
、
又
更
に
蕉
像
末
史
概
を
背
景
と
し
て
の
當
時
の
時
代
精
嚢
の
分
析
・
批
判
な
る
意
味

を
も
荷
う
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
に
も
跳
べ
た
蓮
り
で
あ
る
。
今
こ
＼
で
こ
の
間
題
を
取
上
げ
る
の
は
、
「
三
面
細
入
」
と
い
う
こ
と

で
論
じ
ら
れ
る
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の
立
場
と
第
十
八
願
の
立
場
の
閥
係
が
、
先
山
の
「
浮
土
輪
軸
」
　
「
方
便
額
堂
」
の
閣
係
の
具
膿

的
な
悶
題
三
景
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
『
教
行
信
謹
』
の
論
理
構
造
は
、
こ
の
問
題
を
逡
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
、
且
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

追
求
は
、
必
然
的
に
論
式
を
第
十
八
願
の
立
場
の
理
解
に
導
く
故
に
、
そ
れ
が
直
ち
に
『
数
行
五
帝
』
の
根
本
的
立
場
の
解
明
に
繋
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
「
三
顯
轄
入
」
は
糞
痴
の
燈
験
繧
過
を
骨
子
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
方
便
化
身
土
轡
」
に

於
け
る
そ
の
重
要
な
意
義
は
否
定
で
き
ぬ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
『
教
行
信
謹
』
の
全
鰹
に
亘
る
問
題
蓮
蘭
の
中
に
取
上
げ
る
こ
と
は
適
切

で
な
い
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
＼
で
提
承
さ
れ
る
「
顯
彰
隠
密
義
」
の
如
き
三
願
の
立
場
の
論
理
的
な
統
一
原
理
を
顧
み
る

な
ら
ば
、
や
は
り
こ
の
問
、
題
が
『
教
行
信
謹
』
の
全
羅
に
係
わ
る
も
の
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
＼
る
晃
地

か
ら
我
々
は
、
　
「
三
紋
轄
入
」
の
問
題
を
遽
し
て
、
蕾
に
「
方
便
化
身
土
春
」
に
出
し
て
の
み
な
ら
ず
、
親
騰
の
宗
教
的
思
索
の
根
抵
に



　
　
繋
る
も
の
を
見
出
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
方
便
化
身
土
釜
」
に
蓮
べ
ら
れ
る
「
こ
㌧
を
も
て
愚
禿
羅
の
驚
、
論
主
の
解
義
を
あ
ふ
ぎ
、
宗
師
の
拗
化
に
よ
り
て
、
ひ
さ
し
く
萬

　
　
行
諸
善
の
假
門
を
い
で
て
、
な
が
く
聾
樹
林
下
の
往
生
を
は
な
る
。
善
本
徳
本
の
展
読
に
活
動
し
て
、
ひ
と
へ
に
難
思
往
生
の
心
を
お
こ

　
　
し
き
。
し
か
る
に
い
ま
こ
と
に
方
便
の
群
島
を
い
で
て
、
選
揮
の
願
海
に
轄
蔵
せ
り
。
す
み
や
か
に
難
思
往
生
の
心
を
は
な
れ
て
、
難
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
議
往
生
を
と
げ
ん
と
お
も
ふ
。
臥
位
の
ち
か
ひ
ま
こ
と
に
ゆ
へ
あ
る
か
な
。
こ
＼
に
ひ
さ
し
く
願
海
に
い
り
て
、
ふ
か
く
佛
恩
を
し
れ
り
」

　
　
な
る
一
節
が
古
平
「
三
滋
養
入
」
と
櫓
さ
れ
、
親
驚
の
膿
瞼
の
回
顧
で
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
に
先
行
す
る
論
述
と
合
せ
て
、
彼
の
宗
教
的

　
　
思
索
を
闘
示
す
る
璽
要
な
部
分
を
形
成
す
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
懸
軍
に
池
る
な
ら
ば
次
の
通
り
で

　
　
あ
る
。
師
ち
萬
行
諸
善
の
假
門
、
餐
樹
林
下
の
往
生
と
は
、
阿
彌
陀
佛
の
四
十
八
願
中
の
第
十
九
願
「
た
と
ひ
わ
れ
佛
を
え
た
ら
ん
に
、

　
　
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を
お
こ
し
、
も
ろ
く
の
功
徳
を
修
し
、
心
を
い
た
し
登
願
し
て
わ
が
く
に
に
生
ぜ
ん
と
お
も
は
ん
。
壽
終
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
き
に
の
ぞ
ん
で
、
た
と
ひ
大
衆
と
圃
卜
し
て
、
そ
の
ひ
と
の
ま
へ
に
現
ぜ
ず
と
い
は
掌
正
畳
を
と
ら
じ
」
に
封
慮
す
る
邪
定
聚
の
機
、
印

　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ち
定
善
、
散
善
を
修
し
そ
の
功
徳
を
以
て
往
生
を
願
求
す
る
者
の
立
場
を
云
う
。
こ
＼
で
は
自
力
の
善
行
が
直
接
的
に
肯
定
さ
れ
て
い

　
　
る
。
し
か
し
こ
の
自
力
の
善
行
は
、
そ
れ
が
自
己
の
も
の
と
し
て
働
ま
れ
る
限
り
、
そ
の
完
成
に
到
蓮
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

　
　
い
。
旧
盆
生
の
願
望
は
そ
こ
で
は
根
本
に
満
て
蔭
己
の
要
講
と
い
う
性
格
を
膚
す
る
の
で
あ
り
、
経
っ
て
不
断
の
修
善
と
努
力
を
以
て
し

　
　
て
も
往
生
に
封
ず
る
確
信
が
生
ぜ
ず
、
臨
終
の
來
迎
が
強
く
期
待
さ
れ
る
。
第
十
九
願
が
臨
終
現
前
の
願
と
も
樗
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
）

　
　
も
と
よ
り
こ
の
立
場
も
、
立
場
と
し
て
あ
る
限
り
翼
理
の
自
負
を
面
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
は
積
み
重
ね
ら
れ
た
修
善

　
　
の
行
が
、
あ
た
か
も
そ
れ
慮
身
に
於
て
成
立
す
る
橿
威
の
如
く
主
膿
を
支
え
、
そ
の
立
場
の
本
元
有
す
る
自
己
矛
盾
を
覆
い
隠
す
こ
と
も

　
　
あ
り
得
よ
う
。
否
寧
ろ
第
十
九
願
の
立
場
が
、
そ
の
中
に
不
安
・
動
揺
を
包
む
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
葡
も
立
場
と
し
て
完
結
し
て
成
立

　
　
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
か
ら
次
の
段
階
た
る
第
ご
十
願
の
立
場
へ
の
移
行
が
、
飛
躍
韓
入
と
見
な
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
親
鱒
に
慌
て
は
こ
の
轄
入
が
や
は
り
あ
る
意
味
で
の
宗
教
的
決
断
と
し
て
果
さ
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
黙
か
ら
考
え
得
る
。
面
し
て
霞
己

㎜　
　
　
　
　
　
儒
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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誓
墨
ご
研
究
　
　
肉
刑
霞
百
六
山
i
♪
U
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

を
「
既
に
戒
定
窯
の
三
學
の
器
に
非
ず
」
と
す
る
自
力
修
善
へ
の
絶
望
と
、
自
己
の
根
祇
に
亙
る
罪
障
の
懸
盤
を
跳
躍
板
と
し
て
の
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）

力
念
佛
へ
の
決
断
が
爲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
精
紳
は
、
第
十
九
願
の
立
場
を
出
離
し
て
善
本
徳
本
の
翼
門
．
難
思
往
生
の
立

場
へ
至
る
。
郎
ち
第
二
十
願
「
た
と
ひ
わ
れ
佛
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
わ
が
名
號
を
き
、
て
念
を
わ
が
く
に
に
か
け
て
、
も
ろ

く
の
徳
本
を
う
へ
て
、
心
を
い
た
し
廻
向
し
て
わ
が
く
に
に
生
ぜ
ん
と
お
も
は
ん
。
果
遽
せ
ず
と
い
は
掌
正
畳
を
と
ら
じ
篇
の
立
場
で

あ
る
。
こ
の
願
に
封
癒
す
る
不
定
聚
の
機
と
は
、
一
切
の
陸
行
を
棄
て
㌧
他
力
念
佛
に
一
途
働
み
、
そ
の
善
本
徳
本
の
功
徳
を
以
て
往
生

を
願
う
者
で
あ
る
。
し
か
し
凡
夫
往
生
の
唯
一
の
道
と
し
て
出
遇
わ
れ
た
他
力
念
儲
を
專
修
す
る
と
い
う
、
外
な
ら
ぬ
そ
の
こ
と
に
、
「
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

願
の
嘉
號
を
己
の
醤
根
と
す
る
」
自
力
執
心
の
残
存
の
可
能
性
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
は
他
力
心
癖
は
嬢
の
意
味
で
「
他
力
」
と
し
て
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
得
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
が
超
え
ら
れ
る
の
は
、
宗
教
的
精
嚢
が
途
に
至
心
僑
樂
の
大
儒
海
に
墨
入
す
る
時
で
あ
る
。
す
べ
て
の
自

力
執
心
が
断
ぜ
ら
れ
、
溝
浮
な
る
阿
彌
陀
佛
の
衝
心
よ
り
回
施
さ
れ
た
藁
賢
信
樂
が
開
登
さ
れ
る
第
十
八
願
「
た
と
ひ
わ
れ
佛
を
え
た
ら

ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
い
た
し
儒
樂
し
て
わ
が
く
に
に
む
ま
れ
ん
と
お
も
ふ
て
、
乃
至
ナ
念
せ
ん
。
も
し
む
ま
れ
ず
ば
正
直
を
と
ら

じ
。
た
鼓
し
五
逆
と
縮
縫
正
法
と
を
ば
の
ぞ
く
」
の
立
場
こ
そ
、
藁
の
他
力
念
佛
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
浬
梨
の
蕊
因
た
る
重
肴
を
獲
得

せ
る
者
が
、
正
定
聚
の
機
と
樗
さ
れ
る
。

　
以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
．
　
「
三
願
韓
入
」
は
、
第
十
九
願
の
立
場
（
要
門
・
璽
樹
林
下
往
生
）
・
↓
第
二
十
願
の
立
場

（
転
写
。
難
思
彼
生
）
↓
第
十
八
願
の
立
場
（
弘
願
門
・
難
思
議
往
生
）
と
い
う
、
宗
教
的
精
榊
の
深
化
向
上
の
道
程
と
し
て
成
立
し
て
い

る
。
郎
ち
第
十
九
願
及
び
第
二
十
願
の
立
場
を
繧
心
す
る
宗
教
的
精
紳
は
、
そ
れ
自
身
の
矛
盾
に
順
次
逢
罪
し
、
そ
こ
で
そ
の
直
接
性
・

抽
象
性
を
克
服
し
て
最
後
に
究
極
最
高
の
段
階
た
る
第
十
八
願
の
立
場
へ
高
ま
る
。
こ
の
轄
入
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
そ
れ
故
に

各
々
の
立
場
に
於
け
る
宗
教
的
精
紳
（
意
識
）
の
そ
の
都
度
の
矛
盾
の
自
証
で
あ
り
、
そ
れ
を
遍
し
て
新
た
な
る
立
場
へ
の
飛
躍
・
出
入

が
成
立
す
る
と
一
慮
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
領
域
を
宗
教
的
精
紳
に
限
る
と
は
云
え
、
　
「
方
便
化
面
繋
巻
」
が
、
へ
…
ゲ
ル
の
「
云
云
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

象
學
」
に
相
遍
ず
る
構
逡
を
麿
す
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
「
三
二
轄
入
」
が
、
軍
に
一
箇
の
宗
教
的
天
才
の
猫
自
な
謄
工
事
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（
5
ユ
）

實
の
叙
述
に
終
る
も
の
で
な
く
、
　
『
教
行
信
讃
』
全
巻
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
優
れ
た
意
味
で
の
論
理
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
宗
教
的
精
融
（
意
識
）
の
霞
魔
・
超
越
と
い
う
こ
と
で
は
爾
鑑
さ
れ
ぬ
醐
係
が
、
そ
こ
に
児
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
何
故
な
ら
「
方
便
化
身
土
轡
」
、
殊
に
そ
の
核
心
た
る
「
三
鳶
職
入
」
の
構
造
が
、
か
＼
る
こ
と
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
こ
の
巻
に

同
時
に
示
さ
れ
る
「
顯
彰
隠
密
義
し
、
郎
ち
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の
立
場
を
、
夫
々
そ
れ
自
身
に
於
て
顯
か
な
る
意
義
（
顯
義
）
と
、
第

十
八
願
の
立
場
か
ら
の
廻
光
返
照
に
於
て
彰
か
な
る
意
義
（
彰
隠
密
義
）
と
の
繭
義
に
撃
て
把
握
し
、
面
し
て
統
一
す
る
と
い
う
濁
自
な

原
理
は
、
藁
の
意
味
で
は
成
立
し
得
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
発
ち
「
方
便
化
身
土
巻
」
に
於
て
は
、
第
十
九
願
の
立
場
（
駈

依
観
無
攣
騨
経
）
を
め
ぐ
っ
て
、
「
勢
家
の
こ
＼
う
に
よ
り
て
無
量
壽
佛
槻
経
を
撲
ず
れ
ば
、
顯
彰
隠
密
の
義
あ
り
。
顯
と
い
ふ
は
す
な
は

ち
定
散
諸
善
を
あ
ら
は
し
、
三
無
三
鷹
を
ひ
ら
く
。
し
か
る
に
十
善
三
福
は
報
土
の
渡
函
に
あ
ら
ず
。
諸
機
の
三
戸
は
自
利
各
別
に
し
て
、

し
か
も
利
他
の
一
心
に
あ
ら
ず
。
如
來
の
異
の
方
便
、
析
慕
浄
土
の
善
根
な
り
。
こ
れ
は
こ
の
経
の
こ
＼
う
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
顯
の

義
な
り
。
彰
と
い
ふ
は
如
來
の
弘
願
を
あ
ら
わ
し
、
利
他
通
入
の
一
心
を
演
糊
す
。
蓮
多
蘭
世
の
悪
逆
に
よ
り
て
、
繹
算
筆
嘆
の
素
懐
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
エ
）

あ
ら
わ
し
、
誰
提
別
選
の
正
意
に
よ
り
て
、
彌
陀
大
悲
の
本
願
を
開
關
す
。
こ
れ
す
な
は
ち
こ
の
繧
の
隠
彰
の
義
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
、

又
第
二
舟
釣
の
立
場
（
所
依
附
彌
陀
縫
）
を
め
ぐ
っ
て
、
「
難
繧
に
准
画
す
る
に
、
こ
の
経
に
ま
た
顯
彰
隠
密
の
義
あ
る
べ
し
。
顯
と
い
ふ

は
、
経
家
は
一
切
諸
行
の
心
密
を
嫌
疑
し
て
、
善
本
徳
本
の
農
門
を
闘
示
し
、
自
利
の
一
心
を
は
げ
ま
し
て
、
難
思
の
往
生
を
す
＼
む
。
こ

こ
を
も
て
維
に
は
多
善
根
多
功
徳
多
爾
徳
因
縁
と
と
き
、
羅
に
は
九
晶
と
も
に
廻
し
て
不
退
を
う
と
い
へ
り
。
あ
る
ひ
は
念
興
し
て
西
方

に
ゆ
く
に
す
ぎ
た
る
は
な
し
、
三
念
五
念
ま
で
も
佛
來
馴
し
た
ま
ふ
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
こ
の
経
の
顯
の
義
を
し
め
す
な
り
。
こ
れ
す
な

は
ち
貴
門
の
な
か
の
方
便
な
り
。
彰
と
い
ふ
は
、
曇
實
郵
信
の
法
を
あ
ら
は
す
。
こ
れ
す
な
は
ち
不
可
思
議
の
願
海
を
光
關
し
て
、
無
礫

の
大
信
心
海
に
平
せ
し
め
ん
と
お
ぼ
す
。
ま
こ
と
に
す
＼
め
す
で
に
恒
沙
の
す
＼
め
な
れ
ば
、
信
も
ま
た
恒
沙
の
信
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ

に
甚
難
と
い
へ
る
な
り
。
麗
に
、
た
穿
ち
に
彌
陀
の
弘
誓
の
お
も
き
に
よ
り
て
、
凡
夫
を
し
て
念
ず
れ
ば
す
な
は
ち
生
せ
し
む
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

い
た
す
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
こ
れ
乱
塾
の
義
を
ひ
ら
く
な
り
」
と
蓮
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の

　
　
　
　
僑
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三
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（
1
8
）

7
　
立
場
は
、
第
十
八
願
の
立
場
か
ら
の
廻
光
返
照
に
於
て
、
始
め
て
そ
の
根
源
的
意
義
を
顯
わ
に
し
て
い
る
。
然
る
に
宗
教
的
精
紳
（
意
識
）

　
　
の
自
暴
・
超
越
と
い
う
こ
と
で
は
、
か
か
る
「
顯
彰
隠
密
義
」
の
成
立
す
る
立
場
そ
の
も
の
が
開
か
れ
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
的

　
　
精
紳
（
意
識
）
の
忍
辱
・
超
越
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
都
度
の
意
識
の
絶
望
・
没
落
を
通
し
て
の
新
た
な
る
段
階
へ
の
韓
入
を
意
味
す
る

　
　
も
の
で
あ
っ
て
も
、
爾
轡
型
に
於
て
そ
の
こ
と
は
、
直
接
的
精
神
（
意
識
）
の
立
場
か
ら
絶
封
至
精
紳
の
立
場
へ
の
蓮
績
的
向
上
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
エ
）

　
　
側
弼
を
強
く
有
し
、
從
っ
て
こ
の
場
合
な
ら
ば
、
第
十
八
願
の
立
場
が
そ
の
全
入
の
道
程
に
於
て
究
極
の
立
場
と
し
て
屠
拙
さ
れ
る
も
の

　
　
と
な
り
、
そ
れ
故
に
低
次
の
段
階
へ
の
廻
光
返
照
を
薦
に
果
す
立
場
と
し
て
は
考
え
得
な
い
、
印
ち
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の
立
場
と
の

　
　
論
理
的
統
一
を
成
立
せ
し
め
る
地
李
を
開
き
得
る
立
場
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
攣
れ
た
如
く
、
か
＼
る
精
製
（
意
識
）
の
深
化
。

　
　
向
上
を
め
ぐ
る
思
索
を
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
紳
現
象
學
」
に
於
て
も
見
出
し
得
る
。
方
法
論
的
に
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
爲

　
　
に
、
次
に
「
精
紳
現
象
學
」
の
所
論
を
稿
立
入
っ
て
顧
み
．
　
「
三
顯
韓
入
」
の
論
理
構
造
の
解
明
へ
の
道
を
開
こ
う
。

（
玉
）

（
2
）

〈
3
）

先
限
『
教
行
儒
誰
の
哲
學
』
に
於
て
は
、
第
十
九
願
・
第
二
十
願
・
第
十
八
願
の
各
立
場
は
、
宗
教
的
精
紳
の
自
己
超
克
の
三
段
階
を
示
す
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
各
々
は
、
こ
の
過
程
の
端
初
と
中
務
と
最
後
に
相
當
す
る
も
の
と
し
て
、
倫
理
的
・
槻
想
的
段
階
、
内
筏
的
宗
教

の
段
階
、
歴
史
的
・
超
越
五
宗
数
の
段
階
と
し
て
把
握
き
れ
て
い
る
。
（
肩
書
十
頁
参
照
）
本
論
文
に
於
て
も
原
則
的
に
は
こ
の
理
解
に
從
っ

て
い
る
。

『
教
行
儒
謹
臨
そ
の
も
の
が
本
來
當
時
の
時
代
精
紳
の
批
制
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
儒
轡
」
序
の
「
し
か
る
に
末
代
の
道
俗
、
近
微
の
宗
師
、

嵐
性
喉
心
に
し
づ
ん
で
、
浮
土
の
恩
多
を
薫
ず
。
定
散
の
自
心
に
ま
ど
ふ
て
、
金
鰯
の
戯
僑
に
く
ら
し
」
等
の
雷
句
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、

殊
に
「
方
硬
化
身
土
轡
」
は
そ
れ
を
一
層
明
確
に
果
し
て
い
る
。
激
ち
第
十
九
願
。
第
二
十
願
の
立
場
が
、
親
藩
等
身
の
経
歴
し
た
過
程
と
し

て
顧
み
ら
れ
て
い
る
と
共
に
、
鴬
時
の
宗
教
界
の
諸
立
場
の
庫
質
を
示
す
も
の
と
し
て
分
析
き
れ
批
鋼
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
封
慮
關

係
を
如
何
に
考
え
る
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
詳
論
を
後
の
機
會
に
譲
・
り
、
こ
こ
で
は
一
曹
法
然
以
前
の
他
行
講
修
の
念
佛
行
者
を
第

十
九
願
、
法
然
門
下
の
二
流
た
る
乗
出
、
鎮
西
購
派
を
第
二
十
願
の
立
場
に
あ
て
る
の
が
要
當
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

前
節
の
註
（
3
）
に
述
べ
た
如
く
、
『
教
行
信
鐙
』
の
論
理
構
造
の
閾
題
は
、
「
方
便
化
身
土
齢
し
、
殊
に
；
一
麟
質
入
」
の
論
理
構
造
の
問
題

に
結
び
つ
き
、
　
「
一
二
願
鱒
入
」
の
問
題
は
、
第
十
八
願
の
立
場
の
解
明
に
繋
る
。
本
論
文
に
於
け
る
如
き
問
題
連
彌
の
成
立
は
、
從
っ
て
本
來
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（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

『
数
行
儒
羅
隠
惣
身
に
そ
の
根
搬
を
麿
す
る
と
欝
え
る
で
あ
ろ
う
。

岩
波
文
庫
『
数
行
儒
鐙
』
金
予
大
簗
校
訂
三
六
九
頁
。
以
下
引
駕
は
こ
の
書
に
依
る
。

弼
上
三
二
六
頁
。
以
下
第
二
十
願
・
第
十
八
願
の
願
文
も
こ
の
書
に
依
る
。

定
善
・
塩
竃
は
三
礪
・
九
品
と
共
に
「
観
経
」
の
研
設
。
定
善
と
は
息
慮
無
心
し
て
醐
定
に
入
る
、
即
ち
概
法
に
よ
っ
て
得
る
善
。
散
善
と
は
．

慶
悪
修
善
、
郎
ち
三
騒
（
世
爾
・
掌
編
・
行
編
）
を
修
す
る
こ
と
。
何
れ
も
自
力
の
善
を
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

往
生
に
封
ず
る
確
儒
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
己
の
立
場
の
翼
理
た
る
こ
と
の
自
負
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
互
に
矛
降
す
る
機
に

思
わ
れ
る
が
、
錺
十
九
願
の
立
場
の
特
色
は
や
は
り
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
侮
故
な
ら
往
生
の
確
信
が
生
じ
な
い
爲
に
、
知
っ
て
闇
々

己
の
行
に
尊
念
し
、
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
深
く
執
着
し
、
更
に
善
行
に
蝕
む
己
の
立
場
を
醜
理
と
し
て
立
て
る
と
い
う
態
度
を
と

る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
往
生
の
確
儒
が
得
ら
れ
ぬ
こ
と
に
封
ず
る
不
安
が
自
愛
的
に
な
り
（
己
に
と
っ
て
顯
わ
に
な
り
）
、
己
の
立
場
に
封

ず
る
巌
理
の
慮
負
が
崩
れ
る
の
は
、
内
か
ら
そ
こ
に
含
ま
れ
た
矛
需
が
あ
ら
わ
れ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
外
か
ら
そ
の
立
場
に

封
ず
る
積
極
的
否
定
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
立
場
の
有
す
る
一
種
の
完
結
牲
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
註
（
1
0
）
参
照
）

こ
の
第
十
九
懸
か
ら
第
二
十
願
の
立
場
へ
の
婿
入
が
、
親
譲
に
締
て
は
如
何
に
爲
き
れ
た
か
、
又
そ
の
時
期
が
侮
時
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は

面
々
な
理
解
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
害
心
入
室
時
と
し
て
考
え
た
い
。
何
故
な
ら
昨
今
の
歴
史
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
既
に
李
安
朝
よ
り

往
生
儒
仰
が
駈
會
的
底
流
と
し
て
丸
寝
し
て
屠
り
、
親
鱗
も
當
然
そ
れ
を
宙
水
入
室
以
離
に
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
法
然
の
「
往

生
之
業
念
詳
記
本
」
の
教
は
、
こ
の
襟
な
往
生
区
画
を
線
胎
と
は
し
て
い
て
も
、
や
は
り
そ
れ
に
撫
し
て
決
定
的
に
新
し
い
立
場
に
立
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
法
然
の
立
場
の
成
立
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
吉
水
入
室
以
前
の
親
欝
に
と
っ
て
は
、
か
か
る
法
然
の
立
場
も
決
定
的
な
意

義
を
以
て
迫
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
寧
ろ
響
く
罠
問
に
見
ら
れ
る
往
生
信
仰
と
蓮
績
的
な
立
場
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
法
然
の
前
に
参
じ
、
そ
の
教
に
耳
を
傾
け
た
時
、
始
め
て
そ
の
数
は
親
鶯
に
決
断
を
迫
る
も
の
と
し
て
出
陣
わ
れ
、
又
麹
力
修

善
に
封
ず
る
縄
望
、
罪
障
の
麟
畳
を
現
前
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
立
現
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
然
の
教
と
の
避
遇
に
よ
っ
て
起
つ
た

親
鶯
の
嬉
戯
的
蒋
換
を
、
第
二
十
願
へ
の
韓
入
と
見
る
か
、
第
十
八
願
へ
の
轄
入
と
見
る
か
が
古
來
問
題
と
き
れ
て
居
り
、
論
調
に
よ
り
意
見

が
分
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
（
山
蓬
・
赤
沼
著
『
教
行
儒
謹
講
義
』
一
照
〇
四
頁
）
我
々
は
後
に
述
べ
る
第
十
八
願
の
立
場
の
本
質
的
意
義

か
ら
し
て
、
や
は
り
そ
れ
を
第
二
十
願
の
立
場
へ
の
韓
入
と
晃
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
、
そ
し
て
第
十
九
願
か
ら
第
二
十
願
の
立
場
へ
の
韓

入
を
一
種
の
宗
数
的
決
断
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
第
十
八
願
の
立
場
へ
の
薫
蒸
は
、
決
断
と
い
う
概
念
で
は
捉
尊
し
得

信
樂
の
論
理

三
五
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（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
4
玉
）

（
1
5
）

暫
一
鍛
・
研
究
　
　
第
罎
百
六
十
七
號

三
六

な
い
一
層
根
源
的
な
内
容
を
膚
し
て
い
る
と
考
え
る
。
但
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
詳
論
は
後
に
譲
る
。

『
重
宝
聖
教
全
書
』
四
、
拾
遺
部
上
所
攻
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
撫
巻
第
十
五
、
穴
七
九
頁
参
照
。
以
下
そ
の
抄
略
を
示
せ
ば
、
「
お
よ
そ
佛
教
お

ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
物
定
慧
の
三
學
を
ば
す
ぎ
ず
、
い
は
ゆ
る
小
乗
の
戒
定
慧
。
大
桑
の
戒
定
論
。
顯
教
の
戒
定
慧
・
密
教
の

戒
雲
霞
な
り
。
し
か
る
に
わ
が
こ
の
身
は
、
戒
行
に
お
い
て
一
槍
を
も
た
も
た
ず
、
繹
定
に
お
い
て
一
も
こ
れ
を
え
ず
、
智
慧
に
お
い
て
断
惑

謹
果
の
正
智
を
え
ず
。
（
中
略
）
も
し
無
漏
の
智
劔
な
く
ば
い
か
で
か
悪
業
煩
懐
の
き
つ
な
を
た
た
む
や
。
悪
業
煩
悩
の
き
つ
な
を
た
た
ず
ぱ
、

な
ん
ぞ
生
死
繋
縛
の
身
を
解
脱
す
る
購
を
え
ん
や
。
か
な
し
き
か
な
か
な
し
き
か
な
、
い
か
が
せ
ん
い
か
が
せ
ん
。
こ
こ
に
わ
が
ご
と
き
は
、

す
で
に
論
定
慧
の
三
思
の
う
つ
は
物
に
あ
ら
ず
云
々
。
」
云
う
迄
も
な
く
こ
れ
は
、
こ
れ
に
古
く
文
と
共
に
、
法
然
の
宗
教
謄
験
を
語
る
も
の
で

あ
る
が
、
親
玉
に
於
け
る
第
十
九
麟
よ
り
第
二
十
願
の
立
場
へ
の
鍬
入
に
際
し
て
の
自
畳
も
か
か
る
も
の
と
し
て
考
え
得
る
。
も
と
よ
り
か
く

云
っ
て
も
法
然
の
宗
教
膿
験
が
、
親
欝
に
於
け
る
第
二
十
願
の
立
場
に
止
ま
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
第
十
九
願
よ
り
第
二
十
願
の
立
場
へ
の

韓
入
に
於
け
る
自
畳
内
容
を
、
簡
潔
に
紐
握
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
香
葉
に
よ
っ
て
端
的
に
表
現
さ
れ
得
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

第
十
九
願
の
立
場
は
そ
れ
二
身
と
し
て
の
完
結
性
を
有
す
る
故
に
．
註
（
7
）
に
述
べ
た
如
く
、
自
力
修
善
へ
の
絶
望
、
罪
障
の
葭
艶
と
い
う

こ
と
も
、
内
な
る
矛
慮
が
あ
ら
わ
れ
爾
て
霞
畳
に
上
る
そ
の
内
容
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
そ
の
立
場
に
饗
す
る
積
極
的
否
定
と
し

て
迫
る
法
然
の
教
に
接
す
る
こ
と
に
於
て
始
め
て
虞
己
に
於
て
現
焦
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
尚
そ
こ
に
は
、
　
一
切
諸
善
を
棄
て
て
專

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

修
念
佛
へ
決
購
す
る
営
己
が
残
る
。
そ
の
意
味
で
決
断
と
云
わ
れ
、
又
絶
望
や
罪
障
霞
畳
が
跳
躍
板
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
善
本
と
い
ふ
は
、
如
來
の
嘉
名
な
り
。
こ
の
嘉
名
は
萬
議
論
備
せ
り
。
一
切
善
法
の
本
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
善
本
と
い
う
な
り
。
徳
本
と
い

う
は
、
如
來
の
徳
號
な
り
。
こ
の
徳
號
は
一
難
稻
念
ず
る
に
至
徳
成
難
し
、
衆
羅
み
な
鱒
ず
。
十
方
三
世
の
徳
號
の
本
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に

徳
本
と
い
ふ
な
り
。
」
岩
波
文
露
『
教
行
儒
識
』
三
五
三
頁
Q

「
お
ほ
よ
そ
大
小
聖
人
、
　
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
號
を
も
て
お
の
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
へ
に
、
儒
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
佛
智
を
さ
と
ら

ず
Q
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
が
ゆ
へ
に
、
報
土
に
い
る
こ
と
な
き
な
り
。
」
同
上
三
六
九
頁
。

第
ご
十
願
の
立
場
よ
り
第
十
八
願
の
立
場
へ
の
韓
入
、
及
び
第
十
八
．
願
の
立
場
の
意
義
に
蘭
し
て
は
後
に
詳
論
す
る
故
に
こ
こ
で
は
刷
れ
な
い
。

先
掲
『
教
行
儒
謹
の
哲
學
』
八
頁
以
下
参
照
。

既
に
明
ら
か
な
如
く
、
我
惣
は
「
三
塁
算
入
」
を
、
軍
に
親
鷺
の
宗
教
艦
験
の
回
顧
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
宗
教
的
思
索
の
根
源
に
繋
る
も

の
と
し
て
艶
握
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
三
願
望
入
の
論
理
」
と
も
云
わ
れ
得
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
「
三
戸
舟
入
」
は
、
　
「
方
便
化
男

土
巷
」
の
縛
に
始
め
よ
り
墨
入
の
蜜
発
墨
の
部
分
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
こ
と
わ
る
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
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『
教
行
信
謹
』
三
三
三
頁
。

同
上
三
五
一
頁
。

こ
れ
ら
の
文
蕊
は
、
表
面
的
に
見
ら
れ
る
限
り
、
「
観
経
」
「
小
経
」
に
罰
す
る
隠
顯
二
義
を
示
す
徳
の
に
す
ぎ
ぬ
が
、
親
驚
に
於
て
は
、
こ
れ

ら
の
二
経
は
本
丸
第
十
九
願
・
第
ご
十
願
の
立
場
に
於
け
る
宗
教
的
穂
並
の
内
容
を
表
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
故
に
、
か
か
る
「
顯

彰
隠
密
義
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
激
て
、
第
十
九
願
・
第
二
十
願
の
立
場
が
そ
の
成
立
の
根
祇
に
第
十
八
願
の
立
場
を
開
き
、
そ
の
立
場
か
ら

統
一
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宗
教
的
精
騨
（
意
識
）
の
嵐
聾
。
超
越
と
い
う
こ
と
が
、
尚
蓮
績
性
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
問
題
性
は
次
節
に
於
て
論
じ
ら
れ
る
。

一
『
へ
ー
ゲ
川
の
「
精
紳
現
象
學
」
に
つ
い
て

　
　
　
以
上
の
論
述
に
於
て
我
々
は
、
　
「
誓
願
韓
入
」
が
、
宗
教
的
精
紳
が
そ
の
直
接
的
な
段
階
か
ら
次
第
に
己
を
深
め
途
に
究
極
最
高
の
段

　
　
階
に
達
す
る
道
程
の
叙
蓮
で
あ
る
と
共
に
、
而
も
そ
れ
に
終
ら
ず
、
そ
こ
に
同
時
に
一
事
深
い
局
爾
を
開
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
主
と

　
　
し
て
「
顯
彰
隠
密
義
」
を
論
綴
と
し
て
詣
点
し
た
。
こ
＼
で
こ
と
わ
る
迄
も
な
く
、
こ
の
問
題
は
軍
に
宗
教
的
精
紳
の
深
化
向
上
の
道
程

　
　
の
論
理
梅
造
の
み
に
係
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
實
は
深
く
宗
教
的
生
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
解
明
に
繋
っ
て
い
る
。
印
ち
我
々
は
、
コ
ご
願

　
　
蒋
入
」
に
於
て
、
宗
教
的
精
紳
の
三
つ
の
類
型
が
論
理
的
に
關
係
づ
け
ら
れ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
の
關
係

　
　
そ
の
も
の
の
跡
付
け
で
は
な
く
、
寧
ろ
閣
係
が
關
係
と
し
て
成
立
す
る
根
松
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
換
書
す
る
な
ら

　
　
ば
、
こ
、
で
は
宗
教
的
精
紳
の
現
象
學
の
内
容
を
で
は
な
く
、
そ
の
現
象
學
成
立
の
根
源
に
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
を
根
本
的
な
課
題
と
し

　
　
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
親
鶯
に
於
け
る
宗
教
的
生
の
在
り
方
の
解
明
に
繋
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
か
く
云
っ
て
も
、
一
般
に

　
　
宗
教
的
精
紳
の
現
象
學
が
成
立
す
る
こ
と
、
福
本
來
成
立
す
べ
き
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
宗
教
的
精
紳
の
現
象
學

　
　
が
成
立
す
る
と
い
う
そ
の
と
こ
ろ
に
、
必
然
的
に
現
象
學
の
立
場
を
超
え
た
立
場
を
豫
窪
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
象
學
は
か
㌧
る
根
源

鵬　
　
　
　
　
　
信
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
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折
口
墨
・
研
究
　
　
簸
叩
四
百
六
十
七
騨
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

的
な
立
場
を
豫
評
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し
得
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
の
黙
を
明

ら
か
に
す
る
爲
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
読
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
周
知
の
如
く
へ
…
ゲ
ル
は
、
　
「
下
弦
現
象
學
」
を
亡
べ
る
に
三
っ
て
．
そ
の
方
法
を
「
緒
論
」
に
調
て
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。
部
ち

「
精
紳
現
象
學
〕
は
、
貢
な
る
知
に
饗
淫
せ
ん
と
す
る
自
然
的
意
識
が
、
次
々
に
己
の
諸
形
態
の
系
列
を
繧
召
し
、
そ
の
結
果
自
己
自
身

を
完
全
に
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
本
量
的
に
何
で
あ
る
か
を
知
り
、
遽
に
自
己
を
精
騨
に
迄
純
化
す
る
道
程
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
道
程
は
、
自
然
的
意
識
に
と
っ
て
は
そ
の
都
度
己
の
鹸
理
を
喪
失
す
ろ
道
程
な
る
が
故
に
、
懐
疑
の
道
程
、
更
に
は
絶
望
の
道
程
で

あ
る
が
、
費
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
自
然
的
意
識
が
「
學
」
の
立
場
に
謙
る
迄
に
必
要
な
教
養
の
歴
史
で
あ
る
。
部
ち
自
然
的
意
識
が
、

己
の
暴
理
た
り
得
ぬ
こ
と
を
己
の
中
か
ら
暴
露
し
て
ゆ
く
こ
の
蓮
程
は
、
否
定
の
道
程
で
あ
っ
て
も
、
箪
な
る
否
定
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
寧
ろ
死
し
て
甦
る
道
程
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
意
識
は
そ
の
都
度
隈
定
さ
れ
た
否
定
に
於
て
斎
え
ら
れ
る
故
に
、
順
次
薪
た
な
段
階
が

成
立
し
、
そ
こ
に
そ
れ
ら
の
段
階
に
於
け
る
諸
形
態
の
系
列
を
遽
ず
る
進
行
が
生
ず
る
。
而
も
そ
の
進
行
は
、
意
識
が
幽
己
自
身
を
超
え

出
る
必
要
の
な
い
黙
、
師
ち
自
己
を
糖
紳
に
迄
高
め
る
黙
を
目
標
と
し
、
そ
こ
に
劉
署
す
る
弟
御
動
を
止
め
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ

の
場
合
、
自
然
的
意
識
は
如
何
に
し
て
自
己
を
高
め
得
る
の
か
。
そ
の
都
度
に
於
け
る
意
識
の
自
己
克
服
、
意
識
の
縛
換
は
如
何
に
し
て

爲
さ
れ
る
の
か
。
も
と
よ
り
そ
の
複
雑
な
手
潔
き
は
．
　
「
言
論
現
象
學
」
の
動
き
そ
の
も
の
に
於
て
で
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
し
得
ぬ
も
の

で
あ
る
が
、
敢
て
そ
の
方
法
の
み
を
辿
る
な
ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
師
ち
へ
…
ゲ
ル
に
於
て
は
、
意
識
は
、
醤
象
に
つ
い
て
は
こ
れ
を

意
識
と
の
醤
立
に
於
て
知
り
、
意
識
自
身
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
薫
製
と
の
封
立
に
於
て
知
る
。
印
ち
意
識
は
、
意
識
と
の
封
立
に
於
け
る

封
象
を
、
意
識
に
封
ず
る
存
在
と
し
て
己
に
闘
…
係
せ
し
め
る
（
知
の
側
面
）
と
共
に
、
又
そ
れ
霞
身
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
定
立

す
る
（
鎮
の
側
謡
）
。
而
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
意
識
は
自
裁
自
身
を
意
識
と
し
て
自
覧
す
る
。
そ
れ
故
意
識
は
、
＝
凹
で
は
封
象

の
意
識
で
あ
る
と
共
に
、
他
説
で
は
自
己
自
身
の
意
識
で
あ
り
、
封
象
に
髄
す
る
自
ら
の
知
を
も
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
，

藁
と
知
の
爾
側
面
が
意
識
自
身
に
存
す
る
故
に
、
封
象
に
愛
す
る
知
が
、
こ
の
封
象
そ
の
も
の
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、



　
　
意
識
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
意
識
は
欝
ら
の
吟
味
を
途
行
し
、
自
己
自
身
に
曾
て
と
共
に
自
己
の
心
象
に
於
て
網
走
法
的
蓮
動

　
　
を
行
う
と
さ
れ
る
。
か
＼
る
意
識
の
蓮
動
は
、
輩
に
意
識
が
封
象
に
封
ず
る
意
識
と
し
て
、
又
封
象
が
意
識
に
封
ず
る
心
象
と
し
て
把
握

　
　
さ
れ
る
こ
と
に
於
て
成
立
す
る
關
係
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
寧
ろ
意
識
が
己
を
否
定
し
て
心
象
の
中
へ
没
入
し
、
而
も
そ
の
こ
と
に
よ
つ

　
　
て
却
っ
て
封
象
は
員
に
意
識
の
内
容
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
意
識
が
眞
と
知
の
比
較
に
於
て
不
一
致
に
逡
着
し
、
そ
の
結
果
己
の

　
　
翼
理
性
を
失
い
、
自
己
を
暴
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
自
魔
し
没
落
す
る
が
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
克
服
し
、
薪
た
な
る
段

　
　
階
に
甦
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
、
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
そ
の
蓮
動
は
、
畢
に
主
槻
的
意
識
が
客
擬
的
封
事
と
の
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

　
　
わ
り
に
於
て
延
す
終
漁
で
は
な
く
、
寧
ろ
意
識
と
い
う
事
柄
そ
れ
密
身
の
爲
す
蓮
動
で
あ
り
、
自
然
的
意
識
は
か
＼
る
仕
方
で
自
己
を
精

　
　
紳
に
迄
高
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
如
何
に
し
て
霞
然
的
意
識
は
、
外
な
ら
ぬ
（
蟻
封
）
精
紳
に
迄
晦
己
を
高
め
得
る
の
か
。
意
識
の
進
行
と
蓮
蘭
そ
の
も
の
が
必

　
　
然
性
を
有
す
る
の
は
如
何
に
し
て
か
。
こ
の
黙
に
心
し
て
へ
…
ゲ
ル
は
次
の
如
く
宏
う
。
蔀
ち
意
識
が
肖
ら
の
吟
味
に
於
て
、
そ
れ
膚
身

　
　
の
二
契
機
た
る
曇
と
知
の
矛
隠
に
逢
着
し
、
そ
の
結
果
意
識
自
身
が
磁
化
す
る
時
、
そ
れ
と
根
關
的
に
封
象
も
攣
化
す
る
。
そ
こ
に
新
た

　
　
な
る
意
識
に
と
っ
て
薪
た
な
る
封
象
が
生
じ
、
周
爾
が
逡
展
す
る
の
で
あ
る
が
．
こ
の
意
識
と
封
象
の
誌
面
の
韓
換
に
よ
っ
て
生
じ
た
薪

　
　
奮
二
つ
の
段
階
の
必
然
的
蓮
嗣
は
、
．
経
験
す
る
意
識
そ
の
も
の
に
於
て
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
意
識
の
遽
程
を
傍
観
す
る
「
我
々
」

　
　
に
と
っ
て
の
み
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
意
識
自
身
の
塑
化
に
俘
っ
て
、
そ
こ
に
食
し
い
封
象
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
心
象
は
、

　
　
経
験
す
る
意
識
に
と
っ
て
は
卑
に
新
た
な
封
象
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
唯
「
我
々
傍
観
者
に
封
し
て
」
の
み
そ
れ
は
蓮
動
の
中
に
於
て

　
　
あ
る
も
の
と
し
て
存
魂
す
る
。
そ
こ
に
意
識
の
繧
験
の
系
第
の
波
面
が
必
然
酌
で
あ
る
所
以
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
く
意
識
の
蓮
動
が
、

　
　
そ
れ
磨
身
と
し
て
は
羅
に
蓮
容
疑
向
上
と
し
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
都
度
に
於
け
る
否
定
を
含
む
蘭
係
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
先
述
の
如
く
．
そ
れ
が
所
謂
主
観
的
意
識
の
自
動
と
し
て
で
は
な
く
、
意
識
が
封
象
の
中
へ
己
を
没
す
る
と
い
う
仕
方
で
遽
行
ず
る
云
わ

　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

　
　
ば
意
識
と
い
う
事
柄
の
蓮
動
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
意
識
自
身
の
展
開
は
か
く
考
え
ら
れ
て

溜　
　
　
　
　
　
儒
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
九
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哲
學
研
究
　
　
第
四
否
六
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

も
、
そ
の
道
程
の
必
然
牲
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
時
、
今
述
べ
た
如
く
こ
の
意
識
の
道
程
の
外
に
於
て
そ
の
全
道
程
を
晃
通
す
「
我

々
哲
學
的
観
察
者
」
の
立
場
と
い
う
形
で
、
そ
の
道
程
の
蓮
績
性
を
支
え
る
立
場
が
出
て
く
る
。
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
場
合
、
か

く
「
我
々
に
と
っ
て
」
生
ず
る
も
の
も
．
そ
の
内
容
は
意
識
に
嘉
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
　
「
我
々
し
は
唯
そ
の
内
容
の
形
或
的
な
面

を
把
握
す
る
に
す
ぎ
ぬ
と
云
う
が
、
全
道
程
の
成
立
と
い
う
黙
か
ら
云
え
ば
、
こ
の
「
我
々
傍
観
者
」
の
立
場
が
全
展
開
を
成
立
せ
し
め

る
根
本
的
立
場
と
し
て
、
少
く
と
も
意
識
形
態
の
段
階
の
結
節
黙
に
は
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

　
か
く
し
て
「
精
紳
現
象
學
」
に
於
け
る
意
識
の
鳴
動
は
、
本
來
意
識
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の
の
憂
心
と
し
て
あ
る
が
、
而
も
そ
の
全
髄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

の
溝
造
か
ら
云
え
ば
、
箪
に
意
識
自
騰
の
奇
声
と
し
て
の
み
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
意
識
と
い
う
事
柄
の
蓮
動
を
自
魔
す
る
根
源
の
立
場

を
豫
想
す
る
も
の
と
な
る
。
も
と
よ
り
意
識
の
繧
験
の
叙
述
が
、
輩
な
る
叙
述
で
は
な
く
、
　
「
學
」
で
あ
り
、
論
理
に
貫
か
れ
て
あ
る
爲

に
は
、
そ
の
叙
述
成
立
の
根
掛
に
そ
の
成
立
の
場
を
開
く
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
へ
！
ゲ
ル
哲
學
に
於
け
る
問
題
と
し

て
、
特
に
「
論
理
學
」
と
の
關
係
に
於
て
こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
そ
こ
に
爾
問
題
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
こ
、
で
意
識
の
蓮

動
を
見
通
す
立
場
、
　
「
我
々
細
編
的
観
察
看
」
の
立
場
と
云
わ
れ
る
立
場
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
當
然
絶
封
知
の
立
場
と
し
て
「
論
理

學
」
成
立
の
立
場
で
あ
り
、
從
っ
て
「
精
紳
現
象
學
」
は
「
論
理
學
」
を
豫
聾
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
他
面
こ
の
「
論
理
學
」
自
身

「
精
神
現
象
學
」
を
豫
翻
し
、
そ
れ
を
前
提
し
て
始
め
て
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
こ
れ
ら
二
部
門
の
相
邸
關
係
が
考
え
ら
れ
る
所

以
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
瀾
係
そ
の
も
の
に
や
は
り
一
つ
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
「
論
理
學
」
は
、
上
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

如
く
一
切
の
前
提
を
排
し
て
自
然
的
意
識
よ
り
出
登
し
そ
の
意
識
と
い
う
事
柄
が
そ
れ
自
身
の
繧
験
を
重
ね
て
遽
に
絶
蚕
簿
紳
に
迄
到
蓮

す
る
道
程
を
辿
る
「
精
騨
現
象
學
」
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
直
接
的
な
「
有
」
よ
り
始
め
な
が
ら
、
そ
の
出
面
が
實
は
圓
環

的
な
出
薮
で
あ
り
、
そ
の
展
開
は
逡
出
で
あ
り
つ
、
そ
の
ま
㌧
岡
時
に
還
帰
で
あ
る
と
い
う
、
永
遽
な
る
本
質
の
中
に
於
け
る
絶
封
知
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窪
）

自
己
實
現
と
し
て
あ
る
。
邸
ち
「
論
理
學
」
は
、
　
「
精
紳
現
象
學
」
が
結
果
と
し
て
示
し
た
と
こ
ろ
の
純
樺
知
識
と
し
て
の
「
イ
デ
ー
」

の
展
開
の
全
領
域
で
あ
り
、
か
＼
る
「
イ
デ
ー
」
は
さ
し
當
っ
て
は
醤
象
を
内
面
化
し
、
こ
れ
を
己
自
身
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
自
魔
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し
て
い
る
と
共
に
、
そ
の
引
導
に
擁
立
す
る
自
己
に
つ
い
て
の
知
を
も
止
揚
し
て
い
る
故
に
、
匿
劉
を
没
し
た
「
麿
」
、
邸
ち
輩
純
な
直

接
性
と
し
て
の
「
純
緯
有
」
で
あ
り
、
こ
の
「
有
」
を
以
て
「
論
理
學
」
は
出
登
黙
と
す
る
。
而
も
こ
の
「
有
」
は
、
か
く
「
精
神
現
象

學
」
に
煮
て
意
識
の
繧
験
を
通
し
て
到
達
さ
れ
た
「
イ
デ
～
」
の
未
蛮
展
の
姿
に
於
て
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
元
で
あ

り
つ
＼
岡
時
に
そ
の
後
の
遙
展
の
基
礎
に
あ
る
も
の
た
り
得
る
。
邸
ち
「
有
し
は
、
始
元
と
し
て
無
前
提
・
無
内
容
。
未
登
展
の
直
接
性

で
あ
っ
て
も
、
　
「
學
」
に
於
て
は
常
に
そ
の
進
展
が
根
擦
へ
の
復
蹄
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
か
ら
し
て
、
實
は
最
初
の
監
理
な
の
で
あ

り
、
從
っ
て
始
元
と
し
て
の
「
有
〕
は
そ
れ
に
書
く
全
展
開
の
中
に
あ
っ
て
自
己
を
保
存
す
る
基
礎
で
あ
り
、
更
に
は
純
粋
知
識
の
復
蹄

黙
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
精
強
現
象
學
」
の
結
果
た
る
絶
封
知
は
、
本
來
「
概
念
」
で
あ
り
、
そ
の
「
概
念
」
が

　
　
　
ウ
ア
　
タ
イ
レ
ン

自
己
を
判
断
す
る
こ
と
に
出
て
「
論
理
型
」
が
展
開
す
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
徒
っ
て
今
述
べ
た
如
き
「
論
理
學
」
の
全
展
開
の

基
礎
に
あ
る
も
の
は
「
概
念
」
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
得
よ
う
。
し
か
し
こ
の
「
概
念
」
も
「
論
理
學
」
の
始
元
と
し
て
あ
る
限
り
、
「
有
」

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
統
一
、
廣
励
と
心
立
の
止
揚
と
い
う
こ
と
で
成
立
し
來
つ
た
絶

封
知
も
、
そ
れ
が
始
元
と
し
て
あ
る
塗
り
に
於
て
は
、
箪
純
な
自
己
驕
係
で
あ
り
、
ま
だ
何
等
の
規
定
を
も
有
し
な
い
も
の
と
し
て
「
有
」

で
あ
る
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
始
元
に
於
け
る
「
概
念
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
概
念
」
は
、
　
「
有
」
及
び
「
本
質
」
の
根
祇
で

あ
り
農
理
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
又
空
夢
に
「
有
」
は
進
展
の
始
元
と
し
て
「
概
念
」
の
根
祇
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
、
に
「
論
理

學
」
の
全
展
開
が
圓
環
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
そ
し
て
か
＼
る
「
論
理
學
」
の
騒
環
的
厚
謝
は
、
く
り
返
す
迄
も
な
く
、

「
精
紳
現
象
學
」
を
前
提
し
て
始
め
て
成
立
す
る
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
そ
こ
に
次
の
如
き
問
題
が
生
じ
簸
る
。
邸
ち
「
論
理
學
」
が
、
こ
＼
に
述
べ
た
如
く
、
そ
の
始
元
を
圓
環
的

始
元
と
し
、
そ
の
全
展
望
が
進
山
師
還
蹄
た
る
「
概
念
」
の
自
己
遊
動
た
り
得
る
爲
に
は
、
「
精
薬
現
象
學
」
は
、
「
學
」
に
封
ず
る
、
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ

に
「
論
理
畢
」
に
封
ず
る
豫
備
學
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
の
自
然
的
意
識
の
自
己
克
服
の
道
程
は
、
あ
く
迄
意
識
と
い
う
事

へ柄
そ
の
も
の
の
動
き
と
し
て
あ
り
、
從
っ
て
そ
の
道
程
の
成
立
の
場
を
開
く
立
場
と
い
う
も
の
が
豫
想
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
究
極
の

　
　
　
　
儒
樂
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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折
湿
墨
・
研
究
　
　
第
四
百
六
ふ
i
し
て
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

立
場
は
や
は
り
そ
の
道
程
の
叢
後
に
戸
山
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
始
め
て
、
　
「
我
々
」
は
意
識
が
自
ら
遽
行
ず
る

自
己
自
身
に
封
ず
る
吟
味
の
「
傍
観
奢
」
と
し
て
あ
る
と
い
う
意
味
が
徹
底
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
　
「
精
細
現
象
學
」

は
も
は
や
「
論
理
學
」
が
「
學
」
と
呼
ば
れ
る
意
味
で
の
「
學
」
の
膿
系
の
一
部
門
た
り
得
ず
、
從
っ
て
「
論
理
學
」
と
の
根
邸
關
係
を

積
極
的
に
見
る
時
に
考
え
得
る
、
窟
然
的
意
識
の
自
己
克
服
の
道
程
に
於
け
る
「
畿
に
絶
封
蝋
に
鋼
濾
し
た
我
々
哲
學
的
観
察
者
」
の
立

場
か
ら
の
反
照
に
よ
る
そ
の
道
程
の
必
然
性
と
い
う
こ
と
も
、
細
密
に
は
聞
題
を
含
む
も
の
と
な
る
。
然
る
に
意
識
の
道
程
の
必
然
性
を

成
立
せ
し
め
る
爲
に
．
　
「
我
々
概
察
者
〕
の
立
場
を
、
そ
の
道
程
そ
の
も
の
の
根
祇
に
開
か
れ
た
立
場
と
考
え
、
又
そ
れ
故
に
「
精
紳
現

象
學
」
と
「
論
理
學
」
が
絹
互
に
補
う
も
の
と
し
て
、
積
極
的
に
そ
の
根
師
關
係
を
見
る
な
ら
ば
、
　
「
精
紳
現
象
學
」
の
出
登
黙
た
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
　
へ

然
的
意
識
は
、
も
は
や
翼
の
意
味
で
事
柄
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
絶
封
知
の
立
場
が
開
か
れ
た
と
こ
ろ
で
の
自
然
的
意
識
と
し
て
あ

り
、
そ
の
展
開
も
そ
の
意
味
で
、
絶
聞
知
の
立
場
か
ら
の
光
を
あ
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
意
識
が
含
蓄
的
に
は
既
に
明
ら
か
な
本
來
の
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

を
反
覆
的
に
次
第
に
あ
ら
わ
に
す
る
運
動
に
外
な
ら
な
く
な
り
、
そ
こ
で
は
事
柄
そ
れ
自
舞
と
し
て
の
自
然
的
意
識
が
「
學
」
の
立
場
へ

媒
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
展
開
の
全
貌
を
包
む
立
場
に
於
て
、
意
識
が
そ
の
部
自
態
よ
り
部
且
封
自
態
へ
と
嚢
展
す
る
道

程
を
跡
付
け
る
こ
と
が
中
心
的
課
題
と
な
り
、
か
く
て
意
識
の
そ
の
都
度
に
於
け
る
絶
望
・
没
落
、
師
ち
意
識
の
封
象
の
中
へ
の
没
入
と

い
う
こ
と
に
於
て
意
味
さ
れ
る
べ
き
、
意
識
の
自
己
否
定
の
契
機
が
極
め
て
稀
薄
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
　
「
精
艸

現
象
學
」
の
へ
…
ゲ
ル
哲
學
全
量
系
に
於
け
る
礎
石
と
し
て
の
猫
自
な
意
義
は
、
巌
密
な
意
味
で
は
失
わ
れ
る
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

「
精
鉱
現
象
學
」
・
「
論
理
學
」
を
め
ぐ
る
以
上
の
如
き
問
題
勲
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
。
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
精
紳
現
象
學
」
に
於

て
、
廣
義
に
於
け
る
理
性
の
立
場
に
關
し
て
優
れ
た
藩
邸
を
果
し
、
そ
こ
に
根
源
的
な
一
つ
の
立
場
、
即
ち
思
辮
的
理
性
の
立
場
を
開
い

た
こ
と
は
卓
越
し
た
業
績
で
あ
る
が
，
そ
の
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
爾
上
述
の
如
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
封

ず
る
一
層
立
入
つ
た
考
察
は
．
後
の
機
會
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
本
論
文
の
主
題
に
關
癒
す
る
縁
り
で
、
こ
の
問
題
に
封
ず
る
我
々
の

見
解
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。



761

　
郎
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
発
て
上
灘
の
如
き
問
題
が
生
じ
來
る
の
は
、
そ
の
全
騰
系
の
基
礎
の
立
場
た
る
思
緋
的
理
性
の
立
場
（
絶
封
知
の
立

場
）
が
、
へ
…
ゲ
ル
の
示
す
「
精
細
現
象
學
」
↓
「
論
理
學
」
と
い
う
二
部
門
の
順
序
が
端
的
に
明
ら
か
に
す
る
如
く
、
又
先
蓮
の
「
精

神
現
象
學
」
の
構
遊
が
示
す
如
く
、
根
本
的
に
云
っ
て
、
霞
然
的
意
識
か
ら
段
階
的
に
究
極
の
立
場
と
し
て
め
ざ
さ
れ
る
立
場
と
し
て
あ

り
、
又
そ
れ
が
や
は
り
理
性
の
立
場
と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
爾
低
次
の
段
階
と
し
て
の
詣
然
的
無
識
の
立
場
か
ら
の
蓮
毒
性
を
残

し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
從
っ
て
そ
の
究
極
の
立
場
た
る
冊
封
知
の
立
場
は
、
主
膿
と
し
て
の
意
識
が
争
点
と
し
て
の
封

象
に
没
入
し
、
己
を
全
く
否
定
し
て
而
も
却
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
…
八
重
を
潰
に
己
の
内
容
と
し
、
薪
た
な
る
主
膿
と
し
て
甦
る
と
い

う
道
程
の
最
後
に
糖
か
れ
る
立
場
と
し
て
、
主
客
の
分
裂
を
根
本
的
に
止
揚
す
る
立
場
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
寧
ろ
始
め
か
ら
主
髄
と
し

て
の
統
一
性
を
そ
の
根
撫
に
止
め
て
い
る
立
場
と
し
て
あ
り
．
そ
れ
故
に
藁
の
意
味
で
そ
こ
で
の
霞
己
否
定
を
盛
行
す
る
も
の
で
は
あ
り

得
な
い
。
そ
こ
に
「
精
紳
現
象
學
」
の
成
立
に
係
る
先
蓮
の
如
き
問
題
が
生
じ
詣
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
㌦
る
困
難
を
避
け
る
爲
に

は
、
寧
ろ
「
精
紳
現
象
學
」
自
身
が
、
そ
の
叙
述
を
成
立
せ
し
め
る
立
場
を
根
底
に
開
く
こ
と
を
方
法
論
的
に
自
無
し
、
而
も
そ
の
根
概

の
立
場
が
、
理
性
の
立
場
を
も
更
に
一
歩
超
え
る
一
蓋
根
源
的
な
立
場
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
邸
ち
意
識
の
自
己
克

服
の
道
程
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
の
成
立
す
る
そ
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
道
程
そ
の
も
の
を
根
源
的
に
超
え
る
立
場
が
、
そ
の
道
程
の
成

立
を
支
え
る
立
場
と
し
て
関
か
れ
、
而
も
そ
の
立
場
が
、
道
程
の
最
後
に
饗
淫
さ
れ
る
立
場
と
し
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
道
程
に
棄
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ツ
へ

自
己
を
實
現
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
て
始
め
て
事
柄
そ
の
も
の
と
し
て
の
意
識
の
自
己
克
服
の
道
程

を
叙
籍
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
又
各
段
階
…
に
於
け
る
意
識
の
自
己
否
定
が
農
の
否
定
と
し
て
現
前
し
、
且
そ
の
進
展
の
必
然
性
が
成

立
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
か
＼
る
結
論
を
導
く
爲
に
は
、
よ
り
綿
密
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論
の
検
討
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
後
に
親
鷲
に
於
け
る
第
十
八
願
の
立
場
の
解
明
に
驕
速
し
て
、
再
び
こ
の
問
題
に
罷
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら

こ
＼
で
は
一
慮
以
上
の
如
く
我
々
の
見
解
を
示
す
に
止
め
る
こ
と
に
す
る
。

信
樂
の
論
理

四
三
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哲
墨
・
研
究
　
　
暇
暇
蒼
六
十
七
騨
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匹
四

　
へ
…
ゲ
ル
の
「
精
神
現
象
學
」
を
め
ぐ
る
問
題
黙
を
以
上
述
べ
た
如
く
理
解
す
る
時
、
我
々
が
先
に
「
三
審
轄
入
」
を
め
ぐ
っ
て
、
そ

の
宗
教
的
煎
種
の
現
象
學
と
し
て
の
論
理
構
造
を
認
め
つ
㌧
も
、
爾
そ
こ
に
同
時
に
一
層
深
い
局
颪
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

考
え
た
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
コ
轟
願
西
入
」
を
、
第
十
九
願
。
第
二
十
願
の
立
場
に
於
け
る
宗
教
的
藍
鼠

の
、
そ
の
都
度
に
於
け
る
自
己
矛
盾
の
自
画
を
遇
し
て
の
第
十
八
願
の
立
場
へ
の
超
越
を
跡
付
け
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
第

十
八
願
の
立
場
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
露
霜
的
理
性
の
立
場
の
如
く
、
根
本
的
に
云
っ
て
現
象
學
と
し
て
の
コ
瓢
願
轄
入
」
の
成
立
の

場
を
開
く
立
場
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
又
そ
こ
で
は
、
「
浮
土
藁
實
」
・
「
方
便
髭
記
し
の
閣
係
に
於
て
、
「
論
理
敵
し
・
「
精
紳
現
象
學
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
驕
係
に
於
て
生
じ
た
如
き
問
題
が
生
じ
祀
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
第
十
八
願
の
立
場
は
、
後
に
明
ら
か
に
す
る
如
く
、
本
來
直
接
的
宗

教
的
精
紳
の
段
階
た
る
第
十
九
顯
の
立
場
、
及
び
第
二
十
願
の
立
場
か
ら
重
心
さ
れ
る
立
場
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
あ
く
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

か
＼
る
立
場
を
根
源
的
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
立
場
に
蓋
し
無
縁
に
超
在
す
る
の
で
は
な
く
、

却
っ
て
こ
れ
ら
の
立
場
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
は
第
十
九
願
。
第
二
十
願
。
第
十
八
願
と
い
う
韓
入
の
道
程
の
叙
蓮
を
可
能
に
す

る
立
場
と
し
て
あ
る
。
即
ち
第
十
八
願
の
立
場
は
、
「
方
便
化
身
土
巻
」
に
於
て
は
、
「
三
願
蕪
骨
」
の
道
程
の
最
後
の
到
蓬
黙
と
し
て
あ

る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
積
極
的
に
そ
の
道
程
成
立
の
場
を
開
く
立
場
と
し
て
あ
り
、
か
く
こ
の
道
程
成
立
の
根
抵
に
豫
想
さ
れ
て
い
る
と

岡
時
に
、
そ
こ
で
己
を
方
便
的
に
實
現
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
コ
ニ
願
韓
入
」
は
、
宗
教
的

精
騨
の
現
象
學
を
め
ぐ
る
一
つ
の
根
源
的
な
理
解
を
、
我
々
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
で

あ
る
か
。
我
々
は
更
に
考
察
を
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
（
王
）
　
訟
。
σ
q
6
ご
憎
7
似
郎
。
彦
窪
。
剛
。
σ
q
δ
傷
＄
O
o
叢
窪
》
螢
巴
鉱
欝
瓢
σ
q
参
照
。

　
（
2
）
　
韻
。
σ
q
o
ご
≦
謬
。
湊
。
冨
津
住
窪
び
。
σ
q
凶
ぎ
鰹
凱
σ
剛
婁
昌
σ
q
の
項
及
び
O
臼
》
挿
智
鵠
σ
q
薄
霧
≦
腕
ω
器
昌
。
。
0
7
臨
け
の
項
参
照
。
一
々
の
引
用
の
煩
を
避
け
て

　
　
　
　
こ
こ
で
は
要
黙
を
摘
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
（
3
）
　
我
々
は
こ
こ
で
は
主
と
し
て
「
論
理
學
」
と
の
蘭
係
に
於
て
「
精
興
現
象
學
」
の
問
題
黙
を
諭
じ
た
が
、
先
掲
武
内
氏
の
論
文
「
教
行
信
謹
に

　
　
　
　
於
け
る
教
の
概
念
」
（
「
哲
學
研
究
」
第
三
蕊
○
號
三
八
頁
）
に
於
て
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
研
論
を
顧
慮
し
つ
つ
「
精
紳
現
象
學
」
の
方
法



（
4
）

（
5
）

（
6
）

論
の
逆
撃
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
は
り
意
識
の
自
認
的
向
上
に
於
け
る
連
奏
性
を
考
え
る
黙
に
あ
る
と
さ
れ
て
居
り
、
こ
れ

に
悲
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
…
ル
に
於
て
は
、
宗
数
的
生
の
諸
段
階
が
、
意
識
の
経
歴
す
る
諸
段
階
と
し
て
よ
り
は
寧
ろ
類
型
と
し
て
考
察
さ
れ
、

從
っ
て
諾
類
型
間
の
非
難
雪
裏
が
滋
張
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
こ
と
か
ら
更
に
翼
の
現
象
學
が
成
立
す
る
爲
に
は
、
一
方

で
は
意
識
を
絶
封
へ
導
く
自
警
的
向
上
の
連
纏
性
が
、
他
方
で
は
繕
触
知
と
網
封
知
の
噺
絶
性
が
、
岡
時
に
二
つ
な
が
ら
必
要
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
き
れ
、
そ
の
要
求
を
満
す
も
の
と
し
て
「
三
頽
韓
入
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
師
ち
「
一
二
願
縛
入
」
は
第
二
十
願
の
媒
餅
と
し
て
の
特
殊

な
媒
介
作
稲
に
よ
り
、
宗
教
的
戯
理
の
趨
越
性
の
主
張
と
、
慧
識
の
欝
畳
的
向
上
骸
展
の
精
紳
現
象
學
的
要
求
と
を
多
時
に
満
足
せ
し
め
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
間
題
提
趨
を
糠
干
す
る
と
共
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
見
解
の
意
義
を
十
分
認
め
る
の
で
あ
る

が
、
唯
第
ご
十
願
の
立
場
の
理
解
に
幸
し
て
必
ず
し
も
岡
署
し
得
ぬ
と
こ
ろ
を
見
出
す
。
そ
し
て
「
三
願
望
入
」
の
論
理
構
造
の
理
解
も
、
そ

れ
に
俘
っ
て
梢
異
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。

「
精
紳
環
象
學
」
を
め
ぐ
る
こ
こ
に
承
し
た
如
き
理
解
に
つ
い
て
、
大
き
な
示
唆
を
與
え
る
も
の
は
頴
。
一
二
σ
q
σ
壁
禽
ご
如
◎
蟹
ぎ
σ
q
。
、
、
所
牧
瓢
。
σ
q
駐

ゆ
。
駁
識
霧
伽
臼
翻
吋
贈
腎
¢
昌
◎
q
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
機
會
に
論
じ
た
い
。

郎
ち
こ
こ
で
は
、
　
「
方
便
化
土
」
を
「
浄
土
属
賢
」
に
封
ず
る
龍
提
と
考
え
、
方
便
化
身
土
建
に
於
け
る
宗
教
的
精
紳
の
自
畳
向
上
の
道
程
を

必
然
的
な
る
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
第
十
九
譲
・
第
二
十
顕
の
精
紳
は
、
あ
く
迄
第
十
八
願
へ
の
向
上
を
爆
指
す
立
場
と
し
て
あ
り
、

從
っ
て
逆
に
云
え
ば
第
十
八
顯
の
糟
紳
は
、
第
十
九
願
。
第
二
十
顎
の
立
場
と
の
封
置
性
を
脱
し
得
な
い
。
又
そ
の
故
に
第
十
八
願
の
立
場
か

ら
の
廻
光
返
照
と
い
う
こ
と
も
成
立
し
得
な
い
。
然
る
に
他
面
第
十
八
願
の
立
場
が
、
あ
く
迄
第
十
九
願
。
第
一
　
十
願
の
立
場
と
斯
絶
的
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
第
十
九
顯
・
第
二
十
願
の
精
紳
が
如
何
に
し
て
第
十
八
願
の
立
場
へ
高
ま
る
か
、
部
ち
そ
の
輔
入
の
必
然
性
が
明
ら
か

と
な
ら
な
い
。
そ
し
て
又
「
浮
土
工
賢
」
は
「
方
便
押
土
」
に
封
し
て
唯
超
越
的
な
る
立
場
と
し
て
あ
る
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
稿
を
あ
ら
た
に
し
て
論
じ
た
い
が
、
唯
第
十
八
願
の
立
場
の
本
質
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
宗
数
研
究
」
第
一
五

六
號
掲
載
拙
論
「
信
樂
の
立
場
」
に
於
て
若
干
強
べ
て
い
る
。
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society　ex玉sts　as　rea11ty，　the　p漁ciples・f　Marxism　have　bec・瓢e　the

of　positive　science，　not　a　mere　postulate　of　philosophy．

　　Accordingly，　dlalectics　has　been　obllged　to　give　up　its　old　form

重ake　scie簸t1丘。　method　as玉t　is　now　do圭119．

objects

and　to

◎聡蝕恥癬of“Sktw－gy6”（信樂）

by　Yoshikazu　lshida

　　Shinran，　one　of出e　most　outstanding　figures　in　Japanese　Jy6doky6，　G畢土

tw），　displayed　a　religious　logic　of　his　own．　lt　is　neither　rationalistic　nor　so－

called　dialect1c　logic，　but　is　reli．crio－exlstential　logic，　the　foundation　of　which

we　should　find　in　the　Buddhlstic　way　of　thinlcin．cr．

　　The　originality　of　his　logic　is　to　be　pereeived　in　his　initial　worl〈　“Ky6－gy6－

sh三山一sh6”　（教行信謹），　especia］1y童n£erms◎f　the　px◎圭）1e憩of‘‘San－gan－ten－ny食，’

（三願平入）．“San－gan－ten－nyti”des19簸ates　the　spiri撫a夏processes　by　means◎f

which　our　spiritual　life　wll｝　be　exalted　to　the　ultlmate　relig1ous　stage．　We’ve

learned　such　a　problem　ls　studied　in　Hegel’s　“Phanomenologie　des　Geistes．”

“San－gan－ten－nyfi”　can　be　said　to　have　the　phemomenological　construction　in

that　it　represents　the　processes　in　which　the　splrit　will　be　exalted　froin　the

immediate　sta．cre　to　the　u｝eimate　stage．

　　1｛owever，　Hegei　seeins　to　understand　this　spiritual　exaltatlon　te　be　con－

tinuous　and　neglects　the　explanatioR　on　the　moment　of　incontinuity　of　religious

spirit．　“San－gan－ten－nyft”　is　the　way　of　grasping　the　exaltatlon　of　spirit　logically

in　view　ef　the　moment　of　incontlnuity，　considering　the　processes　of　exaltation

on　the　basis　of　the　ultimate　stage．

　　This　logic　is　re阻a癒ably　character三stic　as　the　Buddhistic　logic，　a難d　here

we　want　to　distlngulsli　the　essence　ane　the　orl．ainality　of　Shinran’s　religious

thinking　throu．ah　the　study　of　this　logic．
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