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イ
ン
ド
密
教
の
思
想
史
的
展
開
と
そ
の
諸
原
理

津

田

巽

一、

は
じ
め
に

わ
れ
わ
れ
が
捧
想
す
る
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
全
体
像
(
函

I
)
に
お
い
て
、
純
然
た
る
密
教
と
し
て
の
@
「
初
会
金
問
頂
経
』

(
宮
、
S
E
5
b
h
Q
Z
i
E立
5
8
志
向
、
S
G
I
Eミ
s
w
「
一
切
如
来
真
実
摂
経
円
以
後
、
こ
れ
を
「
金
副
頭
経
』
と
略
称
し
、
あ
る

い
は
略
号
ミ

j

日
切
で
示
す
こ
と
が
あ
る
)
か
ら
、
そ
の
「
純
然
た
る
密
教
」
の
論
理
に
従
っ
て
(
し
た
が
っ
て
同
図
の
⑤
か
ら
真
重

ぐ
下
に
向
っ
て
)
「
タ
ン
ト
ラ
仏
教
の
完
成
態
」
を
な
す
②
「
ヘ

1
ヴ
ア
ジ
ュ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」
(
同
S
Q
K
S
i
芯
ミ
3
・
略
号
民
て
)

に
到
る
イ
ン
ド
密
教
思
想
史
の
展
開
の
途
上
に
は
、
そ
の
叙
述
を
必
要
と
す
る
少
く
と
も
二
つ
の
顕
著
な
体
系
が
存
在
す
る
。
そ
れ

7
1
ヤ
l

ぞ
れ
「
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
」

(
G
Sハ
還
さ
さ
と
Qiさ
お
件
、
p
略
号
。
匂
)
と
「
幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」
(
匂
号
c
Sミ
乱
含
ー

ささ、
εohQithNEお
き
白
河

b
i
g忌
5
3
1
E
P件、
P
略
号
ミ
∞
)
の
体
系
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
先
行
す
る
諸
板
、
こ
と
に
本
『
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
研
究
紀
要
」
第
二
号
(
一
九
九
九
年
三
月
)

に
お
け
る

、円，

E

C丘
小
川
区
包
司

2
5
9
t
c
H
H
O
H戸
門
戸
宮
内
向

0
3
5
5
2
0同

F
O
R
P
2
2
〉

2
0
5
Z
1
(
吉
芝
295mF-mw)w
き
日
ロ
け
の
m19江
OH戸
C
内

什F
O
G
S
υ
§
8
5
ε
.
Q
!
件
。
三
三
宮
什
0
5。
同
泣
け

0ミ

0向
、
吋
き
可
貯
の

M
Y
H
E
E∞
B
E
F
E
P
(
以
後
、
。
~
守
防
入
山
と
い
う
略
号
で
示

す
)
に
お
い
て
「
、
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
」

の
原
典
そ
れ
自
体
に
従
っ
て
そ
の
マ
ン
ダ
ラ
の
講
或

2
2
5
三
ZHf
諸
尊
の
配
量
)
を

思
際
仏
教
学
大
学
競
大
学
硬
究
紀
要
第
三
号

平
成
十
二
年
三
月
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回
復
し
、
従
来
専
ら
そ
れ
が
む
匂
の
マ
ン
ダ
ラ
で
あ
る
と
し
て
信
受
さ
れ
て
き
た
龍
猛

(
Z
Z
Pさ
59)
の
造
と
さ
れ
る
「
略
集
次

第
」
(
勺
守
山
凶
器

3
5
Q
1
&円

S
S
F
略
号
、
民
)
に
お
け
る
〈
秘
密
集
会
マ
ン
ダ
ラ
〉

(
O旬
、
民
L
P
H
)
-
H
N
P
¥
釘
-
C
)

と
は
大
い
に
異

な
る
そ
れ
(
胃
、
日
γ
H
N
∞唱
h
h
・
F

)

を
む
匂
成
立
の
根
底
に
実
在
し
た
と
わ
れ
わ
れ
が
想
議
す
る
と
こ
ろ
の
〈
原
秘
密
集
会
〉

(

E

O

三
笠
己
主
語
号
2
2
2
5
E
u
-
-
w
)
に
お
け
る
男
女
の
密
教
徒
た
ち
の
タ
ン
ト
ラ
的
・
左
道
密
教
的
犠
札
の
実
際
を
反
映
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
晃
散
し
、
(
彼
ら
密
教
徒
の
半
ぜ
意
識
下
に
お
い
て
)
同
一
の
「
密
教
の
論
理
」
に
撃
貯
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に

お
け
る
そ
の
形
態
と
そ
の
上
に
実
鼓
さ
れ
る
彼
ら
・
彼
女
ら
の
タ
ン
ト
ラ
的
な
犠
札
の
必
然
性
を
検
討
し
た
。
本
稿
は
そ
れ
を
承
け

て
、
同
様
の
趣
旨
に
お
い
て
C
切
に
後
続
す
る
体
系
と
し
て
の
「
幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」
の
思
想
史
的
な
叙
述
を
行
な
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
』
(
ミ
出
)
と
い
う
一
つ
の
体
系
の
「
思
想
史
的
な
叙
述
を
行
な
お
う
と
す

る
」
と
は
、
現
実
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
ミ
出
と
い
う
一
つ
の
体
系
を
構
成
要
素

の
一
つ
と
し
て
す
で
に
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
〈
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
全
体
像
〉
の
中
に
改
め
て
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
、
と
い
う

循
環
論
的
な
作
業
の
も
の
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ミ
討
の
体
系
を
叙
述
す
る
に
当
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
循
環

論
的
に
先
行
し
て
、
そ
の
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
展
開
の
過
程
を
、
そ
れ
を
か
く
展
開
せ
し
め
た
内
発
的
な
原
理
な
い
し
動
医
と
、

そ
の
震
関
の
過
担
任
の
全
体
が
結
果
的
に
示
す
そ
の
像
の
意
味
と
に
お
い
て
提
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

わ
れ
わ
れ
は
先
ず
上
に
提
示
し
た
国
Z
に
戻
り
、
本
論
に
お
け
る
ミ
討
の
叙
述
を
導
ぐ
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
③
i

③
の
〈
ゴ
!
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら
展
開
し
て
或
る
規
期
的
な
動
性
に
従
っ
て
必
然
的
に
ミ
出
へ
と
至
る
〈
イ
ン
ド
仏
教
思

想
史
〉
の
そ
の
震
関
の
過
程
を
、
そ
の
思
想
的
な
原
理
に
お
い
て
素
描
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
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二
、
マ
ン
ダ
ラ
解
読
の
た
め
の
先
行
的
な
概
念
枠
と
し
て
の
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お
け
る

H

世
界
H

の
観
念

上
の
図

I
に
お
い
て
、
〈
ゴ

l
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
は
同
一
の
垂
隷
の
上
に
、
す
な
わ
ち
〈
現
法
的
交
行
の
中
心
軸
〉
の
上

に
③
i
③
と
し
て
一
不
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
、
本
来
、
〈
ゴ
J
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら
思
想
史
的
に

震
関
す
る
筈
が
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
々
が
藍
史
上
の
人
・
ゴ

l
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
I
ル
タ
を

プ
ッ
ダ
・
無
上
正
等
覚
者
で
あ
る
と
語
解
す
る
以
上
(
そ
う
信
解
す
る
者
が
仏
教
徒
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
)
、
彼
ゴ

i
タ
マ
が
覚
っ

た
筈
の
真
理
は
唯
一
無
上
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
発
展
・
進
歩
す
る
余
地
は
な
く
、
ま
た
そ
の
莫
理
に
も
と
づ
い
て
彼
が
わ
れ
わ
れ
入

ぎ
子
つ

間
に
教
え
る
実
践
(
行
)
の
形
惑
も
、
そ
の
真
理
の
保
有
す
る
(
人
需
の
生
に
対
す
る
)
規
定
性
の
最
高
形
態
に
お
い
て
唯
一
で
あ

り
、
地
の
も
の
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
人
間
ゴ

i
タ
マ
は
い
か
な
る
体
験
に
お
い
て
、
ま
た
、
い
か
な
る
真
理
を
覚
っ

て
ブ
ッ
ダ
(
覚
者
)
と
な
っ
た
の
か
。
一
見
仏
教
学
の
終
極
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
も
患
わ
れ
る
こ
の
間
い
に
対
す
る

答
え
は
、
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
の
最
初
に
明
確
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
辻
い
う
ま
で
も
な
く
四
禅
三
明
と
い
う
と
き
の

さ
ん
み
ょ
う

そ
の
三
明
、
す
な
わ
ち
、
初
夜
・
憶
宿
命
智
、
中
夜
・
衆
生
生
死
智
、
そ
し
て
後
夜
・
漏
尽
智
の
三
智
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
ゴ

1
タ
マ
は
そ
の
夜
、
い
わ
ゆ
る
神
話
論
的
な
表
現
に
お
い
て
降
魔
と
称
さ
れ
る
或
る
経
験
を
経
た
の
ち
、
お
も
む

ろ
に
禅
定
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
究
極
の
境
地
(
第
四
禅
の
、
と
い
う
よ
り
も
、
多
分
そ
れ
を
超
え
た
何
ら
か
の
合
一
の
境
地
)

に
お
い
て
、
彼
の
心
に
ま
ず
憶
宿
命
智
が
顕
わ
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
(
パ

i
リ
中
部
「
需
骸
経
」
等
)
に
お
い
て
、

彼
が
援
の
現
在
の
生
か
ら
過
去
に
遡
っ
て
「
麓
々
成
壊
劫
」
を
尽
し
て
の
彼
自
身
の
輪
廻
の
生
の
連
鎮
の
生
の
総
体
を
「
具
さ
に
」

観
見
し
た
、
と
い
う
鷺
く
べ
き
体
験
と
し
て
画
定
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
中
夜
に
お
い
て
彼
に
衆
生
生
死
智
が
顕
わ
れ
る
が
、
そ
れ

は
彼
自
身
の
そ
れ
と
同
様
の
、
ほ
と
ん
ど
無
始
時
来
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
遠
大
な
輪
廼
の
生
の
達
鎮
が
一
切
衆
生
の
そ
れ
ぞ
れ



の
生
の
背
後
に
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ゴ

i
タ
マ
の
覚
り
の
体
験
に
お
い
て
彼
の
眼
前
に
同
時
的
(
包
2
c
E
S江
市

内

)

現
成
し
た
そ
れ
ら
一
切
衆
生
の
一
切
の
生
の
総
体
こ
そ
が
、
覚
れ
る
ゴ

l
タ
マ
、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
人
類
の
歴
史
上
は
じ

め
て
観
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
根
源
的
な
存
在
相
に
お
け
る
実
在
世
界
の
観
念
を
示
す
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ

自
身
の
仏
教
学
的
思
考
の
基
盤
を
形
成
す
る
(
こ
の
か
世
界
。
の
観
念
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
、
仏
教
学
の
思
考
は
遂
行
さ
れ
得

な
い
)
の
で
あ
号
、
現
に
わ
れ
わ
れ
の
密
教
思
想
史
を
形
成
す
る
各
体
系
に
お
い
て
そ
れ
ら
各
自
の
マ
ン
ダ
ラ
の
展
開
は
一
貫
し
て

こ
の

H

世
界
α

の
観
念
枠
を
守
り
つ
つ
、
そ
の
内
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
人
間
の
遠
近
法
的
な
視
位
の
制
約
を
超
え
た
超
越
の
高
み
に
立
っ
て

の
総
体
を
観
見
し
つ
つ
あ
る
ゴ

i
タ
マ
に
、

の
存
在
の
真
理
は
昌
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
が
後
夜
・
漏
尽
智
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四

諦
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
万
世
界
α

内
に
輪
廻
の
連
鎖
と
し
て
存
在
す
る
人
間
の
生
は
、
覚
れ
る
ゴ
:
タ
マ
の
そ
の
視
位
か
ら

す
る
な
ら
ば
、
畢
寛
「
無
意
義
」
(
「
大
日
経
』
「
住
心
ロ
札
出
な
る
苦
に
他
な
ら
な
い
(
苦
諦
)
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
輪
建
的

人
間
の
生
の
本
質
が
渇
愛
な
い
し
無
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
集
諦
)
。

渇
愛

(
S
5
P
守
主
的
問
)
と
は
、
ブ
ッ
ダ
自
身
が
そ
れ
に
与
え
た
定
義
に
よ
る
な
ら
ば
、
人
間
に
「
後
有
を
鷲
ら
し
、
喜
貧
倶
行

に
し
て
随
所
に
歓
喜
」
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
「
欲
愛
・
有
愛
・
無
有
定
」
(
可
身

S

S
ち
m
窓口
o
σ
F
E
E
Z
E
-品問
2
9
F
9
2
g

g
守
主
主
忌

σFFSH-E邑
・
:
:
:
}
品
百
三
き

yhP59ぐ
主
主

}HhFi~)}HmwgS5p
「
律
義
」
「
マ
ハ

i
ヴ
ア
ツ
ガ
」
、
略
号
ミ
ヌ
∞
・

∞C
)

、
す
な
わ
ち
倍
々
の
人
間
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
内
属
す
る
い
わ
ば
人
間
の
個
体
性
の
原
理
で
あ
る
と
と
も
に
、

全
人
間
の
輪
廼
的
生
の
総
体
(
前
出
の
「
衆
生
生
死
」
の
総
体
と
し
て
の
か
世
界
。
)
を
そ
の
根
抵
に
あ
っ
て
支
え
る
唯
一
に
し
て

ザ

イ

ン

全
誌
な
る
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
根
源
的
な
、
い
わ
ば
宇
宙
編
在
的
な
エ
ロ
ー
ス

(FP59)
的
衝
動

(
「
欲
愛
」

55mwzgロ
FP)
と
し
て
の
そ
れ
が
自
己
限
定
的
に
倍
々
の
人
間
の
生
の
上
に
欲
望
充
足
へ
の
傾
向
性
と
そ
の
充
足
に
お

け
る
喜
び
と
し
て
現
勢
化
し
て
い
る
(
「
喜
貧
倶
行
」
)
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
障
を
断
え
ま
な
く
眼
前
の
欲
望
の
対
象
へ
と
志
向
せ

万
世
界
u

そ
の

か
世
界
u

幻
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)
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)
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し
め
(
「
随
処
に
歓
喜
」
せ
し
め
て
人
間
の
生
を
生
存
(
「
有
」
芸
ミ
m
w
)

と
そ
の
反
対
で
あ
る
生
存
否
定
(
「
無
有
」

i
5
9
5
)

の
方
向
に
向
っ
て
駆
り
立
て
、
か
く
て
人
間
を
永
遠
に
苦
な
る
か
世
界
。
の
中
に
輪
廻
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
上
に
こ
の
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
と
し
て
の
渇
愛
と
存
在
論
的
に
同
レ
ヴ
ェ
ル
に
置
か
る
べ
き
も
の
と
し

て
「
無
明
」
と
い
う
概
念
を
掲
げ
た
の
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
〈
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
〉
の
出
発
点
を
な
す
@
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ツ

ダ
の
宗
教
〉
の
み
な
ら
ず
、
こ
と
に
タ
ン
ト
ラ
仏
教
の
各
体
系
(
⑤
i
@
)
の
思
想
を
そ
れ
ぞ
れ
構
造
的
に
、
あ
る
い
は
内
実
的
に

画
定
す
る
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
統
一
的
な
、
そ
し
て
最
も
有
効
的
な
枠
組
み
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
因
み
に
無
明

z
i
-
-
P
ミ
広
志
)
と
は
、
和
辻
仏
教
学
が
そ
れ
を
そ
う
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
「
単
純
に
不
知

z
o
E
3
m
m
Sの
意
」
(
和
辻
哲
郎
「
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
二
三
四
百
九
)
な
の
で
辻
な
く
て
、
実
は
そ
の
「
不
知
」
の
領
域
に

お
け
る
渇
愛
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
の
場
面
に
お
い
て
い
う
な
ら
、
事
態
は
、
「
自
然
的
立
場
に
止
ま
る
限
り
無
明
は
自

覚
せ
ら
れ
ず
、
自
覚
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
無
明
は
な
い
」
(
問
、
二
三
六
百
ハ
)
と
い
う
こ
と
で
は
終
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
が
昌
己
の
無
明
を
無
明
で
あ
る
と
「
自
覚
す
る
」
(
そ
の
「
邑
覚
」

H
知
辻
必
ず
、
ブ
ッ
ダ
の
畠
覚
に
発
す
る
教
を
通
じ
て
与
え

ら
れ
る
)
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
恐
る
べ
き
渇
愛
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
実
存
の
本
質
そ
の
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
謀

議
に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
本
当
に
そ
の
自
ら
の
海
愛
を
克

間
減
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
同
じ
く
「
律
議
』
「
マ
ハ

l
ヴ
ア
ツ
ガ
」
(
ミ
て
)
に
お
け
る
減
請
の
定
義
に
い
う
が
如
く

そ
の
「
湯
愛
を
余
無
く
離
滅
し
棄
捨
し
定
棄
し
解
説
」
せ
ん
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
、
同
じ
く
道
請
に
い
う
如
く
出
家

し
て
一
生
を
自
処
に
「
正
見
、
正
思
、
正
語
、
正
業
、
正
命
、
正
精
進
、
正
念
、
正
定
」
な
る
入
正
道
を
行
ず
る
こ
と
、
こ
れ
ま
た

ブ
ッ
ダ
自
身
に
よ
る
よ
り
本
質
的
な
用
語
法
に
お
い
て
〈
現
法
的
党
行
〉
(
ミ

5
・
工
)
、
す
な
わ
ち
、

に
性
的
貞
潔
を
保
つ
こ
と
を
必
要
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

一
生
を
目
処
と
し
て
厳
格

こ
の
こ
と
は
そ
の
マ
ン
ダ
ラ
の
形
態
を
手
掛
か
り
に
イ
ン
ド
密
教
思
想
史
の
中
に
そ
れ
が
占
め
て
い
る
そ
の
位
震
に
お
け
る
「
幻



化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」
(
ミ
出
)
の
存
在
意
味
を
叙
述
し
よ
う
と
い
う
本
積
の
目
標
に
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
が
上
掲
の
和
辻
博
士
の
言
葉
に
い
う
「
自
然
的
立
場
」
を
出
で
て
そ
の
超
出
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る

と
き
の
そ
の
人
間
の
宗
教
的
な
生
の
構
造
を
画
定
し
て
い
る
知
と
行
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
補
足
を
し
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。
和
辻
仏
教
学
は
そ
の
知
は
教
に
よ
っ
て
無
時
間
的
に
与
え
ら
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
知
の
獲
得
に
お
い

て
能
事
が
経
る

(
E
S
F
}
s
s
t苫
B
)
の
で
な
く
て
、
そ
の
知
の
次
に
、
必
ず
そ
の
知
を
出
発
点
と
す
る
時
間
的
な
行
の
過
程

が
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
、
ひ
と
り
「
原
始
仏
教
」
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
の
全
体
的
な
「
実
践
哲
学
」
を
再
構
成
す

る
上
で
の
根
幹
を
な
す
べ
き
事
態
を
逸
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
根
本
的
な
問
題
点
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
和
辻
博
士

が
そ
の
知
の
み
の
立
場
か
ら

「
し
か
し
縁
起
の
逆
観
に
お
い
て
「
無
明
滅
す
れ
ば
行
減
す
」
と
い
う
滅
の
法
が
単
に
認
識
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
こ

の
認
識
が
そ
れ
自
身
無
明
の
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
区
別
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
明
の
滅
で
あ
る
た
め
に
は
こ
の
認
識

は
実
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
抽
象
的
に
知
る
の
で
は
な
く
具
体
的
に
知
る
す
な
わ
ち
体
得
す
る
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
バ
」
(
傍
点
需
田
)

と
言
い
、
そ
れ
を
禎
強
せ
ん
と
し
て
宇
井
伯
寿
博
士
の
「
真
に
知
る
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
成
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
を
引
く
と
き
、
こ
の
宇
井
博
士
の
言
葉
そ
れ
岳
体
は
多
分
正
し
い
(
少
く
と
も
間
違
い
と
は
い
え
な
い
)
。
し
か
し
、
そ
れ
が
宇

井
博
士
自
身
の
言
葉
で
(
和
辻
博
士
が
そ
れ
を
註
に
記
し
て
い
る
如
く
に
)
「
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
以
前
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
な
ど
で
、

ア
i
ト
マ
ン
ま
た
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
知
れ
ば
ア
ー
ト
マ
ン
ま
た
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
な
る
と
説
い
て
、
知
る
の
真
意
は
成
る
の
意
味
と
な

し
て
い
た
ご
と
く
、
イ
ン
ド
思
想
に
共
通
す
る
考
え
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
補
足
を
必
要
と
す
る
(
完
全
に

幻
北
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

ーと



幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

ノ宍、

は
正
し
く
な
い
)
。
す
な
わ
ち
、
類
型
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
バ
ラ
モ
ン
の
弟
子
は
そ
の
学
生
期
(
討
究
行
期
)

り
「
汝
は
そ
れ
で
あ
る
」
(
け
三
吉
9
5
2
F
)
、
あ
る
い
は
「
我
は
プ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」
(
岳
山
岳
可

S
B
r
B
-
)
と
い
う
真
理
命

題

(
E与
を
嬰
可
P
大
格
言
)
、
要
す
る
に
ロ
ゴ
ス
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
教
に
お
い
て
〈
わ
れ
(
時
ア
i
ト
マ
ン
)
は
ブ
ラ
フ
マ
ン

な
の
で
あ
る
〉
と
い
う
事
態
を
知
る
。
そ
の
弟
子
は
た
し
か
に
教
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
意
味
に
お
い
て
舞

時
間
的
に
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
成
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
或
る
意
味
に
お
い
て
、
確
か
に
プ
ラ
フ
マ
ン
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
態

辻
そ
こ
で
は
終
ら
な
い
。
彼
は
、
そ
の
す
で
に
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
成
っ
て
お
り
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
い
う
竃
接
法

F
ま
r
m
E
Z
的

事
態
か
ら
更
に
進
ん
で
家
住
期
に
入
り
、
林
住
期
を
経
て
遊
行
期
の
最
後
に
お
い
て
完
全
な
る
離
欲
に
お
い
て
そ
の
命
を
終
る
と
き
、

「
真
に
」
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
「
成
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
の
背
後
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
〈
開
放
系
の
命
薮
〉

B A 

〈し〈
汝か汝
はも はお
自ま 自手
ら ら
汝 汝
の の父 父

で・
な・

あ-る・
る・

Jミ・
L一一、..，/

き・
な
の
で
あ
る
'-/ 

に
引
き
寄
せ
て
い
う
ま
ら

の
終
り
に
師
よ

お
の
ず
か

〈
わ
れ
は
(
本
来
、
自
ら
)
ブ
ラ
フ
マ
ン
な
の
で
あ
る
〉

し
か
も
(
そ
う
と
知
っ
た
な
ら
)

み
ず
か

B
一
〈
わ
れ
は
(
自
ら
の
行
に
よ
っ
て
)
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
〉

A 



と
い
う
、
「
ブ
ッ
ダ
以
前
」
か
ら
一
貫
し
て
「
イ
ン
ド
思
想
」
に
「
共
通
」
す
る
一
つ
の
事
理
、
人
間
の
宗
教
的
実
在
の
構
造
を
支

配
し
て
い
る
、
逆
方
向
か
ら
い
う
な
ら
、
「
衆
生
生
死
」
の
、
苦
な
る
現
実
世
界
に
対
し
て
そ
の
〈
反
世
界
〉
と
で
も
い
う
べ
き
宗

教
的
世
界
(
仏
教
の
街
語
に
よ
る
な
ら
法
界
)
の
存
立
(
現
成
と
存
続
)
の
機
制
を
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉

ロ
ゴ
ス

の
正
当
な
意
味
に
お
汁
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的
な
事
理
(
事
態
の
論
理
)
が
、
そ
の
患
想
史
的
に
制
約
さ
れ
た
一
特
殊
惑
に
お
い
て

で
は
あ
る
が
、
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
知
と
行
と
い
う
こ
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
〈
弁
証
法
的
な
事

理
〉
が
、
勿
論
、
密
教
思
想
史
の
背
後
に
も
一
貫
し
て
存
在
し
、
各
体
系
(
図
I
の
③
、
③
、
②
、
@
)
に
お
い
て
次
々
に
呈
示
さ

れ
て
く
る
マ
ン
ダ
ラ
の
講
造
と
そ
の
内
実
と
を
そ
の
背
後
か
ら
翠
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
撃
討
と
辻
現
実
に
ど
の
よ

う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

辻
じ
め
に
一
つ
、
具
体
的
な
例
を
出
そ
う
。
こ
の
〈
弁
証
法
的
事
理
〉
は
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
に
お
い

て
も
、
事
態

2
9
0
Z
)
を
支
配
し
て
い
る
(
上
に
触
れ
た
〈
開
放
系
〉
の
原
理
は
仏
教
学
か
ら
開
放
さ
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
学
に
も

当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
)
O
R
-
プ
ル
ト
マ
ン
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
「
直
接
法
と
命
令
法
の
弁
証
法
的
な
関
係
」
で
あ
る
と
こ
ろ

の
そ
の
事
態
辻
、
「
ロ

l
マ
書
』
(
一
九
二
二
の
段
階
に
お
汁
る
K
・
バ
ル
ト
が
例
え
ば
「
お
前
が
キ
ワ
ス
ト
に
よ
っ
て
既
に
な
っ

た
も
の
に
な
れ
」
(
ゴ
デ
)
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
(
そ
の
神
の
認
識
E
恩
寵
に
お
い
て
)
「
亘
叙
法
は
全
く
自
動
的
に
命
令
法

と
な
る
」
と
い
う
と
き
、
あ
る
い
は
「
恩
寵
は
理
論
で
あ
る
と
共
に
本
来
ま
た
実
践
で
あ
り
、
理
会
で
あ
る
と
共
に
本
来
ま
た
行
為

で
あ
る
。
そ
れ
辻
車
叙
法
で
あ
る
と
共
に
、
絶
対
的
・
定
言
的
命
令
法
の
意
味
を
含
が
)
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
上
引
の

和
辻
博
士
の
言
葉
と
詞
じ
混
乱
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
学
(
己
兵
5
m与
野
)
と
い
う
制
約
か
ら
し
て

さ
ら
に
根
拠
の
位
層
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
そ
の
こ
と
が
根
抵
的
に
再
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
多
分
な
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
と

は
い
え
、
少
く
と
も
そ
の
方
向
と
し
て
は
正
し
く
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
〈
弁
証
法
的
事
理
〉
の
さ
ら
に
根
抵
の
栓
層
を
な
す
と
こ
ろ
の
根
拠
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

K
・
バ
ル
ト

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(
工
)
(
津
田
)

プL



幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

国
(
)

の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
、
キ
ワ
ス
ト
教
の
神
(
の
三
乙
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
神

(
C
0
2
)
と
い
う
課
拠
の
上
に
亘
接
法
と
命

令
法
の
同
一
と
い
う
キ
リ
ス
ト
者
の
そ
の
「
弁
証
法
的
」
実
存
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
実
は
そ
の
根
拠
の

方
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
母
え
ば
「
神
は
神
宮
身
に
対
応
す
る
」

(
Q
0
2
2
2
宝
o
E
丘
町
一
)
の
で
は
な
く
て
、
〈
神
は
人
間
と
対
応

す
る
〉
と
い
う
こ
と
、
「
神
と
人
間
と
法
相
互
に
相
手
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
(
均
三
含
三
巴
各

C
三け

g込
冨
S
2
F

E
o
E
Z
S
S
E
E
h
)
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
「
神
と
人
間
と
は
桔
互
に
相
手
を
必
要
と
し
て
い
る
」
か
か
み
か
と
い
う
こ
と
、

要
す
る
に
神

(
C
0
2
)

の
存
立
の
機
制
が
人
間
の
儲
か
ら
す
る
そ
の
神
に
対
す
る
知

(
1信
)
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
そ
の
知
と
と
も

に
行
(
実
践
、
動
き
か
け
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
(
直
接
法
と
命
令
法
と
は
単
に
「
本
来
」
的
に
同
一
で
あ

る
の
み
で
な
く
、
実
践
的
に
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
)
、
神

(
C
0
2
)

の
方
か
ら
い
う
な
ら
、
一
方
に
お
い

て
た
し
か
に
「
辻
じ
め
で
あ
号
、
途
中
で
あ
り
、
終
わ
れ
ソ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
本

で
あ
お
と
こ
ろ
の
、
後
出
の

質
に
お
い
て
同
時
に
そ
れ
ら
の
す
べ
て
」

(
K
・
バ
ル
ト
)

「
金
調
頂
経
」
(
め
3
4
h
)

の
言
葉
で
い
う

な
ら
ば
「
常
恒
に
し
て
三
世
の
三
味
部
に
住
す
る
」
(
怠
安
三
思
可
可
え

F
g
g
g
m
w
E
J
Q
2
m
s
S
F
S
F
E
R
-
5
F局
、
こ
れ
は
め
守
守
ぬ

の
マ
ン
ダ
ラ
、
す
な
わ
ち
「
金
剛
界
大
量
茶
羅
」
の
総
体
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
人
格
神
的
に
超
え
出
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ

る
万
有
在
神
論
匂
言
。
ロ
芸

3
5
5的
な
神
で
あ
る
法
身
毘
麗
遮
那
E
大
昆
麗
遮
那
玄
与
を
巳

5
0
9
5
の
存
在
笠
格
に
対
す
る
規
定

な
の
で
あ
る
が
・
:
:
・
)
と
こ
ろ
の
存
在
の
神
が
、
し
か
も
生
成
す
る
、
「
神
が
入
に
な
る
」
(
神
が
一
臣
的
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に

な
る
)
の
で
は
な
く
、
〈
人
間
が
不
断
に
そ
の
胃
一
の
神
へ
と
生
成
す
る
〉
、
再
び
仏
教
の
第
語
を
用
い
る
な
ら
「
ア
l
ラ
ヤ
的
」

に
生
成
す
る
(
そ
の
神
は
不
断
に
生
成
し
つ
つ
、
し
か
も
同
一
の
神
と
し
て
静
止
的
に
存
在
す
る
)
、
そ
の
様
な
意
味
に
お
け
る

「
生
成
の
神
」
(
言
語

E
S含
C
o
幻
)
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ワ
ス
ト
教
教
義
学
は

神

(
0
0
2
)
に
こ
の
よ
う
な
(
三
た
び
仏
教
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
空
的
な
)
存
在
性
格
を
認
め
る
こ
と
辻
で
き
な
い
。
で
あ
る

か
ら
、
彼
ら
は
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
「
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
」
の
そ
の
「
弁
証
法
的
」
性
格
を
さ
ら
に
掘
り
さ
げ
て
そ
れ
を



改
め
て
神
の
存
在
性
格
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
根
抵
的
に
把
握
し
葺
す
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
(
国
E
の
③
i
⑤
)
に
戻
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
の
「
根
抵
の
位
層
」
を
な
す
も
の
は

何
で
あ
る
の
か
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
(
ブ
ッ
ダ
の
四
諦
の
う
ち
の
)
集
誇
に
お
け
る
渇
愛
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
上
に
わ

れ
わ
れ
の
宗
教
的
な
生
の
「
弁
註
法
的
」
構
造
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
渇
愛
の
空
的
な
春
在
機
関
と
ほ
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、

ザ

イ

ン

と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
か
世
界
。
の
存
在
論
的
基
盤
と
し
て
唯
一
・
普
遍
の
〈
存
在
〉
で
あ
る
筈
の
渇
愛
が
、
そ
の
「
衆
生
生
死
」

的
長
一
界
。
の
内
に
存
在
す
る
無
数
の
入
障
の
う
ち
の
誰
か
一
人
が
そ
れ
を
(
ブ
ッ
ダ
の
教
詩
集
諦
に
従
っ
て
)
渇
愛
で
あ
る
と
知

り
、
さ
ら
に
そ
の
知
を
出
発
点
と
し
て
、
ま
さ
に
「
律
蔵
」
「
マ
ハ

i
ヴ
ア
ツ
ガ
」
に
い
う
ご
と
く
「
教
ふ
る
所
に
従
っ
て
」
(
ミ
六

∞・

-
N
J
E
J
E
)
現
法
に
党
行
を
「
行
ず
る
な
ら
ば
」
(
同
)
、
事
実
、
「
余
無
く
滅
す
る
」
(
ミ
六

0

・
8
)
の
だ
、
と
い
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
そ
の
一
人
の
入
に
よ
る
渇
愛
の
減
に
よ
っ
て
そ
の
上
に
存
立
し
て
い
る
こ
の
b
れ
わ
れ
自
身
の
現
実
世
界
も
滅
す
る
の

だ
、
と
い
う
こ
と
に
姐
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
人
間
か
ら
す
る
な
ら
、
蓋
し
信
じ
得
べ
か
ら
ざ
る
、
驚
く
べ
き
事
態
で
は
あ
る
。
事
実
、
そ
の
一
人
の
入
に
お

い
て
渇
愛
は
減
し
て
も
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
は
同
一
の
渇
愛
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
彼
に
お
い
て
滅
し
た
筈
の
同

一
の
か
世
界
。
は
依
熱
と
し
て
輪
廻
の
苦
と
い
う
そ
の
現
相
に
お
い
て
現
実
に
存
続
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
こ

そ
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
遠
近
法
的
能
約
を
超
え
た
プ
ッ
ダ
の
そ
の
超
越
的
な
視
位
(
そ
れ
は
後
出
の
〈
開
放
系
〉
の
見
方
に
お
い
て
、

そ
の
〈
開
放
系
の
神
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
プ
ル
シ
ャ
の
視
位
と
し
て
了
解
さ
れ
る
)
か
ら
す
る
な
ら
、
こ
の
現
実
世
界
(
ブ
ッ
ダ
ほ

そ
れ
を
「
衆
生
生
死
」
と
い
う
根
源
的
な
、
同
時
的
E
2
0
Yき
主
誌
な
存
在
相
に
お
い
て
観
た
わ
け
で
あ
る
が
)
の
存
立
(
い
や
、

存
立
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
滅
)
の
真
実
相
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
現
に
「
中
論
』
の
龍
携
も
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
た
る
「
観

四
諦
品
第
二
十
四
」
に
お
い
て
、
空
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
本
来
こ
の
事
態
を
こ
そ
晃
ょ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
(
た
だ
し
、

彼
は
そ
の
後
す
ぐ
に
、
有
名
な
三
諮
問
滑
に
お
い
て
「
空
と
は
(
諸
法
の
)
縁
起
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
直
し
、
仏
教
思
想
史
上
最

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)
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く外の法界〉

1m 

図1I:原マンダラとしてのく二重法界〉

大
の
逸
脱
へ
と
踏
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
:
:
:
)
、
こ
の
現
実
世
界
の
減
の

機
制
(
そ
れ
は
教
に
よ
る
渇
愛
の
認
識
5
知
と
、
一
行
に
よ
る
そ
の
無
余
の
滅
と
の
二

段
措
を
と
る
)
辻
、
逆
の
方
向
か
ら
見
る
な
ら
ば
同
時
に
、
そ
の
本
来
の
実
在
世
界

(
い
わ
ば
〈
原
世
界
〉
)
に
対
し
て
〈
反
世
界
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宗
教
的
世
界
、

仏
教
の
術
語
に
お
い
て
法
界
、
の
環
或
の
機
制
で
あ
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
渇

愛
と
い
う
同
一
の
実
体
に
対
し
て
重
ね
て
無
明
と
い
う
言
葉
を
用
い
よ
う
と
す
る
の

は
、
そ
れ
が
こ
の
法
界
の
環
成
の
機
制
な
い
し
は
構
造
を
画
定
す
る
上
で
(
混
愛
よ

り
も
)
復
利
で
あ
る
か
ら
に
勉
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
(
ブ
ッ
ダ
の
教
を
通
じ
て
)
「
無
明
を
無
明
で
あ
る
と

み
よ
、
ヲ

知
る
」
な
ら
、
こ
の
知
に
お
い
て
法
界
け
れ
〈
明
の
世
界
〉
は
無
時
間
に
現
成
す
る

み
よ
、
っ

(
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
〈
明
の
世
界
〉
に
入
る
)
(
メ
ル
ク
マ
ー
ル

b
)
、
そ
し
て
(
「
し

か
も
」
で
は
な
く
:
:
:
)
そ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
現
法
に
党
行
を
行
じ
て
(
そ

れ
が
な
ぜ
党
行
ぉ
性
行
為
を
し
な
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
)
に
お
い
て
論
じ
た
)
、
そ
れ
が
完
成
し
た
と
き
、
「
吾

(
宇
井
博
士
)
の
意
味
で
〈
明
の
世
界
〉
は
実
現
す
る
(
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
「
真
の
」

〈
明
の
世
界
〉
に
入
る
)
(
メ
ル
ク
マ
ー
ル

a)
の
で
あ
る
。
国
み
に
、
こ
の
「
そ

し
て
」
が
「
し
か
も
」
で
な
く
「
そ
し
て
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
、
そ

の
〈
明
の
世
界
〉
が
い
ま
だ
「
真
」
で
は
な
い
世
界
と
「
真
」
の
世
界
と
の
こ
段
権

え
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
世
界
内
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
実
存
が
い
ま
だ
完
全
な
意



味
に
お
け
る
〈
弁
証
法
的
〉
な
も
の
で
あ
り
得
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
完
全
な
意
味
に
お
い
て
〈
弁

ザ

イ

ン

証
法
的
〉
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
根
拠
の
位
層
」
を
な
す
も
の
が
単
に
〈
存
在
〉
で
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の

ザ

イ

ン

〈
存
在
〉
(
無
明
i
渇
愛
)
を
そ
の
身
体
性

2
2
Z
E民
)
じ
か
か
る
生
命

2
2
Z
Zロ
)
(
身
体
性
ト
生
併
で
な
く
:
:
:
)
と

す
る
と
こ
ろ
の
、
件
の
む
き

Sけ

F
S
E
2
0
Y
な
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
に
知
と
行
と
の
二
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
二

重
の
同
心
円
と
し
て
の
世
界
函
を
か
ね
て
よ
り
〈
二
重
法
界
〉
と
称
し
(
国
E
)
、
そ
れ
を
仏
教
の
思
想
と
い
う
も
の
を
そ
の
各
棒

系
に
お
い
て
再
把
握
す
る
た
め
の
万
能
の
下
敷
き
と
し
て
使
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
諸
マ
ン
ダ
ラ
構
造
を
比
較

検
討
す
る
際
に
も
、
そ
れ
が
い
わ
ば
マ
ン
ダ
ラ
の
原
捧
造
を
示
す
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
導
い
て
行
手
吉
な
の
で
あ
る
。

三
、
大
乗
仏
教
の
展
開
・
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
の
世
界
と
そ
の
内
に
お
け
る
実
存
の
弁
証
法
的
構
造
な
ら
び
に
そ
の
根
拠

わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
仏
教
学
に
お
い
て
、
仏
教
の
か
世
界
。
の
観
念
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
の
向
。
三
号

(
性
)
と
E
E
σ
号
(
数
)
の
規
射
に
従
っ
て
〈
中
性
単
数
の
舎
句
Bmw〉
と
し
て
指
示
し
(
舎
号
B
9
・
法
と
は
、
こ
の
場
合
最
も

一
般
的
に
存
在
者
宅

2
2の
意
味
で
あ
る
)
、
そ
れ
を
〈
中
性
単
数
の
舎
建
E
S
の
竪
接
南
方
向
の
再
極
講
造
〉
と
し
て
把
握
し
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
そ
の

M

世
界
。
ロ
ロ
〈
中
性
単
数
の
き
号
EmH〉
を
、
そ
の
内
実
を
な
す
〈
男
性
複
数
の

F9HEmp〉
(
そ
れ

は
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お
い
て
は
「
生
死
」
す
な
わ
ち
輪
廻
の
主
体
と
し
て
の
倍
々
の
衆
生
計
人
間
で
あ
り
、
次
に

論
ず
る
⑤
「
華
厳
」
の
体
系
で
は
利
他
行
nu
菩
護
行
な
い
し
法
そ
の
主
体
で
あ
る
摺
々
の
菩
護
で
あ
る
の
で
あ
る
が
:
:
:
)
と
そ
の

ザ

イ

ン

か
世
界
。
の
存
在
論
的
基
盤
を
な
す
、
い
わ
ば
〈
存
在
)
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
女
性
単
数
の
舎
建
5
9〉
と
の
上
下
の
両
極
に
分
樫

化
し
て
〈
中
性
単
数
の
害
問
5
9
の
男
性
複
数
の
舎
R
B
9と
女
性
単
数
の
舎
R
B
9と
の
竪
の
両
極
構
造
〉
と
し
、
さ
ら
に
こ
の

幻
化
サ
ン
ヴ
ア
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)
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〈
女
性
単
数
の
き
号
Bmw〉
を
〈
禁
明
と
明
と
の
横
の
需
極
構
造
〉
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
始
時
来
存
続
し
て

き
た
「
衆
生
生
死
」
の
世
界
の
本
賓
と
し
て
の
(
「
摩
詞
止
観
』
の
天
台
大
部
・
智
顎
の
的
確
な
把
握
に
お
い
て
「
拠
」
な
る
)
無

み
よ
、
7

明
試
す
で
に
護
説
し
た
如
く
そ
れ
を
無
明
で
あ
る
と
知
る
こ
と
(
メ
ル
ク
マ
i
ル
b
)
に
よ
っ
て
明
へ
と
転
じ
、
さ
ら
に
〈
現
法
的

み
ょ
う

党
行
〉
の
過
程
を
経
て
最
終
的
に
明
へ
と
転
じ
了
る
(
メ
ル
ク
マ
i
ル
ろ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
〈
女
性
多
数

の
舎
号
百
戸
の
無
明
と
明
と
の
再
極
構
造
〉
を
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
実
証
的
な
仏
教
学
(
〈
開
放
系
〉
と
い
う
視
野
が
関
か
れ
た
今
、

わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
そ
れ
を
〈
閉
鎖
系
〉
の
仏
教
学
と
し
て
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
が
)
の
最
終
的
な
(
そ
の
「
最
終
性
」
を
提
供

す
る
も
の
が
図
工
の
如
く
に
示
さ
れ
た
〈
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
有
意
味
的
な
全
体
像
〉
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
結
果
的
に
呈
示
し

ザ

イ

ン

て
く
る
と
こ
ろ
の
そ
の
意
味
な
の
で
あ
る
が
)
結
論
に
お
い
て
〈
ゴ

1
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お
け
る
〈
存
在
の
真
理
〉
と
し

ザ

イ

ン

・

・

み

よ

う

て
了
解
し
、
そ
し
て
こ
の
〈
存
在
の
真
理
〉
が
そ
の
〈
規
定
性
の
根
拠
〉
を
な
す
が
故
に
、
〈
現
法
的
発
行
〉
を
〈
明
の
世
界
〉
を

志
向
す
る
宗
教
的
な
人
間
の
〈
生
の
被
規
定
性
〉
と
し
て
唯
一
の
も
の
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
に

「
仏
教
は
本
来
思
想
史
的
に
展
開
す
る
筈
が
な
い
」
筈
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
理
由
な
の
で
あ
り
、
事
実
、
仏
教
は
或
る
時
点

(
図
工
の
⑤
)
ま
で
〈
現
法
的
党
行
〉
と
い
う
〈
ゴ
;
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
の
唯
一
絶
対
な
る
べ
き
〈
生
の
被
規
定
性
〉
を
守

り
つ
つ
、
(
函
I
に
お
け
る
)
〈
現
法
的
交
行
の
中
心
軸
〉
の
上
に
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
教
は
そ
こ
(
③
)
に
お
い
て
突
如
と
し
て

2
E
s
-に
そ
の
方
向
を
転
じ
、
〈
の
弓
EFos--ミ
の
稜
線
〉
を
越
え
て
そ
の

反
対
斜
面
に
大
乗
仏
教
と
し
て
の
自
己
を
定
立
す
る
。
す
な
わ
ち
@
「
華
厳
経
」
の
体
系
で
あ
る
。

こ
の
大
乗
仏
教
の
号
互
の
己
な
展
開
は
、
わ
れ
わ
れ
の
〈
閉
鎖
系
〉
の
仏
教
学
に
お
い
て
は
、
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
の

〈
現
法
的
党
行
〉
と
い
う
一
義
的
な
人
間
笠
否
定
(
ア
ン
チ
・
己
ユ

i
マ
ニ
ズ
ム
)
の
立
場
に
対
し
て
、
彼
ら
大
乗
の
誌
が
、
た
と

え
ブ
ツ
ダ
の
絶
対
命
令
(
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
も
し
汝
が
こ
の
輪
廼
の
苦
の
世
界
か
ら
解
説
す
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
」

と
い
う
俣
言
命
令
な
の
で
あ
る
が
:
:
:
)
に
反
し
て
で
も
、
何
と
か
し
て
自
ら
の
現
下
の
人
間
照
的
な
生
に
改
め
て
何
ら
か
の
意
義
を



見
出
し
た
い
と
い
う
人
馬
性
の
動
機
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

そ
の
大
乗
の
立
場
は
、
そ
の
前
提
に
一
つ
の
解
杭
(
記
グ
ジ
ャ

l
タ
カ
的
解
釈
〉
)
の
存
在
を
想
定
し
て
は
じ
め
て
導
出
さ
れ

る
。
彼
ら
辻
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
覚
り
の
根
本
体
験
に
お
い
て
そ
れ
を
具
さ
に
(
「
其
の
一
々
の
相
及
詳
細
な
状
況
と
鎮
に
」
忌
片
山
円
m
W
H
Y

S-豆
言
。
時
)
観
見
し
た
と
こ
ろ
の
ブ
ツ
ダ
自
身
の
「
宿
命
」
す
な
わ
ち
無
始
時
来
の
輪
廻
の
生
の
連
鎖
の
総
体
を
、
そ
の
倍
々

の
生
の
す
べ
て
(
そ
れ
を
ブ
ッ
ダ
自
身
は
畢
寛
無
意
義
な
る
苦
で
あ
っ
た
と
見
倣
し
た
わ
け
で
あ
る
が
)
に
お
い
て
、
そ
れ
を
ゴ

i

タ
マ
・
プ
ッ
ダ
が
現
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
プ
ッ
ダ
・
無
上
正
等
覚
者
と
な
る
た
め
の
必
須
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
っ
て
彼
ら
が
彼
ら
の
宗
教
理
想
を
ブ
ッ
ダ
が
そ
れ
を
こ
そ
彼
ら
に
教
示
し
た
浬
繋
か
ら
プ
ッ
ダ
自
身
が

達
成
し
た
菩
提
(
無
上
正
等
覚
)
へ
と
転
換
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
そ
の
生
の
本
質
を
、
渇
愛
の
必
然
と
し
て
の
「
随
所
に
歓
喜

す
る
」
欲
望
の
発
露
と
し
て
の
自
然
状
態
に
あ
る
人
間
の
そ
れ
か
ら
、
当
時
す
で
に
多
く
存
在
し
て
い
た
〈
ジ
ャ
!
タ
カ
物
語
り
〉

に
お
け
る
菩
薩
の
、
自
己
の
身
を
捨
て
て
他
者
の
救
済
を
計
ろ
う
と
す
る
菩
薩
行
へ
と
規
整
す
る
な
ら
ば
、
一
彼
ら
の
現
下
の
生
も
、

プ
ッ
ダ
の
「
宿
命
」
を
未
来
に
転
じ
た
か
た
ち
に
お
い
て
そ
の
遠
い
未
来
に
改
め
て
設
定
し
直
さ
れ
た
後
ら
自
身
の
理
想
た
る
菩
提

に
到
る
た
め
の
必
須
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
コ
マ
と
し
て
、
生
き
る
に
憧
す
る
も
の
と
し
て
、
い
や
、
績
極
的
に
生
き
切
ら
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
と
し
て
そ
の
意
義
を
再
び
確
保
さ
れ
得
る
道
理
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
大
乗
に
お
い
て
、
〈
明
の
世
界
〉
に
志
向
す
る
宗
教
的
人
間
の
「
実
在
」
の
本
賞
は
〈
ゴ

i
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
の
、

湯
愛
の
宇
宙
的
な
、
ア
i
ラ
ヤ
的
な
流
れ
に
悟
入
意
志
的
に
逆
行
せ
ん
と
す
る
(
「
世
流
に
逆
ら
う
」
恒
三
宮
o
g
m
u
E
r
b
hて・
?
H
)

党
行
か
ら
、
菩
提
を
志
求
す
る
、
す
な
わ
ち
菩
提
心
と
し
て
の
利
他
行
・
菩
薩
行
へ
と

R
E
o巳
に
転
換
し
、
ま
た
そ
の
世
界
も
、

禁
明
を
基
盤
と
す
る
「
衆
生
生
死
」
の
世
界
か
ら
菩
霊
行
の
世
界
へ
、
そ
の
理
念
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
た
『
華
厳
経
」
の
吊
語
に
お

い
て
出
9
5
S
E
σ
F
立
5
0
9ミ
ザ
E
富
島
色
白
(
こ
こ
で
は
じ
め
て
マ
ン
ダ
ラ
と
い
う
言
葉
が
仏
教
思
想
史
の
上
に
現
わ
れ
た
わ
け
で

マ
ン
ダ
ラ

あ
る
が
て
そ
の
同
義
語
に
お
い
て

g
コ
与
o
舎
2
9
2
4
9
3弓
P
1
5
8
(
E
E
(
一
一
切
菩
薩
行
の
総
体
)
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
普
賢
法

幻
牝
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)
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毘
)

四十〈

務
」
、
す
な
わ
ち
大
菩
薩
・
普
賢
が
そ
の
過
去
「
不
可
説
不
可
説
仏
利
徴
塵
数
挺
」
を
費
し
て
積
集
し
た
と
こ
ろ
の
一
切
の
菩
薩
行

マ
ン
ダ
ラ

の
一
つ
と
し
て
余
す
と
こ
ろ
の
な
き
総
体
へ
と
弓

Es-に
転
屈
し
た
の
で
あ
る
。
菌
み
に
、

仏
教
思
想
史
の
形
成
原
理
の
一
つ
で
あ
る
の
円
EFos--ミ
と
は
、

特
殊
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
事
態
を
表
す

G

そ
し
て
、

こ
の
、
わ
れ
わ
れ
の

(
〈
院
鎖
系
〉

の

A
B
両
項
が
〈
再
立
不
可
龍
、
且
つ
、

〈ゴ
j

タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉

二
者
択
一
不
可
避
〉
と
い
う

の
党
行
と
大
乗
の
菩
薩
行
と
は
ま
さ
に

。
円
主
ぢ
丘
、
な
の
で
あ
る
。

つ
の
不
思
議
な
事
惑
が
出
来
す
る
。
そ
れ
を
示
す
も
の
は
党
文
「
華
厳
経
』
す
な
わ
ち
C
Q
ミ
c
c
E
3

E
4と
ミ
(
略
号
。
て
)
全
篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
称
す
べ
き
一
つ
の
パ
ッ
セ
!
ジ
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
善
知
識
・
弥
鞍

菩
寵

(
Z
3ヰ
ミ
と
は
こ
の
求
法
物
語
の
主
人
公
・
善
財
童
子

S
Z
E
E
-部
門

g
吾

広

青

島

市

戸

)

「

実

存

」

の

本

質
と
し
て
の
菩
提
心
の
秘
密
を
次
の
如
く
に
開
示
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
に
お
い
て
一

に
そ
の
大
乗
的

。汁mwF
日

)H，
mw日

)}HmpJ1mHt

喜
三
与
O
(
-
z
Z
9
2
g
o
o
ミ剖
5
9
0心
。

-
9
5

94vc 
HHHHJ可
mFロA

V
〕
可

mwstwロ
pmO4umw日)
円

mwH一可戸
H4い旬。ロロ
mwy

ω
9
3
己
主
F
M
X
一三
mFザ
¥
三
2
5
3
Z
H
d
F
F
E乙
戸
別

)
E
E
U
1
8
m
百
三
gHemF芝
町
内

H
S
E可
9FmmHH山手
O
(
F
E
H
O
F
2
9
5
三
}UhF(ロ
S
H
V

∞
O
W
5
3
5
m
F
H
E
m
g
m
H
S自
己
E
Z
5
9
4
0江

S
3
m
w
B
9
5
0丹
江
主
}
q
p
b
m
q
m
g
g
包
括
F
1
9
君
主
、

「
こ
(
の
菩
提
心
)
よ
り
〈
一
切
菩
護
行
の
マ
ン
ダ
ラ
〉
が
生
ず
る
。
こ
(
の
菩
提
心
)
よ
り
過
去
・
現
在
・
未
来
の
一
切

の
如
来
た
ち
が
出
生
す
る
。
実
に
、
人
が
無
上
正
等
覚
に
向
け
て
(
初
め
て
)
発
心
し
た
と
き
、
そ
の
入
は
一
切
知
性
の
心

の
意
楽
に
よ
く
摂
受
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
(
そ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
)
無
量
の
功
徳
を
積
集
し
て
し
ま
っ
た
者
で
あ

る
の
で
あ
る
。
」

華
畿
の
体
系
に
お
い
て
「
(
初
め
て
)
菩
提
心
を
発
す
」
と
は
、
教
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
の
理
念
を
理
解
し
(
一
信
)
、
自
ら
行
を
以
つ



て
(
実
践
的
に
)
そ
の
理
念
に
投
掃
す
る
決
断
を
な
し
(
顕
)
、
そ
し
て
現
実
に
そ
の
行
(
実
践
)
に
踏
み
出
し
た
そ
の
撰
需
に
、

か
つ
て
普
賢
菩
寵
に
よ
っ
て
実
捺
に
行
ぜ
ら
れ
た
「
一
切
の
菩
寵
行
」
の
一
つ
と
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
き
総
体
(
マ
ン
ダ
ラ
)
と
し

て
の
華
厳
世
界
は
、
そ
の
完
全
な
完
成
態
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
上
述
の
〈
二
重
法
界
〉
の

図
式
に
お
い
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
世
界
は
メ
ル
ク
マ
ー
ル
b
に
お
い
て
、
し
か
も
〈
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お
け
る
が
、

知
き
!
!
メ
ル
ク
マ
i
i
p
b
に
お
い
て
確
か
に
〈
明
の
世
界
〉
が
現
成
す
る
が
、
そ
れ
は
い
ま
だ
「
真
」
の
も
の
で
は
な
く
、
富
一
(
の

そ
れ
は
時
間
的
な
未
来
に
お
け
る
行
の
完
成
を
侯
っ
て
メ
ル
ク
マ
ー
ル

a
に
お
い
て
実
現
す
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
に
お
け
る
が
如

き
i
!
i
〈
外
の
法
界
〉
の
不
完
全
性
を
残
し
て
い
る
の
で
誌
な
い
と
こ
ろ
の
、
最
熱
的
な
完
全
性
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
キ
リ
ス

ト
教
教
学
的
な
言
葉
を
使
う
な
ら
終
末
論
的
に
、
し
か
も
、
い
わ
ゆ
る
「
時
の
間
」

(N当
位
。

F
S

門
戸

S
N
S
Zロ
)
的
な
、
す
で
に
と

未
だ
の
関
の
不
完
全
性
を
残
し
て
い
る
も
の
で
泣
な
く
て
、
例
え
ば

X
・
バ
ル
ト
が
そ
の
『
教
会
教
義
学
」
第
百
部
「
和
解
論
』
に

お
い
て

「
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
わ
れ
ら
と
共
に
」
と
い
う
言
葉
の
認
識
:
:
:
は
救
済
そ
の
も
の
の
到
来
以
上
の
そ
の
で
も
以
下
の
も

エ

ス

カ

ト

ン

(

訟

)

の
で
も
な
い
c

す
な
わ
ち
そ
れ
は
完
全
な
充
実
に
お
け
る
究
撞
の
現
在
で
あ
る
」
(
黒
点
原
著
、

自
点
津
田
)

と
い
う
と
き
の
そ
の
、

い
う
な
れ
、
法
超
越
論
的
な
「
完
全
な
充
実
」
笠
に
お
い
て
(
因
み
に
「
言
葉
の
認
識
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
メ

ル
ク
マ
ー
ル
b
な
の
で
あ
る
)
実
現
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
の
事
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
初
発
心
持
便
成
正
覚
」
と
い
う
あ
ま
り
に
も
有
名
な
テ
ー
ゼ
が
示
し
て
い
る
事
態
に
対
し
て
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ

レ
i
ベ
ン

は
改
め
て
そ
れ
を
「
不
思
議
」
で
あ
る
と
言
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
事
惑
が
〈
生
の
ジ
ャ
i
タ
カ
的
解
釈
〉
に
お
い
て
わ
れ
わ

れ
が
想
定
し
た
彼
ら
大
乗
の
徒
の
動
機
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
為
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
菩
提
と
い
う
理
想
が
た
と
え
遠
い
未
来

幻
化
サ
ン
ヴ
ア
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)
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ラ
・
マ
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究
(

I

)

(

津
田
)

豆ヨ
ノ、、

に
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
設
定
に
お
い
て
彼
ら
の
現
下
の
人
間
的
な
生
の
意
義
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
侍
ら
変
り
は

な
い
筈
な
の
で
あ
ち
、
そ
の
理
想
が
投
婦
の
瞬
間
に
完
全
な
完
成
患
に
お
い
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ぜ
な
ら
な
い
必
要
性
は
全
く
存
し

な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
〈
閉
鎖
系
〉
的
原
理
に
は
収
ま
り
切
れ
な
い
〈
開
放
系
〉
の
事
態
が
す
で
に
テ
キ
ス

ト
の
表
層
に
露
呈
し
て
い
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

そ
の
〈
開
放
系
〉
と
は
、
〈
閉
鎖
系
〉
が
仏
教
の
思
想
史
的
な
展
開
の
過
程
を
、
人
間
の
側
の
動
機
に
も
と
づ
き
、
人
間
の
思
考

原
理
(
い
わ
ゆ
る
根
拠
律
)
に
従
っ
て
人
間
の
思
考
を
遥
じ
て
内
発
的
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
そ
の
同
一
の
思
想
史
的
実
体
を
、
(
フ
ッ
サ
1
1
N
の
或
る
片
言
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
)
「
そ
の
全
歴
史
性
を
貫
く

E

的
論
的
理
性
が
自
己
を
告
知
す
混
」
そ
の
過
程
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
フ
ツ
サ
i
ル
自
身
が
こ
の
「
目
的
論
的

理
性
」

(gzo-cm20E
〈

0
5
5止
)
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
神
的
存
在
者
を
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は

一
時
措
く
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
前
節
で
論
じ
た
渇
愛
の
滅
の
空
的
な
援
舗
を
、
そ
の
〈
開
放
系
の
神
〉
の
「
生
命
」
の
機
制

を
一
不
す
も
の
と
考
え
て
初
め
て
理
解
し
得
る
の
と
詞
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

b
に
お
け
る
華
最
世
界
の
完
全
な
る

完
成
態
に
お
け
る
、
そ
し
て
、
無
時
間
的
な
実
現
を
、
そ
の
同
じ
神
の
(
℃

S
S
F
S丘
百
o
F
な
神
性
に
お
け
る
)
人
格
神
的
な
馬

面
の
現
成
の
機
制
と
見
散
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
(
さ
き
に
触
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
)

デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
「
ニ

i
チ
ェ
」
に
お
い
て
ニ

i
チ
ェ
の
カ
オ
ス

J¥ 

イ

(
C
F
9
0
m
)
 
の
概
念
を
論
じ
て

「
カ
オ
ス
と
は
、
世
界
全
体
と
そ
の
理
法
に
つ
い
て
の
特
異
な
先
行
的
投
企
を
名
、
ざ
す
名
称
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
、

こ
こ
で
こ
そ
も
っ
と
も
強
烈
に
、
世
界
を
い
わ
ば
巨
人
化
さ
れ
た
身
体
と
し
て
表
象
す
る
ひ
と
つ
の
奔
放
な
〈
生
物
学
的
〉

思
濯
が
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
趣
き
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
巨
人
化
さ
れ
た
身
体
の
身
体
性
と
生
命
が
そ
の
ま
ま
存
在
者
全

0

0

0

0

0

0

0

0

(

山

崎

)

こ
う
し
て
存
在
が
〈
生
成
〉
と
し
て
現
象
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
己

V' 
や

体
を
な
し
、

(
黒
点
票
著
者
、

自
点
淳
司
)



と
い
う
。
縄
然
と
は
い
え
、
現
に
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
「
世
界
」
を
そ
の
「
'
身
体
」
と
す
る
「
巨
人
」
(
ヨ
20)
の
観
念
は
(
も

ち
ろ
ん
こ
こ
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
の
口
調
は
そ
れ
に
対
す
る
一
種
の
距
離
を
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
て
そ
の
「
生
命
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の
カ
オ
ス
の
概
念
が
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
倍
々
の
入
障
の
身
体
を
通
し
て
流
れ
る
「
生
の
ひ
と
つ
の
流
れ
」
(
包
ロ

ぎ
0
5
3
E
?各
自
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
〈
女
性
単
数
の
さ
号
5
9〉
と
し
て
の
渇
愛
の
概
念
と
よ
く
照

応
し
て
い
る
i
i
iた
だ
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
が
れ
わ
わ
れ
個
々
の
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
は
そ
れ
ぞ
れ
で
」
の
生
の
た
だ
わ
ず
か

な
束
の
間
の
部
分
」
を
受
け
止
め
、
感
知
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
同
一
の
巨
大
な
、
ア
i
ラ
ヤ
的

な
流
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
全
き
全
体
性
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
個
々
の
入
閣
の
身
体
の
中
に
流
れ
入
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
流
れ
出

ザ

イ

ン

し
て
行
く
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
こ
そ
が
〈
存
在
〉
と
し
て
の
渇
愛
の
空
的
な
存
在
機
制
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
1

i

の
と
同
じ
く
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
仏
教
思
想
史
に
先
一
行
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
〈
開
放

プ
ル
シ
ャ

系
の
神
〉
自
身
の
原
型
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
リ
グ
・
ヴ
ェ

i
ダ
」
の
「
原
人
の
歌
」
(
一

0
・
九

O
)
に
お
け
る
プ
ル
シ
ャ

(守戸

H
E
m
p
原
人
)
の
観
念
と
美
事
に
照
恋
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

そ
し
て
現
に
仏
教
の
思
想
史
は
、
そ
こ
に
お
い
て
最
初
か
ら
完

壁
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
プ
ル
シ
ャ
の
概
念
枠
を
厳
格
に
守
り
つ
つ
、
そ
の
各
々
の
枠
内
に
頼
次
内
実
を
充
填
し
て
ゆ

く
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
②
「
ヘ

i
ヴ
ア
ジ
ュ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」
か
ら
⑤
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
系
密
教
へ
と
展
開
し
て

そ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
な
一
イ
ク
ル
の
完
結
を
一
不
す
そ
の
完
結
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
さ
き
に
掲
げ
た
〈
開
放
系
の
命
題
〉
(
三
八

頁
参
照
)
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
持
自
身
の
存
在
の
論
理
を
告
知
し
、
そ
の
5
2
0
ロ
(
目
。
∞
丘
町
⑦
吉
(
効
果
に
よ
る
理
虫
)

に
よ
っ
て
改
め
て
わ
れ
わ
れ
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
想
定
の
妥
当
笠
を
印
象
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
〈
開
放
系
の
命
題
〉
か
ら
の
循
環
論
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
「
華
厳
経
』
の
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自

体
に
お
い
て
、
話
一
界
。
の
存
立
の
(
こ
の
様
な
大
乗
的
な
様
相
に
お
け
る
)
空
的
な
機
制
詰
こ
の
「
初
発
心
持
復
或
正
覚
」

の

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
訴
究
(

I

)

(

津
田
)

四
九



幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

五
(
)

(
〈
開
放
系
の
命
題
〉
の

A
命
題
に
呼
忘
す
る
と
こ
ろ
の
)
局
面
の
み
で
終
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
「
初
発
心
持
梗
或
正
覚
」
的
局

面
は
そ
れ
と
は
絶
対
矛
盾
的
な
「
無
量
劫
修
行
」
の
局
面
と
表
裏
一
体
を
な
し
、
そ
の
か
世
界
'
の
存
立
の
機
能
を
、
方
向
を
逆
に

し
て
い
う
な
ら
、
そ
の

H

世
界
。
内
に
お
け
る
大
乗
的
な
実
存
の
構
造
を
「
完
全
な
意
味
に
お
け
る
〈
弁
証
法
的
〉
な
も
の
」
(
酉

三
頁
参
照
)
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
或
る
入
の
そ
の
か
世
界
u

へ
の
投
帰
(
メ
ル
ク
マ
ー
ル
b
)
に
お
い
て
、
そ
の

H

世
界
。
は
そ

い
ち
に
ん

の
完
全
な
る
完
成
態
に
お
い
て
(
も
う
一
つ
附
け
加
え
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
人
一
人
に
対
し
て
で
な
く
、
そ
の
か
世
界
u

の
理
念

が
包
含
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
)
最
終
的
に
、
終
末
論
的
に
実
現
し
た
、
し
か
も
、
そ
の
か
世
界
。
は
そ
れ
以
後
の
そ
の
存

い
ち
に
ん

続
を
、
そ
の
人
一
人
の
行
に
お
い
て
永
遠
に
担
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
視
点
を
人

間
の
方
に
移
し
て
い
う
な
ら
誌
、
上
に
引
用
し
た
「
入
法
界
品
」

(
G
て
)
の
文
に
い
う
如
く
、
そ
の
人
は
「
(
そ
の
時
点
に
お
い
て

す
で
に
)
無
量
の
功
徳
を
積
集
し
て
し
ま
っ
た
者
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
同
じ
「
蕪
量
の
功
徳
を
讃
集
」
す

る
永
劫
の
過
程
を
歩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
、
す
な
わ
ち
、

仏
教
思
想
史
の
上
の
@
『
華
厳
経
」
と
い
う
笠
置
に
お
い
て
、
そ
の
行
の
形
態
誌
利
強
行
・
菩
薩
行
と
い
う
一
つ
の
特
殊
性
に
お
い

て
あ
る
に
せ
よ
、
宗
教
的
実
存
の
〈
弁
証
法
的
な
事
理
〉
と
し
て
は
す
で
に
そ
の
完
全
な
か
た
ち
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
を

見
る
の
で
あ
る
。

四
、
仏
教
思
想
史
の
密
教
的
展
開
と
そ
の
思
想
的
意
味

こ
の
よ
う
に
し
て
本
来
思
想
史
的
に
展
開
す
る
筈
が
な
い
も
の
で
あ
る
筈
の
仏
教
は
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら
震
関

し
、
大
乗
仏
教
と
し
て
の
「
華
厳
」
の
体
系
@
を
成
立
せ
し
め
た
。
了
度
、
静
か
で
あ
っ
た
水
面
に
突
知
と
し
て
一
石
が
投
じ
ら
れ
、



そ
こ
か
ら
波
紋
が
規
期
的
な
動
性
に
お
い
て
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
、
そ
れ
以
後
、
仏
教
の
患
想
史
は
頗
次
、
規
則
的
な
動
性
に
お

い
て
展
開
し
て
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
系
密
教
⑤
に
至
号
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
の
規
期
的
な
動
性
に
お
け
る
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
完
結
し
て
結

果
的
に
図
工
に
一
不
す
如
き
一
つ
の
有
意
味
的
な
全
捧
像
を
現
出
す
る
。
本
稿
の
目
的
は
そ
の
全
体
復
を
構
成
し
て
い
る
諸
体
系
の
う

ち
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」
(
ミ
出
)
の
体
系
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
叙
述
の
た
め

に
わ
れ
わ
れ
ほ
循
環
論
的
に
先
行
し
て
〈
ゴ

l
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
(
③
l
③
)
よ
り
震
関
し
て
ミ
討
に
至
る
仏
教
・
密
教
思

想
史
の
展
開
の
過
程
を
原
理
的
に
素
描
し
て
お
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
素
描
が
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら

の
円
庄
の
巳
に
展
開
し
て
「
華
厳
」
の
体
系
@
に
至
っ
た
今
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
一
旦
立
ち
上
り
、
こ
の
、
仏
教
思
想
史
の
展
開
の

い
わ
ば
起
動
点
を
な
す
「
華
最
」
@
に
お
け
る
利
値
一
行
・
菩
窪
行
と
い
う
大
乗
的
な
行
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
が
「
特
殊
」
的
で
あ
る

と
い
う
と
き
の
(
わ
れ
わ
れ
は
上
に
、
そ
れ
を
「
特
殊
性
に
お
い
で
あ
る
」
と
云
っ
た
:
:
:
)
そ
の
「
特
殊
性
」
の
意
味
を
も
う
一

度
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
と
い
う
な
ち
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
利
地
行
・
菩
薩
行
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
利
組
行
・

菩
薩
行
を
そ
の
実
質
と
す
る
大
乗
的
な
実
存
の
本
質
と
し
て
の
菩
提
心
(
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
教
え
た
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
的
生
の

理
想
た
る
浬
繋
で
は
な
く
、
ブ
ッ
ダ
が
到
達
し
た
の
と
同
じ
菩
提
を
呂
指
す
、
と
い
う
、
明
ち
か
に
不
遜
で
あ
る
筈
の
自
己
意
識
)

と
い
う
こ
と
の
正
当
性
、
あ
る
い
は
、
普
遍
妥
当
性
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
仏
教
学
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
疑
わ
れ
た
こ
と
が
況
と
ん
ど

な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
利
強
行
・
菩
薩
行
の
観
念
の
正
当
性
・
普
遍
妥
当
性
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
信
受
さ
れ
て
き
た
の
は
故
な
き
こ

と
で
誌
な
い
。
こ
の
利
組
行
・
菩
薩
行
の
観
念
は
、
慈
悲
(
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
な
ら
ア
ガ
ペ
ー
と
し
て
の
愛
)
と
い
う
原
理
に
従
つ

プ

ラ

ク

シ

ス

て
の
、
眼
前
に
苦
し
ん
で
い
る
他
者
に
対
す
る
抜
苦
・
与
楽
の
直
接
的
な
働
き
か
け
と
い
う
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
、
善

き
こ
と
、
正
し
き
こ
と
で
は
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
ジ
ャ
l
タ
カ
物
語
に
お
げ
る
菩
薩
(
前
生
に
お
け
る
ゴ

i
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
自
身
)

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

三五



幻
化
サ
ン
ヴ
ア
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

ヨ三

の
、
組
者
の
苦
し
み
を
救
う
た
め
の
自
己
犠
牲
的
行
為
と
い
う
そ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
、
美
し
く
、
尊
い
。
さ
ら
に
、

そ
れ
が
そ
の
内
実
を
な
す
と
こ
ろ
の
華
厳
の
世
界
観
は
そ
れ
自
体
、
美
し
い
。
す
な
わ
ち
、

H

世
界
。
を
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
独
自
の
、

か

ぎ

号

他
と
と
ち
替
え
よ
う
の
な
い
美
し
さ
に
お
い
て
完
全
に
美
し
い
無
尽
の
荘
厳
ー
ー
ー
わ
れ
わ
れ
人
間
の
菩
薩
行
こ
そ
が
そ
の
荘
厳
に
他

な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
i
iの
一
つ
と
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
き
総
体
(
マ
ン
ダ
ラ
)
と
し
て
表
象
す
る
そ
の
苦
界
観
は
、
そ
れ
白

い
ち
に
ん

体
の
荘
厳
と
壮
大
に
お
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
美
し
く
壮
大
な
理
想
世
界
の
存
続
が
そ
の
入
一
人
の
不
断
の
実
践
に
よ
っ
て
、
し
か
も

永
遠
に
荷
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
勇
健
な
理
想
主
義
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
そ
の
実
践
が
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
自
身
が

現
に
そ
こ
に
棲
む
こ
の
現
実
世
界
に
お
け
る
他
者
に
対
す
る
抜
苦
・
与
楽
の
亘
接
的
な
鋤
き
か
け
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
現
実

性
に
お
い
て
、
し
か
も
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
こ
の
世
界
の
中
に
存
す
る
小
さ
な
苦
し
み
、
小
さ
な
悲
し
み
の
一
つ
だ
に
見
遇
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
(
そ
れ
を
見
過
し
た
瞬
間
、
そ
の
壮
大
な
理
想
世
界
は
一
瞬
に
し
て
、
し
か
も
こ
の
世
界
の
中
に
存
す
る
す

べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
治
失
し
て
し
ま
う
:
:
:
)
と
い
う
そ
の
ヒ
ュ

i
マ
ニ
ズ
ム
の
高
さ
に
お
い
て
、
人
間
が
抱
く
こ
と
の
出
来
る

世
界
観
と
し
て
は
蓋
し
最
も
美
し
く
、
ま
た
、
思
想
的
な
構
成
と
し
て
完
壁
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
こ
と
に
と
ュ

l
マ

ニ
ズ
ム
の
立
場
で
あ
る
が
放
に
、
そ
し
て
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
を
そ
の
極
理
的
な
形
態
に
お
い
て
世
界
観
的
に
表
出
し

た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
ヒ
ュ

i
マ
ニ
ズ
ム
を
自
ら
の
絶
対
的
な
価
値
規
準
と
し
て
信
受
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、

華
厳
の
仔
の
観
念
な
い
し
は
世
界
観
の
正
当
性
・
普
遍
妥
当
性
を
自
明
の
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
邑
身
の
所
謂
近
代
仏
教
学
に
お

い
て
こ
れ
ま
で
そ
れ
を
疑
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
華
厳
の
菩
寵
行
の
立
場
、
な
い
し
は
そ
の
背
景
を
な
す
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
か
、
ぎ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
仏
教
学
と
い
う
学
問
を
(
仏
教
学
と
い
う
学
問
を
す
ら
)
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身

の
こ
れ
か
ら
の
仏
教
学
を
ま
ず
〈
仏
教
と
い
う
一
笛
の
思
想
の
学
〉
と
し
て
確
立
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
進
ん
で
そ
れ
を
〈
仏
教
と

い
う
一
つ
の
立
場
か
ら
す
る
関
か
れ
た
思
想
の
学
〉
(
わ
れ
わ
れ
自
身
の
言
葉
で
〈
開
放
系
の
仏
教
学
〉
)
へ
と
賛
ら
し
た
い
と
考



え
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
研
究
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
、
す
で
に
人
間
性
の
上
に
定
位
さ
れ
た
一

つ
の
立
場
で
あ
る
と
こ
ろ
の
己
ユ

i
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
を
透
過
し
て
、
そ
の
底
に
あ
る
そ
の
人
間
性
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題

な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
思
想
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
仏
教
患
想
を
問
題
に
す
る
に
せ
よ
、

そ
こ
に
お
い
て
解
明
さ
る
べ
き
は
人
間
的
な
生
の
可
語
性
の
制
約
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
(
仏
教
)
思
想
に
お
い
て
人
間
が
い
か
な
る

根
拠
の
観
念
の
上
に
ど
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
と
命
令

さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
当
該
の
思
想
を
改
め
て
自
ら
の
も
の
と
し

て
信
受
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
根
拠
の
観
念
は
、
必
ず
そ
の
当
該
の
思
想
の
レ
ヴ
ェ
ル
(
例
え
ば
華
厳
思
想
な
ら
華
厳
思
想
と

い
う
レ
ヴ
ェ
ル
)
か
ら
開
放
さ
れ
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
学
問
の
最
終
レ
ヴ
ェ
ル
を
な
す
と
こ
ろ
の
或
る
想
定
の
上
に
危
機
的
な
も
の

と
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
異
実
、
華
厳
の
思
想
を
最
も
美
し
く
、
最
も
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
出
来

得
る
な
ら
ば
自
ら
の
生
を
そ
の
上
に
定
立
し
た
い
と
考
え
て
い
る
(
国
み
に
、
後
第
で
論
ず
る
「
大
日
経
』
の
体
系
③
は
、
自
己
を

華
厳
思
想
の
上
に
現
実
的
に
定
位
し
よ
う
と
し
た
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
)
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
華
厳
の
体

系
に
お
け
る
根
拠
の
観
念
を
突
破
し
て
(
「
大
日
経
」
は
そ
の
突
破
を
せ
ず
、
あ
く
ま
で
華
厳
の
世
界
の
空
的
機
制
の
内
に
自
ら
を

閉
鎖
し
た
)
、
仏
教
全
体
の
立
場
へ
と
降
り
立
た
ね
、
ば
な
ら
な
い
。
菌
み
に
、
調
々
の
体
系
を
超
え
て
そ
の
様
な
包
括
的
な
立
場
が

あ
る
の
か
、
と
い
う
な
ら
、
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
そ
こ
(
仏
教
の
根
抵
)
に
お
い
て
仏
教
か
ら
も
開
放
さ
れ
る
。

そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
い
う
〈
開
放
系
の
仏
教
学
〉
の
立
場
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
指
す
も
の
が
〈
開
放
系
の
思
想
〉
な
の
で
あ
る

が
、
夜
り
に
わ
れ
わ
れ
が
華
厳
を
自
ら
の
思
想
と
し
た
い
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
辻
先
ず
こ
の
〈
開
放
系
の
思
想
〉
の
根
拠
を
な
す
と

こ
ろ
の
〈
開
放
系
の
神
〉
、
テ
キ
ス
ト
上
の
麗
初
型
態
で
い
う
な
ら
「
リ
グ
・
ヴ
ェ

i
ダ
」
(
一

0
・九

O
)
の
プ
ル
シ
ヤ
(
原
人
)

の
観
念
に
ま
で
降
り
立
ち
、
そ
こ
に
お
い
て
改
め
て
獲
得
さ
れ
た
か
ぎ
ち
に
お
け
る
華
厳
患
想
の
根
拠
の
観
念
の
そ
の
限
定
の
上
に

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

Z

)

(

津
田
)

三fi:
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ラ
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ダ
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)

(
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田
)

三五
Eヨ

わ
れ
わ
れ
自
身
の
華
厳
思
想
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
あ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
(
図

I
で
い
え
ば
②
j
③
、
乃
至
@
)
と
い
う
倍
々
の
体
系
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
れ
ら
個
々
の
体
系
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
突
破
し
て
そ
の
仏
教
全
体
の
立
場
、
就
中
、
そ
の
根
拠
の
観

念
、
そ
れ
も
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
想
(
わ
れ
わ
れ
自
身
の
人
間
的
な
生
の
可
能
性
の
一
つ
の
制
約
)
を
わ
れ
わ
れ
に
賓
ら
し
得
る

ポ
ジ
テ
ィ
ブ

如
き
積
極
的
な
神
の
観
念
に
降
り
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
い
や
、
そ
も
そ
も
そ
の
様
な
大
そ
れ
た
こ
と
が
仏
教
学
と
い
う
小
さ

な
、
古
め
か
し
い
学
問
に
お
い
て
可
能
な
の
か
。
こ
の
間
い
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
多
分
、
い
や
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
辻
可
能

で
あ
る
、
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
途
は
た
だ
一
つ
あ
る
。
そ
の
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
可
能
な
た
だ
一
つ
の
方
途
と
は
、
仏

教
・
密
教
思
想
史
の
展
需
の
全
体
像
を
眺
め
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
そ
の
全
体
像
の
「
者
意
味
性
」
の
そ
の
意
味
を
了
解
す

る
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
わ
れ
わ
れ
辻
常
に
、
諌
返
し
、
そ
れ
を
挑
め
る
。
個
々
の
体
系
が
そ
の
隣
接
す
る
も
の
同
志
の
領
有

の
結
合
の
仕
方
に
お
い
て
自
ず
と
有
意
味
的
な
全
体
像
を
形
成
し
、
逆
に
そ
の
全
体
像
か
ら
の
反
照
に
よ
っ
て
個
々
の
体
系
が
そ
れ

ぞ
れ
が
そ
の
位
童
に
お
い
て
も
つ
思
想
史
的
な
意
味
を
顕
わ
し
て
く
る
そ
の
過
程
を
眺
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
形
成
の
過
程
が
い
か

な
る
(
〈
閉
鎖
系
〉
か
ら
い
う
な
ら
)
内
発
的
な
原
理
に
よ
っ
て
、
ま
た
(
〈
開
放
系
〉
か
ら
す
る
な
ら
ば
)
超
越
的
な
る
も
の
の

い
か
な
る
目
的
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
を
い
ろ
い
ろ
と
(
出
来
得
る
か
ぎ
り
の
想
像
力
を
廼
ら
せ
て
)
考
え
る
。

わ
れ
わ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
改
め
て
「
幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
』
の
体
系
を
叙
述
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
そ
れ
が
、
こ
の
思
想
史
の
全
体

後
を
眺
め
る
、
繰
り
返
し
眺
め
続
け
る
そ
の
永
続
的
な
過
程
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
か
つ
て
、
こ
の
「
幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
』
(
ミ
出
)
を
、
そ
れ
に
先
行
す
る
『
秘
密
集
会
』

(
C匂
)
と
そ
れ
に
後
続
す
る

「ヘ

i
ヴ
ア
ジ
ュ
ラ
」

(
H
V
)
⑦
と
の
間
に
童
い
て
眺
め
て
そ
の
の
め
i
ミ
出
1
1
均
て
と
い
う
連
関
に
お
け
る
ミ
討
の
体
系
の
思
想
的
・

実
践
的
な
実
態
を
画
定
し
、
逆
転
し
て
そ
の
実
態
か
ら
そ
の
C
ぬ
i
ミ
∞
i
同
て
と
い
う
連
関
を
、
仏
教
・
密
教
思
想
史
の
全
体
像
に

お
け
る
「
純
然
た
る
密
教
の
成
立
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
金
問
頂
経
』
(
め

3Jω
②
か
ら
発
す
る
垂
隷
(
⑤
i

②
)
の
上
に
、
同



~凶一泊
j

凶
認
の
純
然
た
る
密
教
の
諸
理
に
従
つ
て
の
展
開
と
し
て
金
恩
恵
づ
け
た
。
本
稿
の
巨
的
と
す
る
所
は
こ
の
画
定
と
設
置
づ
け
を
改

め
て
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
同
一
の
こ
と
を
改
め
て
す
る
の
は
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
つ
ま
り
、

現
時
点
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
「
仏
教
・
密
教
思
想
史
の
有
意
味
的
な
全
体
像
」
に
お
け
る
そ
の
意
味
の
把
握
が
、
そ
の
最
初
の
画

定
と
位
置
づ
け
の
場
合
と
は
、
す
で
に
質
的
に
変
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
ミ
出
と
い
う
そ
の
同
一
の

事
実
に
至
る
密
教
思
想
史
の
展
開
の
過
程
を
改
め
て
そ
の
新
し
く
把
握
さ
れ
た
原
理
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
素
描
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
素
描
の
過
程
に
進
む
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
に
掲
げ
た
華
厳
の
体
系
@
に
お
け
る
利
他
行
・
菩
護
行
と

い
う
大
乗
的
な
行
の
観
念
の
「
特
殊
性
」
の
問
題
に
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
華
厳
的
な
行
の
観
念
こ
そ
は
、
そ
れ
が
展
開

さ
れ
た
仏
教
・
密
教
思
想
史
の
全
体
後
に
お
け
る
そ
の
位
置
。
の
特
殊
性
、
と
い
う
よ
ち
も
特
権
性
、
そ
れ
が
仏
教
の
患
想
史
的
展

開
の
起
動
点
を
な
す
、
さ
き
ほ
ど
の
警
え
で
い
う
な
ら
ば
、
水
久
に
静
止
的
で
あ
る
筈
の
〈
ゴ
:
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
外
部
か

ら
(
〈
院
鎖
系
〉
的
に
は
人
間
性
の
動
機
に
従
っ
て
、
ま
た
〈
開
放
系
〉
か
ら
す
る
な
ら
、
そ
の
仏
教
の
思
想
の
「
歴
史
を
貫
く
目

的
論
的
理
性
」
た
る
〈
開
放
系
の
神
〉
の
そ
の
「
自
的
」
に
も
と
づ
い
て
)
投
ぜ
ら
れ
た
最
初
の
一
石
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
特
権

性
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
の
仏
教
思
想
史
の
展
開
の
過
程
を
論
理
的
に
規
制
す
る
、
い
わ
ば
〈
閉
鎖
系
〉
に
お
け
る
概
念
枠
を
形
成

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
概
念
枠
に
お
い
て
〈
閉
鎖
系
〉
的
に
展
開
さ
れ
た
仏
教
・
密
教
の
思
想

史
的
な
展
開
の
全
体
像
が
結
果
的
に
呈
示
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
有
意
味
性
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
〈
開
放
系
〉
的
な
意
味
了
解
が
、

あ
く
ま
で
こ
の
華
厳
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
概
念
枠
の
間
に
お
け
る
そ
の
思
想
史
的
な
展
開
の
過
程
を
そ
れ
に
郎
し
て
眺
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
実
証
性
な
い
し
は
学
問
的
な
妥
当
性
を
保
証
さ
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
『
華
巌

経
」
の
体
系
@
の
特
殊
性
な
い
し
は
特
権
性
と
は
い
か
な
る
事
惑
に
お
い
て
存
す
る
の
か
、
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
、

そ
れ
が
ま
ず
、
人
間
性
の
動
機
に
も
と
づ
い
て
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ツ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら
〈

REs--q
の
稜
線
〉
を
越
え
て

幻
化
サ
ン
ヴ
ア
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

Z

)

(

津
田
)
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ラ
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)
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R
E
s
-
に
、
す
な
わ
ち
、
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
と
は
〈
再
立
不
可
能
、
立
つ
、
二
者
択
一
不
可
避
〉
的
に
、
そ
し
て
、

危
機
意
識
に
満
ち
て
震
関
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
、
そ
れ
が
普
賢
行
と
い
う
仏
教
の
行
の
観
念
に
お
け
る
難
行
の
極
隈
の
観
念
を
提
示
し
、
以
後
の
仏
教
の
思
想
史
的
な
展

開
に
お
け
る
眼
界
線
の
一
つ
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
(
毘
み
に
も
う
一
つ
の
、
反
対
側
の
限
界
線
を
な
す
も
の
は

ぎ
ょ
う

純
然
た
る
密
教
⑤
i
⑤
に
お
け
る
無
持
間
的
な
シ
ン
ボ
ル
操
作
と
し
て
の
三
密
加
持
の
観
念
、
そ
の
実
体
に
お
い
て
試
行
の
観
念
の

ゼ
ロ零

点
、
で
あ
る
)
、

ま
た
、
そ
こ
に
お
い
て
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
、
し
か
も
、
「
無
量
劫
修
行
」
と
い
う
，
世
界
“
の
存
立
の
、
な
い
し
は
そ
の

か
世
界
d

間
に
お
け
る
人
間
の
実
存
の
機
制
に
お
け
る
〈
弁
註
法
的
〉
な
事
理
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
事
理
が
以
後
一
貫
し
て
仏
教
・

密
教
思
想
史
の
展
開
の
過
程
に
お
い
て
保
持
さ
れ
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
そ
れ
を
観
た
本
来
の
実
在
世
界
の
「
衆
生
生
死
」
と
い
う
内
実
が
解
釈
的
に
改
変
さ
れ
た
、
い

わ
ば
論
理
的
な
(
人
間
の
論
理
に
よ
る
)
構
成
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
普
賢
行
の
観
念
が
一
自
一
提
示
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
本
来

の
〈
現
法
的
党
行
〉
と
い
う
行
の
観
念
と
の
関
に
一
種
の
思
想
的
な
距
離
の
感
覚
を
生
ぜ
し
め
、
こ
の
距
離
の
感
覚
が
そ
れ
自
体
一

種
の
笠
童
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
如
き
も
の
と
し
て
人
々
の
無
意
識
の
裡
に
働
い
て
(
彼
ら
は
プ
ッ
ダ
の
〈
現
法
的
党
行
〉
と
い
う
行
の

観
念
の
本
来
性
も
、
ま
た
、
普
賢
行
が
論
理
的
な
構
成
物
で
あ
る
と
い
う
と
き
の
そ
の
論
理
性
を
も
、
明
示
的
に
は
決
し
て
知
つ
て

は
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
:
:
:
)
そ
れ
以
後
仏
教
が
思
懇
史
的
に
展
開
す
る
そ
の
過
程
を
一
貫
し
て
、
そ
の
展
開
の
内
発
的
な
原
理

を
な
し
た
、
と
い
う
諸
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
が
そ
れ
以
後
、
そ
の
時
々
の
患
想
的
な
い
し
歴
史
的
社
会
的
情
況
に
藍
面
し
た

そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
の
荷
負
者
た
ち
の
思
考
を
概
念
的
に
規
制
し
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
を
順
次
成
立
せ
し
め
て
、
結
果
的
に
函

ー
に
示
し
た
知
き
〈
イ
ン
ド
仏
教
の
思
想
史
的
展
開
の
全
体
像
〉
を
わ
れ
む
れ
に
開
示
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
節
以
下
に

お
い
て
そ
の
全
体
後
に
沿
っ
て
仏
教
・
密
教
思
想
史
の
展
開
の
過
程
の
素
描
に
進
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
一
つ
だ



け
事
例
を
挙
げ
、
そ
の
全
体
像
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
現
実
に
ど
の
よ
う
に
〈
開
放
系
の
思
想
〉
を
開
示
し
て
く
る
の
か
、
そ
の
方

向
を
具
体
的
に
示
唆
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
こ
の
場
合
も
そ
の
例
示
の
糸
口
を
な
す
も
の
は
、
華
厳
の
体
系
⑤
に
お
け

る
制
約
也
行
・
菩
護
行
の
特
殊
性
の
問
題
で
あ
る
。

五
、
大
乗
仏
教
の
世
界
観
と
し
て
の
マ
ン
ダ
ラ
か
ら
密
教
の
図
絵
マ
ン
ダ
ラ
へ

わ
れ
わ
れ
の
図
式
に
お
い
て
、
大
乗
仏
教
は
華
厳
の
体
系
@
以
後
、
そ
こ
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
大
乗
仏
教
の
原
則
を
守
り
つ
つ

(図
I
で
い
う
な
ら
@
か
ら
真
下
に
向
っ
て
)
展
開
し
、
そ
の
経
極
、
『
大
E
経
」
③
に
、
お
い
て
再
び
号
互
の
主
に
方
向
を
転
じ
て

密
教
へ
と
向
か
う
。
大
乗
仏
教
と
密
教
の
結
節
点
と
し
て
の
⑤
『
大
日
経
」
(
て
ミ

3sz~を
さ
さ
き
n
S
Z号、
p
略
号
て
込
)
の

マ
ン
ダ
ラ

特
質
は
、
そ
れ
が
君
主
欺
経
』
の
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
の
世
界
(
∞

m
F
E
S
S
F包
5
0
9ミ
mFigs(亙
位
、
普
賢
菩
薩
の
行
の
総
体
)

を
図
絵
マ
ン
ダ
ラ
、
即
ち
、
大
悲
胎
蔵
生
霊
茶
羅
(
宮
内
HYmprmwHEP何
時
害
虫
色
H
5
2
9
1
5
8念日
9、
俗
称
、
胎
蔵
界
受
奈
羅
)

と
し
て
、
華
厳
世
界
が
内
含
し
て
い
た
そ
の
構
造
を
顕
在
住
せ
し
め
つ
つ
、
象
鍛
主
義
的
に
表
現
し
た
点
に
存
す
る
。

そ
の
、
華
厳
世
界
が
内
含
し
て
い
た
講
造
と
は
、
〈
原
世
界
〉
た
る
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
観
た
「
衆
生
生
死
」
の
世
界
が
、
生

死
輪
廻
す
る
衆
生
の
単
な
る
無
講
造
の
全
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
華
厳
世
界
が
〈
長
世
界
〉
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
現
或

と
存
続
の
空
的
な
、
あ
る
い
辻
〈
弁
証
法
的
〉
な
機
剰
に
従
っ
て
内
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
構
造
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
さ
き
に
述
べ
た
原
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
の
〈
二
重
法
界
〉
の
構
造
を
と
る
。

華
厳
世
界
の
構
造
は
「
入
法
界
品
」

(
C
S
§
ミ
忠
守
色
件
、
P
。
戸
、
)
に
お
け
る
主
人
公
・
善
財
童
子

S
E
E
S
-号。引け
F
Z
h
F
5
5
)

の
求
法
物
語
と
い
う
劇
的
講
或
の
上
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

お

こ

レ

;

ペ

ン

善
財
童
子
は
最
初
の
善
知
識
・
文
殊
師
利

(ζ
伊
豆
昆
門
戸
)
の
勧
め
に
従
っ
て
菩
提
心
を
発
し
(
さ
き
に
〈
生
の
ジ
ャ

i
タ
カ
的

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

Z

)

(

津
田
)

五
七



幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
'
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(
工
)
(
津
田
)

ヨ王
ノ1、

解
釈
〉
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
そ
れ
と
同
じ
無
上
正
等
覚
に
向
け
て
心
を
発
し
て
顕
次
善
知
識
を
歴
訪

す
る
そ
の
求
法
の
巡
礼
の
旅
を
開
始
す
る
む
善
財
の
旅
に
は
一
つ
の
明
ら
か
な
特
徴
が
存
す
る
。
文
殊
師
利
は
善
震
に
十
護
大
心
と

い
う
こ
と
を
教
え
る
。
大
心
(
喜
男
安
吉
含
I
C
F
2
0
・
た
ゆ
む
こ
と
の
な
い
心
)
と
は
、
永
遠
の
未
来
に
設
定
さ
れ
た
無
上
正
等
覚

と
い
う
大
乗
の
理
想
に
到
達
す
る
ま
で
持
続
す
る
永
続
的
な
行
、
す
な
わ
ち
「
無
量
劫
修
行
」
の
意
志
で
あ
る
。
文
殊
師
利
は
善
財

に
そ
の
こ
と
一
つ
だ
け
を
教
え
、
次
な
る
第
二
の
善
知
識
・
徳
雲
比
丘
(
豆
諸
冨
青
山
)
の
名
を
一
不
し
、
そ
の
許
に
赴
い
て
「
い
か

に
菩
輩
に
よ
っ
て
菩
薩
行
に
お
い
て
学
ば
る
べ
き
か
、
い
か
に
実
惨
さ
る
べ
き
か
:
:
:
い
か
に
菩
寵
に
と
っ
て
普
賢
(
菩
寵
の
)
行

の
マ
ン
ダ
ラ
が
完
全
に
円
満
せ
ら
れ
て
あ
る
か
」

(
E
F
9
F
σ
0島
E
3
2
2
5
ぎ
舎

5
E
2
2
Rユ
可
山
岳

E
E広
告
三
昏

}S59HF

3
可

O
E
9
4
5
:
:
:
冨
吾
s
z
z
s
Z
3
9
E
z
s
s
σ
5
4
9
E
S
S
E
5
9
z
s
z
s
i
p
-
o
(日
)
)
を
問

う
よ
う
に
勧
め
る
(
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
文
字
通
り
に
と
る
な
ら
、
或
る
菩
薩
が
そ
の
「
無
量
劫
修
行
」
の

第
一
歩
に
お
い
て
侍
か
一
つ
の
行
ず
べ
き
こ
と
を
学
び
日
付
知
り
、
そ
れ
を
行
ず
る
と
き
、
そ
こ
に
本
来
そ
の
「
無
量
劫
修
行
」
の
結

マ

ン

ダ

ラ

・

果
と
し
て
円
満
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
筈
の
〈
普
賢
菩
薩
の
行
の
総
体
〉
辻
、
完
全
に
円
満
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
)
。

善
財
は
文
殊
部
利
に
教
え
ら
れ
た
通
り
に
穂
雲
比
丘
の
許
に
到
り
、
徳
雲
比
丘
か
ら
は
、
「
憶
念
一
切
諸
仏
境
界
智
慧
光
明
普
見

法
門
」
と
い
う
一
つ
の
解
脱
門
(
い
わ
ば
一
つ
の
世
界
観
)
を
教
え
ら
れ
、
次
な
る
第
二
万
善
知
識
・
海
雲
比
丘

(mZ9350ち
と

の
許
に
行
っ
て
「
い
か
に
菩
寵
に
よ
っ
て
菩
薩
行
に
お
い
て
学
ば
る
べ
き
か
、
い
か
に
(
菩
窪
行
が
)
円
満
さ
る
べ
き
か
」
を
問
う

よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
。
か
く
て
善
財
は
最
終
的
な
到
達
点
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
一
人
の
善
知
識
の
も
と
に
到
っ
て
一
つ
の
解

脱
円
を
獲
得
し
、
そ
の
次
の
善
知
識
を
教
え
ら
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
、
い
わ
ば
盲

E
的
に
行
の
実
質
を
積
集
し
つ
つ
、
つ
い
に
最

務
的
に
第
五
十
三
番
目
の
善
知
識
・
弥
勤
菩
寵
の
居
域
・
毘
童
遮
那
荘
厳
議
大
楼
閣
(
〈

3
5
0
9
5
4
0
Z
Z
H
y
g
g
m
9
5
Z
1

59Fm長
田
寸

mmUHmw)
に
到
達
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
劇
的
構
成
に
お
け
る
五
十
三
と
い
う
数
字
は
、
同
じ
劇
的
構
成
の
中
で
「
一

吉
一
刊
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
産
後
、
文
殊
師
利
の
許
に
一
戻
っ
た
善
意
が
「
三
千
大
千
世
界
の
微
塵
数
の
諸
菩



ま

み

(

お

)

薩
に
見
え
、
そ
の
心
に
(
す
で
に
)
一
切
智
性
の
資
糧
を
積
集
し
た
者
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
る
通
り
、
そ
の
世
界
内

に
存
在
す
る
か
ぎ
ち
の
一
切
の
善
知
識
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
弥
勤
の
も
と
に
到
達
し
た
と
き
の
善
震
は
そ
れ
ら
一

切
の
善
知
識
を
一
人
々
々
訪
ね
て
訪
ね
お
わ
り
、
そ
れ
ら
一
人
々
々
の
善
知
識
の
解
説
内
に
お
い
て
体
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一

坊
衆
生
間
に
存
在
し
得
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
プ
ラ
ク
シ
ス
的
連
関
を
一
つ
一
つ
実
証
し
て
実
証
し
尽
し
た
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
そ
の
原
型
に
お
い
て
ゴ

l
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
l
ル
タ
が
試
行
錯
誤
的
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
難
行
苦
行
を
行
じ
了
っ
た
状
態

に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

善
財
が
そ
の
域
内
の
前
に
件
ん
で
い
る
と
丁
度
そ
こ
へ
弥
鞍
が
多
く
の
春
属
衆
を
従
へ
、
(
外
出
先
か
ら
)
帰
っ
て
く
る
。
弥
鞍

は
そ
れ
ら
春
罵
衆
に
向
っ
て
善
黙
の
勇
健
の
菩
提
心
を
護
え
、
善
財
に
そ
の
菩
提
、
む
の
秘
密
を
教
え
る
。
そ
れ
が
さ
き
に
掲
げ
た

(
四
六
頁
参
照
)
「
入
が
無
上
正
等
覚
に
向
け
て
(
初
め
て
)
発
心
し
た
持
、
そ
の
人
は
(
そ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
)
蕪
量
一
の
功

徳
を
積
集
し
て
し
ま
っ
た
者
で
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
の
テ
i
ぞ
で
あ
る
。

次
い
で
弥
勤
は
そ
の
「
毘
虚
遮
那
荘
議
議
大
楼
爵
」
の
内
に
入
る
よ
う
勧
め
る
。
弥
勤
の
弾
指
に
よ
っ
て
そ
の
門
は
自
然
に
開
き
、

善
財
は
そ
の
「
毘
麗
遮
那
の
荘
厳
の
蔵
」
に
入
る
。
こ
の
「
荘
厳
蔵
」

(
4
0
E
E吾
E
5
i苦
手
F
9
)

は
、
ゴ

i
タ
マ
・
プ
ッ
ダ

の
原
型
に
対
比
さ
せ
る
な
ら
ば
、
覚
れ
る
ゴ

i
ダ
マ
の
内
面
に
世
界
の
内
実
と
し
て
の
「
諸
法
」
(
〈
男
性
複
数
の
昏
号
B
9〉
)
す

な
わ
ち
「
衆
生
生
死
」
が
「
顕
現
し
た
」

(
Z
Z
5
9
5ロ
立
き

mWEEP-
ミ
て
・

7ω
・
?
斗
)
そ
の
事
態
に
対
中
め
す
る
。
す
な
わ

ち
、
「
毘
麗
遮
都
荘
議
蔑
大
楼
閣
」
は
〈
二
重
法
界
〉
に
お
け
る
〈
内
の
法
界
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
内
の
法
界
〉
に
入
っ
た
善

財
は
そ
こ
に
お
い
て
「
弥
動
菩
薩
の
威
神
力
」
が
現
じ
た
「
諸
菩
薩
の
不
可
思
議
の
境
界
」
が
そ
の
「
荘
厳
蔵
」
の
領
域
を
越
え
て

三
千
大
千
世
界
に
題
遍
し
、
そ
こ
に
お
い
て
菩
護
達
が
自
在
に
衆
生
利
益
の
活
動
を
展
開
す
る
そ
の
有
様
を
親
見
す
る
。
す
で
に
改

め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
三
千
大
千
世
界
は
〈
二
重
法
界
〉
の
〈
外
の
法
界
〉
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
外
の
法
界
〉

の
内
実
は
菩
薩
行
な
の
で
あ
る
。

幻
ル
ル
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

Z

)

(

津
毘
)

五
九



幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

;矛、
o 

善
財
は
悦
憶
と
し
て
し
ば
し
、
そ
れ
ら
「
諸
菩
寵
の
不
可
思
議
の
勝
業
の
境
界
」

の
観
照
に
耽
る

G

し
か
し
、

弥
勤
は
善
財
が
か

か
る
観
燕
に
習
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
再
び
弾
指
し
て
い
う
。

戸
4
p
・

t∞汁
}Hmw
}
2
F百三
5
2
P
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戸

Y
O吋
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m
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さ
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P
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ず
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舎宮内
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t
σ
F
m
z
o
マ

「
起
て
善
男
子
よ
。

こ
れ
ら
諸
法
の
法
性
は

(
か
く
の
如
く
で
あ
る
。

自・を
性・特
と・相
し・と
て・す
実・る
在・ー
な・切
ら・諸
ざ・法
る・ iま

善
男
子
よ
、

梧
互
に
)
無
礎
な
る
こ
と
と
各
々
に
現
前
す
る
こ
と

菩
薩
の
智
慧
に
よ
っ
て
加
持
せ
ら
れ
た
も
の

は
幻
、
夢
、
影
後
に
た
と
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

(
に
過
ぎ
ず
)
、

か
く
の
如
く
に

(
諸
法
)

華
厳
世
一
界
を
、
そ
の
構
造
を
劇
的
講
或
の
う
ち
に
呈
示
し
て
い
る
善
知
識
の
名
に
よ
っ
て
表
象
す
る
な
ら
、
そ
れ
泣
い
ま
ま
で
も

し
ば
し
ば
そ
う
呼
称
し
て
き
た
如
く
、
普
賢
法
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
普
賢
法
界
は
基
層
た
る
文
殊
法
界
、
す
な
わ
ち
、
善
知

識
・
文
殊
師
和
が
教
え
る
質
料
的
な
一
行
の
世
界
と
、
そ
の
行
と
い
う
実
質
の
上
に
「
加
持
さ
れ
た
」
イ
デ
ー
の
世
界
、
す
な
わ
ち
表

暑
と
し
て
の
弥
勤
法
界
と
の
二
書
溝
造
に
お
い
て
あ
る
。
弥
勤
が
善
財
に
展
開
し
て
み
せ
た
の
は
妻
、
実
の
苦
界
と
し
て
の
普
賢
法
界

の
イ
デ
ー
で
あ
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
善
財
は
そ
の
イ
デ
ー
の
み
の
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
彼
は
イ
デ
i
の
観
照
か
ら

「
起
」
っ
て
、
実
践
の
世
界
に
入
り
、
自
ら
の
行
に
よ
っ
て
そ
の
イ
デ
i
の
世
界
に
実
糞
を
号
え
ね
ば
な
ら
ま
い
。
で
あ
る
か
ら
弥

勤
誌
善
慰
を
イ
デ
ー
の
世
界
の
観
照
か
ら
起
さ
せ
、
そ
の
旅
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
(
園

E
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

b
)
を
な
す
と
こ
ろ

の
行
の
善
知
識
・
文
殊
師
利
の
許
に
戻
り
、
い
か
に
し
て
普
賢
法
界
に
入
り
宗
主

E
H
V
E
S
S
E
E怠
5
0
9ミ
P
B
S
A
Y
-
9
5

2
E
5
S
4
9
5い
き
い
か
に
し
て
そ
れ
を
再
清
十

?ι
〔」か

(
5
5
9昏

6
9
1
z
s
Z
2吐
き
じ
き
を
問
、
つ
よ
う
勧
め
る
。



文
殊
部
利
は
善
財
に
改
め
て
仔
を
中
断
せ
し
め
な
い
た
め
に
「
骨
根
」
(
部
門
主
舎
主
主
三
寸
)
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
一

点
を
教
え
、
善
財
を
そ
の
場
で
直
ち
に
普
賢
法
界
に
入
れ
し
め
、
自
ら
が
そ
れ
ま
で
い
た
場
所
(
〈
外
の
法
界
〉
の
辺
縁
、
メ
ル
ク

マ
ー
ル

b
)
に
屠
ら
し
め
、
告
ら
辻
そ
の
場
所
か
ら
何
処
か
へ
去
る
。
と
こ
ろ
が
善
財
は
そ
の
場
所
(
〈
外
の
法
界
〉
の
辺
縁
)
に

あ
り
な
が
ら
眼
前
に
「
金
制
蔵
菩
護
道
場
」
(
〈
号
。
志
向
。

z
m
9
5
g
iず

C
S
5
9
E戸
市
)
す
な
わ
ち
〈
内
の
法
界
〉
の
「
如
来
の

獅
子
座
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
〈
内
の
法
界
〉
の
中
心
、
に
坐
す
る
毘
雇
逮
那
の
前
、
「
宝
蓮
華
獅
子
座
」
(
豆
与
骨
三

5
3仏

B
m記
号
F
9
3

2
5す
き
m
w
)
)
に
坐
す
る
普
賢
菩
蓋
を
現
見
し
、
普
賢
辻
そ
の
「
右
の
手
を
農
べ
て
」
善
財
の
「
頂
を
産
触
す
る
」
。
す
な
わ
ち
、

善
財
は
普
賢
法
界
の
辺
縁
に
入
っ
た
と
き
、
期
、
そ
の
中
心
に
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
不
思
議
な
穣
制
が
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」

の
機
棋
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
普
賢
霊
長
に
畠
ら
が
そ
の
「
過
去
不
可
説
不
可
説
仏
梨
童
数
一
塁
に
菩
護
行
を
行
じ
て
「
一
切
軒
」
(
喜
三
宮
室
江
戸
)

を
求
め
、
そ
の
結
果
こ
の
「
究
寛
三
世
平
等
法
浄
法
身
」
(
三
苫
三
喜
m
w
z
m
己
主
ぎ
昏
号
E
m
p
w
m石川
HY--
・
・
:
S
2
m
E
ミ
立
言
伊
E
H
F
-

ゲ
ゲ
ト
ロ
ロ

m
w
F
)
、
ま
さ
に
さ
き
に
論
じ
た

K
・
バ
ル
ト
の
い
う
「
は
じ
め
で
あ
り
、
途
中
で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
時
に
そ
れ
ら
の
す
べ
て
」
(
四
O
頁
)
で
あ
る
と
こ
ろ
の
永
遠
の
存

在
の
神
の
状
態
(
そ
れ
が
「
大
日
経
』
③
の
次
な
る
「
金
関
頂
経
」
⑤
で
は
本
処
色
究
寛
天
王
宮
殿
に
位
置
す
る
法
身
・
見
慮
逮
那
計

大
毘
慮
遮
惑
に
対
応
し
て
い
る
:
:
・
)
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
さ
ら
に
善
震
に
邑
ら
の
そ
の
「
清
浄
の
身
」

(
5
9
5
P
5
9芸
を
さ
さ
き
E
Y
Q
γ

す
な
わ
ち
ド
ラ
マ
の
登
場
人
物
と
し
て
の
普
賢
が
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
普
賢
詰

界
の
真
実
の
栢
を
観
見
す
る
よ
う
勧
め
、
善
財
は
そ
れ
に
従
っ
て
そ
の
「
肢
節
の
一
一
の
毛
孔
の
中
に
皆
不
可
説
不
可
説
の
仏
科
海
」

を
存
在
せ
し
め
て
い
る
広
大
の
普
賢
法
身
自
普
賢
法
界
を
観
見
す
る
。
善
震
が
見
た
と
こ
ろ
、
そ
の
広
大
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
い

ま
善
財
の
眼
前
に
い
る
登
場
人
物
と
し
て
の
普
賢
は
無
量
劫
の
過
去
よ
り
一
貫
し
て
「
一
切
仏
利
微
塵
数
の
仏
の
化
身
雲
を
出
し
て

十
方
一
切
の
世
界
に
局
遍
し
て
衆
生
を
教
化
し
、
同
葬
多
羅
三
義
三
菩
提
に
向
」
わ
せ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
驚
く
べ
き
こ
と
に

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)



幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

津
田
)

善
財
自
身
も
ま
た
そ
の
無
量
劫
の
過
去
よ
り
一
貫
し
て
、
そ
の
「
普
賢
の
身
内
に
在
り
て
十
方
一
切
の
諸
の
世
界
の
衆
生
を
教
化
」

し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
哲
学
的
世
界
観
と
し
て
は
蓋
し
究
極
の
も
の
と
患
わ
れ
る
所
語
「
同
時
性
」

の
世
界
の
現
或
と
、
そ
の
苦
界
に
ま
さ
に
無
時
間
間
的
に
趣
入
し
た
善
財
の
存
在
は
、

〆'ー¥

C 
ト~

CD ....... 
てコ
0-

N
E
t
m
F
S什
)

$
5
5
9
-戸
ω
E
g
s
~
v
b円
。
引
け
げ
正
常
阿
佐

mwfmmBEmw寸}戸主
E
Z
F宮
市
主
吉
川
宮
内
弓
包
官
昆

mzmwミ
g
ロ
m
F
q
官庁

V
ω
P
E
g
s
-

ず

F9号。
σo(-E325kmqm吉
宮
室
町
内
9
Z
E
S
3
9
-
c
}向。
(
H
F
E
Eぐ

mwg許
可
一
三
日
記
江
志

09可
P
E
r
m
w

「
そ
こ
で
善
財
童
子
は
普
賢
菩
薩
の
教
令
に
従
い
普
賢
菩
薩
の
身
中
に
存
在
す
る
一
切
の
世
界
に
入
り
、

(
一
切
の
衆
生
を

教
化
し
)
成
熟
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」

と
い
う
さ
り
げ
な
い
表
現
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
文
に
お
け
る
絶
対
分
詞
と
複
合
完
了
(
百
号
q
y
g
m
t
o

宮
正
2
け
)
の
連
合
に
注
呂
す
る
。
す
な
わ
ち
、
劇
中
の
善
信
辻
、
そ
の
世
界
の
イ
デ
i
を
観
見
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
三
世

間
時
的
に
な
す
べ
き
行
の
過
程
を
す
べ
て
な
し
了
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
善
財
の
求
法
物
語
は
、
華
厳
世
界
の
「
初
発
心
時
使
成
正
覚
」
の
機
制
を
そ
の
最
終
的
な
様
相
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に

示
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
そ
こ
で
終
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
す
べ
て
を
な
し
了
っ
て
い
る
筈
の
善
訪
は
、
し
か
も
「
或
る
科
に
お

い
て
は
一
劫
の
詞
留
っ
て
活
動
し
、
乃
至
、
或
る
剰
に
お
い
て
は
不
可
説
不
可
説
仏
利
綴
塵
劫
の
間
留
っ
て
活
動
を
継
続
し
た
。

(
こ
の
様
に
し
て
或
る
一
つ
の
科
に
お
い
て
活
動
し
て
い
る
場
合
)
そ
の
利
か
ら
動
か
ず
に
し
か
も
念
々
に
中
と
還
と
な
き
科
海
に

入
号
、
衆
生
を
同
葬
多
羅
三
義
菩
提
に
お
い
て
成
熟
し
た
」
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ソ
、
そ
し
て
こ
の
文
章
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
華
厳

世
界
の
講
造
な
い
し
存
在
機
制
を
理
解
す
る
た
め
の
キ
i
ワ
i
ド
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
き
吾
可

2
5
Z
Sけ
と
い
う
語
に
導

び
か
れ
る
次
の
文
へ
と
続
い
て
善
財
の
求
法
の
物
語
り
を
完
結
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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⑦
H
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S
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0
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℃ 
守+
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mmHHa・く
9tw汁
Fmpmmwけ
mwi

g
B
m
F
S
E
i
-
-
-
ゲ
巳
94巴
3
5
(日

〕

19mmWEEPS-::
・
5
9
F
P
E巴
守
山
2

5
9
y
h
p
}
3
2
H
ω
P
S
5
9
$
5
2
5ミ
号
。
き
宮
内
主
言
。
ぐ
F
5
0
5
m三日付戸内ぐ
E91

(
お
)

g
B
m
E
P
E
S
-名
門
的
苦
汁
伊
豆
、

「
か
く
し
て
彼
は
次
第
し
て
つ
い
に
、
そ
の
行
顧
の
海
の
如
く
に
広
大

な
る
こ
と
普
賢
菩
寵
(
の
そ
れ
)
に
等
し
き
状
態
に
到
達
し
、
:
:
:
そ

の
(
十
)
力
と
(
六
)
無
畏
に
お
い
て
、
そ
の
大
慈
と
大
悲
と
に
お
い

て
、
そ
の
不
可
思
議
の
菩
護
の
解
説
の
神
変
を
現
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、

一
切
の
如
来
と
の
平
等
性
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
お
い
て
「
初
発
心
時
覆
或
正
覚
」
、
し
か
も
、
「
無
量
劫
移
行
」
と
い

う
大
乗
仏
教
の
世
界
の
存
立
の
、
ま
た
は
そ
の
世
界
内
に
実
践
的
に
存
在
す
る

大
乗
の
人
々
(
菩
産
)
の
実
存
の
〈
弁
証
法
的
〉
機
制
は
そ
の
完
全
な
か
た
ち

〈
弁
証
法
的
〉
機
制
を
反
映
し
て
、
そ
の
世

で
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

界
の
構
造
は
上
図
の
如
く
に
一
不
さ
れ
る
(
図
E
)
。
そ
し
て
、
こ
の
普
賢
法
界
の

構
造
に
忠
実
に
従
っ
て
そ
れ
を
図
絵
マ
ン
ダ
ラ
と
し
て
表
現
し
た
の
が
『
大
ヨ

経
」
③
の
大
悲
治
義
生
マ
ン
ダ
ラ
(
玄
吾
川
持
母

Z
Z号
喜
主
将
H
F
F
ミ
9
5喜
子

幻
化
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

産
自
)



9
-
9
)
 

註

幻
化
サ
ン
ヴ
ア
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
研
究
(

I

)

(

幸
田
)

ノ、
IZB 

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
以
下
、
次
号
に
続
く
)

(
1
)
 

の
マ
ン
ダ
ラ
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
C
『
可
匂
』
以
前
に
、
『
反
密
教
学
」
、

一
九
八
七
年
、
リ
ブ
ロ
ポ
i
ト

『
秘
密
集
会
』

所
収
の
「
「
、
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
』

i

iイ
ン
ド
密
教
に
於
け
る
郎
身
成
仏
の
思
想
と
そ
の
儀
礼
」
、
及
び
「
『
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
」
か
ら

見
た
『
金
岡
市
民
ノ
経
』
の
タ
ン
ト
ラ
的
行
法
」
、
『
東
方
」
第
二
号
、

一
九
八
六
年
一
一
丹
、
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

(
2
)
 

は
唯
嘉
な
る

の
み
に
し
て
、
我
(
ア
l
ト
マ
ン
)
に
決
し
て
存
在
せ
ず
。
(
そ
れ
辻
)
根
の
境
界
(
に
す
ぎ
な
い
も
の
)
で
あ
る
か
ら
、
世
需
は
無
意
義

な
り
と
し
て
捨
て
ら
る
べ
き
で
あ
る
」

(
E
五

2
2
号
ロ
ヨ
包

5
9
5
3‘
円
四

E
S
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
応
は
表
現
の
上
で
は

そ
れ
沼
ど
強
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
醤
処
が
空
海
『
十
住
心
論
」
に
お
け
る
第
五
住
心
た
る
抜
業
国
謹
生
心
、
す
な
わ
ち
、
縁
覚
乗
、

大
正
蔵
巻
一
入
、
三
頁
中
段
一
行
の
「
如
是
解
唯
謹
禁
我
。
根
境
界
掩
留
修
行
」
に
対
志
す
る
西
蔵
訳
は
、
「
比
(
世
間
)

す
な
わ
ち
、
覚
り
の
後
、
説
法
以
前
の
ブ
ッ
ダ
の
心
境
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
そ
の
意
味
が
強
寵
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
3
)
 
「
南
伝
大
義
経
」
巻
三
、

一
九
頁
。

(
4
)
 
和
辻
哲
郎
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」
、
岩
波
書
底
刊
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
(
昭
和
三
十
七
年
)
第
五
巻
、
二
六
O
頁。

(
5
)
 
そ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
三
華
厳
経
」
「
入
法
界
品
」
に
お
け
る
弥
鞍
法
界
の
理
念
と
そ
の
神
論
的
宇
宙
論
的
意
味
」
、
『
国
際
仏
教
学
大
学

院
大
学
研
究
紀
要
」
第
一
号
、
九
七
真
参
照
。

(
6
)
 

一
九
六
六
年
、
新
教
出
版
社
、
三
酉
六
頁
。

『
ブ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
」

4
、

(
7
)
 

一
九
六
七
年
、
新
教
出
版
社
、
二
盟
七
夏
。

『
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
著
作
集
」
弘
、

(
8
)
 
エ
パ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
『
神
の
春
在
・
バ
ル
ト
神
学
研
究
』
、
大
木
英
夫
・
生
藤
奇
部
訳
、

ヨ
ル
ダ
ン
社
、

一
九
八
四
年
、

七
九
頁
参

河
口
山
。

n
口
μ



(
9
)
 

(
日
)

(
日
)

(
立
)

(
日
)

(
弘
)

(
日
)

(
時
)

(ロ)
(
国
)

(
日
)

(
お
)

(
包
)

(
包
)

(
お
)

(
担
)

(
お
)

(
お
)

(
幻
)

前
掲
書
、
二
二
二
夏
、
出
・
主
口
問
。
-

む
乏
な
め
ぬ
3
5
2円
号
制
司
令
、
号
5
・
寸
出

σい口問
@
H
戸ゆ一
s
a
p

∞-
H
O
∞。

大
木
・
佐
藤
訳
ユ
ン
ゲ
ル
前
掲
書
、

一真。

札守主・∞

-r
大
木
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Summary 

T~ A Study of Ma吋alasof the MiiyiisαrfzuG降 tantra.Part 

t 1， The Original Structure of Ma討alas，as Restored from 

7the Image of the Original，Real World of Gotama，the 

ラ Buddha， and its Mahayanic Transformations and 

マ Substantialzationsin the System of the GalJ-q，αvyiiha-siitrα 
ン
ダ Shin'ichiTsuda 
ラ
研
究 This paper aims 抗 告scribingthe system of the Mayasariwαratαntra， 

~ which， together with the system of the GuhyαsαmaJα-tantnα， serves 

言 asa bridge between the Sαruatαthagatαtatt凶 samgrahα-tantra，the 

田 foundationof a genuine esoteric system of attaining enlightenment 

instantaneously， and the Heuajrα-tantra， the extremity of Tantric 

Buddhism， in the historical development of Buddhist thought in India. 

In the case of tantric system such as the system of the Mayasa 

muara-tαntra， the “thoughγis not presented directly in any teachings 

or dogmatic systems apparent on the surface of the text; as a result， 

any restoration must be done through analyzing the hidden meaning 

of the ma♀clalas of the system. This is why we investigate， in the 

present paper， the structure and contents of the original image of the 

world which is said to have as appeared to Gotama， the Buddha， in 

his experience of enlightenment， His experience forms the substance 

of his second 'sattゐ α治 cutiipαpata一元αT}a'(that is， the wholeaggregate 

of all the chains of transmigratory lives of all living beings)， and its 

mahay亘nictransformations and substantializations as given in the 

system of the Gαnd，αuyiihα-siitr，α， We realize the meaning of the 

:t maI)clalas of the May丘samuαra-tantTiαonlywhen we observe them 

ageinst the background of the coherent transitions of the Buddhist 

image of the world. This course was first set by the “critical" 

development of the Mahay丞nicsystem of the GαT}rjαuyiihα-siitra from 

the original system of the Buddha himself. 

( 1 ) 


