
ま
だ
自
分
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
い
う
年
齢
に
は
至
っ
て
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
こ
の
度
、
大
谷
大
学
仏
教
学
会
に
お
招
き
を

受
け
て
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
研
究
の
目
的
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
す
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。

人
に
は
誰
で
も
、
自
分
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
事
で
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
書
籍
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
新
聞
な
ど
で

「
わ
た
く
し
に
と
っ
て
の
一
冊
」
と
い
う
よ
う
な
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
、
そ
の
人
に
と
っ
て
特
別
の
思
い
の
あ
る
本
の
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
に
と
っ
て
も
、
仏
教
学
そ
れ
も
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
思
想
の
研
究
を
、
原
典
を
使
っ

て
、
志
す
に
至
っ
た
節
目
に
あ
た
る
時
期
に
出
遭
っ
た
本
で
、
現
在
な
お
印
象
に
強
く
残
っ
て
い
る
も
の
が
、
一
冊
で
は
な
く
て
、
二
冊

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
こ
の
大
谷
大
学
に
御
関
係
の
先
生
方
が
お
書
き
に
な
っ
た
御
本
で
す
の
で
、
ま
ず
そ
の
こ
と
か

ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

そ
の
う
ち
の
一
冊
は
、
山
口
益
先
生
の
「
フ
ラ
ン
ス
仏
教
学
の
五
十
年
」
（
一
九
五
四
年
、
平
楽
寺
書
店
刊
）
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は

稲
葉
正
就
先
生
の
「
チ
ベ
ッ
ト
語
古
典
文
法
学
」
（
一
九
五
四
年
、
法
蔵
館
刊
）
で
す
。
稲
葉
先
生
の
御
本
は
と
も
か
く
と
し
て
、
山
口
先

生
に
は
「
般
若
思
想
史
」
と
か
『
仏
教
に
お
け
る
無
と
有
の
対
論
」
と
か
名
著
と
い
わ
れ
る
も
の
が
他
に
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

一
切
智
研
究
の
め
ざ
す
も
の

は
じ
め
に

川

崎

信

定
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そ
ち
ら
の
方
の
一
冊
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
こ
が
主
観
的
な
事
柄
で
し
て
、
私
に
と
っ
て
は
や
は
り
『
フ
ラ

ン
ス
仏
教
学
の
五
十
年
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
御
本
が
世
に
出
た
の
が
昭
和
二
十
九
年
で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
が
大
学
に
入
っ
た
年
で
す
。
も
ち
ろ
ん
刊
行
後
す
ぐ
読
ん
で
い
た

わ
け
で
は
な
く
て
、
五
年
程
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
印
度
哲
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
決
め
て
、
こ
の
小
さ
な
白
い
フ
ラ
ン
ス

綴
じ
の
本
を
本
郷
の
山
喜
房
仏
耆
林
で
買
い
求
め
て
読
ん
で
す
っ
か
り
虜
に
な
り
ま
し
た
。
何
回
も
何
回
も
読
ん
で
は
、
ン
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ

ヴ
ィ
だ
と
か
、
ド
ウ
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
・
プ
サ
ン
だ
と
か
、
ポ
ー
ル
・
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
だ
と
か
、
あ
る
い
は
マ
ル
セ
ル
・
ラ
ル
ー
先
生
の

お
仕
事
を
知
り
、
ま
る
で
こ
れ
ら
の
大
先
生
が
皆
お
友
達
の
よ
う
に
す
ぐ
に
お
話
が
で
き
る
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
。
な
ぜ

ア
メ
リ
カ
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
ド
イ
ツ
で
も
な
く
て
フ
ラ
ン
ス
の
仏
教
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
今
の
自
分
に
は
説
明

が
つ
き
ま
せ
ん
が
、
山
口
先
生
の
お
書
き
に
な
る
文
章
の
セ
ン
ス
と
い
う
か
、
そ
れ
こ
そ
エ
ス
プ
リ
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
始
め
は
お
よ
そ
ミ
ー
ハ
ー
的
な
関
心
か
ら
仏
教
学
に
近
付
い
て
い
っ
た
の
で
す
。

稲
葉
先
生
の
御
本
の
方
に
は
も
う
少
し
專
門
的
に
近
付
き
ま
し
た
。
昭
和
一
二
十
四
年
に
東
京
大
学
文
学
部
の
印
度
哲
学
研
究
室
で
中
村

元
先
生
が
「
チ
ベ
ッ
ト
語
初
等
文
法
」
の
講
義
を
担
当
さ
れ
て
、
現
在
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
教
授
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
ワ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

さ
ん
や
柏
木
弘
雄
さ
ん
・
岡
部
和
雄
さ
ん
た
ち
と
五
・
六
人
で
わ
た
く
し
は
受
講
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
た
の

が
、
稲
葉
先
生
の
御
本
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
御
本
の
初
版
本
に
は
、
「
『
ン
シ
三
十
頌
」
や
「
性
入
法
」
の
解
説
が
は
じ
め
の
方
に
あ
っ

て
、
と
て
も
文
法
の
実
用
書
と
は
い
え
な
い
、
難
解
な
も
の
で
し
た
。
む
し
ろ
「
な
ん
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
か
」
と
、
疑
問
に
思
え
ま
し
た
。
で
も
中
村
先
生
は
、
稲
葉
先
生
の
な
さ
っ
た
「
円
測
「
解
深
密
経
疏
」
第
八
巻
’
第
十
巻
散
逸
部
分

の
研
究
」
の
お
仕
事
を
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、
「
こ
れ
か
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
研
究
の
目
指
す
べ
き
方
向
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
こ
の
本
の

中
に
あ
る
の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
あ
の
文
法
書
を
使
わ
れ
た
の
で
す
。
わ
た
く
し
た
ち
も
そ
の
う
ち
に
慣
れ
て
き
て
、
む
し
ろ
あ
の

御
本
の
後
部
に
つ
い
て
い
る
索
引
を
使
う
こ
と
で
、
実
用
の
文
法
以
上
の
も
の
を
、
す
な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
語
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
翻

戸局
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訳
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
の
よ
う
な
も
の
を
理
解
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
今
に
な
っ
て
思
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
分
の
学
問
の
形
成

に
と
っ
て
の
大
谷
大
学
の
お
二
人
の
先
生
方
の
学
恩
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
大
き
さ
が
、
こ
ち
ら
が
年
齢
が
い
っ
て
く
る
と
と
も
に
、
感

じ
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
と
、
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
本
年
春
に
第
八
十
四
回
日
本
学
士
院
賞
と
い
う
賞
を
受
賞
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
学
者
と
し
て
は
本
当
に
う
れ
し
い
、
な
に
か
「
自
分
の
身
に
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
て
よ
い
も
の
か
な
」
と
い
う
、
夢
の
よ
う

な
気
持
ち
が
い
た
し
ま
し
た
。
六
月
六
日
の
授
賞
式
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
・
首
相
・
文
部
大
臣
ほ
か
の
方
々
に
ご
臨
席
い
た
だ
き
、
上

野
公
園
の
日
本
学
士
院
会
館
で
頂
戴
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
機
会
に
受
賞
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
し
た
仕
事
を
、
関
係
す
る
植
物
や

鉱
物
の
標
本
と
か
、
発
明
し
た
機
械
の
模
型
と
か
設
計
図
で
あ
る
と
か
、
写
真
の
展
示
を
前
に
両
陛
下
に
対
し
て
三
分
間
で
御
説
明
申
し

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
わ
た
く
し
の
場
合
は
仏
教
の
「
一
切
智
思
想
の
研
究
」
と
い
う
自
分
の
著
書
と
そ
れ
に
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
写
本
を
前
に
し
て
の
御
説
明
で
し
た
が
、
上
気
し
て
し
ま
っ
て
な
に
を
ど
う
御
説
明
し
た
の
か
記
憶
に
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
っ
と
い
う
間
に
三
分
間
が
過
ぎ
て
、
次
に
陛
下
の
御
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。

「
明
治
時
代
日
本
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
入
っ
て
仏
教
を
研
究
し
た
人
に
河
口
慧
海
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
い
た
は
ず
で
す
が
、
あ
な
た
の
ご

研
究
に
関
係
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
い
う
御
質
問
で
し
た
。
そ
こ
で
河
口
慧
海
師
が
日
本
に
招
来
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
チ
ベ
ッ
ト

語
の
文
献
や
資
料
が
東
京
大
学
と
か
東
北
大
学
と
か
東
洋
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
研
究
者
の
便
宜
に
大
い
に
役
だ
っ
て
お
り
、
自
分
も
そ
の

恩
恵
を
被
っ
て
勉
強
で
き
た
こ
と
な
ど
を
含
め
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
し
た
。
美
智
子
皇
后
陛
下
か
ら
は
、
「
川
崎
さ
ん
は
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
に
も
と
づ
い
て
チ
ベ
ッ
ト
語
が
で
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
言
語
が
人
工
的
に
で
き
る
も
の
な
の
で

す
か
？
」
と
い
う
、
こ
れ
も
大
変
ポ
イ
ン
ト
を
突
く
御
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
御
質
問
に
対
し
て
は
、
汗
を
か
き
な
が
ら
、
そ
れ
で

も
日
本
人
が
漢
文
を
返
り
点
や
レ
点
で
読
ん
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
や
、
ま
た
明
治
初
期
の
西
周
の
訳
語
に
も
と
づ
い
た
「
哲
学
字

彙
」
編
集
の
努
力
が
あ
っ
た
の
と
同
様
の
苦
心
が
、
イ
ン
ド
古
代
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
読
む
チ
ベ
ッ
ト
人
に
も
存
在
し
た
こ
と
を
、
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わ
た
く
し
た
ち
が
、
自
分
自
身
で
本
当
に
尊
敬
し
、
信
頼
し
、
自
分
の
考
え
・
価
値
判
断
・
行
動
す
べ
て
の
基
準
と
し
た
い
も
の
を
持

っ
て
い
る
時
、
そ
れ
が
神
と
い
う
名
の
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
教
祖
自
身
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
水
晶
の
珠
で
あ
れ
、
コ
ム
ピ
ュ
ー
タ
と

い
う
機
械
で
あ
れ
、
そ
の
も
の
は
常
に
完
全
で
あ
り
、
誤
る
こ
と
な
く
、
す
な
わ
ち
無
謬
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
、
そ
の
よ
う
に
要
請
し

ま
す
。
世
界
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
い
ず
れ
の
学
派
・
ど
の
宗
派
に
お
い
て
も
、
ま
ず
「
自
分
た
ち
の
教
祖
は
、
ま
た
は
自
分
の
信
ず

る
神
は
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
は
常
に
正
し
く
、
真
理
を
知
り
、
そ
れ
を
説
い
て
い
る
」
と
い
う
自
信
・
自
覚
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
表
明
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
教
祖
に
従
う
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
？
宗
派
の
人
た
ち
も
、
「
自
分
た
ち

が
信
奉
す
る
神
、
自
分
た
ち
が
尊
敬
す
る
教
祖
・
師
匠
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
が
属
す
る
集
団
・
教
団
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
常
に
正
し
く
完

も
の
な
の
で
す
。

さ
て
そ
ろ
そ
ろ
本
題
の
「
一
切
智
研
究
の
め
ざ
す
も
の
」
に
入
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

《
一
切
智
》
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
の
ゞ
切
閏
く
旦
園
（
一
切
を
知
る
存
在
）
・
》
を
漢
訳
し
た
こ
と
ば
で
あ
り
ま
す
。
英
語
で

は
ゞ
弓
①
○
日
目
②
日
の
目
？
冒
四
）
に
相
当
し
、
現
代
語
で
は
「
全
知
者
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
た
く
し
の
研
究
は
、
イ

ン
ド
仏
教
に
お
け
る
《
一
切
智
》
（
“
閏
ぐ
且
冒
）
と
い
う
考
え
方
の
歴
史
的
展
開
を
イ
ン
ド
古
典
諸
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
・
漢
訳
諸
文
献
原
典

資
料
の
う
ち
に
跡
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
分
析
、
検
討
し
て
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
思
想
史
に
持
つ
意
義
を
探
求
し
よ
う
と
試
み
た

稲
葉
先
生
の
御
本
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
一
生
懸
命
お
答
え
い
た
し
ま
し
た
。
は
た
し
て
ど
の
く
ら
い
正
し
く
お
伝
え
で
き
、

お
判
り
い
た
だ
け
る
答
え
に
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
す
。
た
だ
、
こ
ち
ら
の
、
狭
い
勉
強
だ
け
の
も
ぐ
ら
の
よ
う
に
、
世
間
の
こ

と
は
ま
っ
た
く
判
ら
な
い
人
間
の
研
究
に
対
し
て
、
鋭
く
そ
し
て
内
容
を
良
く
理
解
な
さ
っ
て
の
御
質
問
の
お
態
度
と
お
二
人
の
誠
実
な

お
人
柄
に
は
大
変
に
感
銘
を
受
け
て
、
す
っ
か
り
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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全
で
あ
る
」
と
信
じ
て
、
そ
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
き
た
の
で
す
。

知
に
お
い
て
そ
の
究
極
を
究
め
た
も
の
、
知
の
完
全
者
を
《
全
知
者
》
・
《
一
切
智
》
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
の

宗
教
・
い
つ
の
時
代
の
思
想
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
予
想
し
う
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
予
想
し
期
待
す
る
と
こ
ろ

に
反
し
て
、
《
一
切
智
》
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
閏
く
四
蔵
四
は
イ
ン
ド
最
古
の
聖
典
「
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
は
一
度
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同
義
語
己
習
い
‐
く
ぼ
に
し
て
も
僅
か
数
回
現
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
ま
た
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
文
献
に
お
い
て

も
、
こ
の
い
閏
く
四
一
コ
画
の
語
は
比
較
的
後
代
に
お
い
て
現
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
ウ
パ
ニ
、
ン
ヤ
ッ
ド
に
お
い
て
、
こ
の
一
切
と
は
、

こ
の
世
の
も
の
す
べ
て
、
現
象
界
の
差
別
相
の
一
切
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
そ
れ
ら
と
し
て
あ
ら
し
め
る
第
一
原

理
で
あ
る
超
越
的
な
存
在
者
、
ア
ー
ト
マ
ン
や
ブ
ラ
フ
マ
ン
ま
た
は
プ
ル
、
ン
ャ
と
同
一
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
切
に
関
す
る
知
は
、

瞑
想
の
修
行
を
究
め
た
ヨ
ー
ガ
行
者
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
完
全
知
と
は
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
持
つ
知
と
し
て
理
解
さ
れ
て

こ
の
よ
う
に
使
用
例
が
少
な
く
、
用
法
も
限
ら
れ
て
い
た
の
で
し
た
が
、
そ
れ
が
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
有
神
的
傾
向
の
強
ま
り
と

と
も
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
そ
の
後
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
文
献
に
お
い
て
、
非
常
な
頻
度
を
も
っ
て
こ
の
《
一
切
智
（
サ
ル
ヴ
ァ
ジ
ュ
ニ
ャ
）
》

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
思
想
を
永
年
に
わ
た
っ
て
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
Ｐ
．
Ｓ
・

ジ
ャ
イ
ニ
教
授
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
こ
の
切
貰
く
ゅ
蔵
騨
の
語
お
よ
び
《
一
切
智
》
思
想
の
形
成
に
、
仏
教
が
、
そ
し
て
と
く

に
ジ
ャ
イ
ナ
教
が
特
別
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
貢
献
を
な
し
た
と
主
張
す
る
学
者
も
あ
る
の
で
す
。

仏
教
徒
の
場
合
、
理
想
の
究
極
と
し
て
の
完
全
で
あ
る
べ
き
存
在
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ブ
ッ
ダ
（
仏
陀
）
で
す
。
そ
し
て
た
し
か
に
「
ブ

ッ
ダ
が
、
知
識
の
面
に
お
い
て
も
完
全
者
・
全
知
者
Ｉ
す
な
わ
ち
、
一
切
を
知
る
存
在
Ｉ
《
一
切
智
者
》
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、

仏
教
の
歴
史
の
き
わ
め
て
初
期
の
段
階
か
ら
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
立
場
を
異
に
し
、
別
の
主
張
す

る
も
の
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
徒
の
主
張
・
立
場
と
い
う
も
の
は
荒
唐
無
稽
で
あ
り
、
あ
ざ
笑
い
、
退
け
ら
れ
る
べ
き
も

い
た
の
で
し
た
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こ
の
よ
う
な
回
答
を
ブ
ッ
ダ
か
ら
得
て
、
ウ
パ
カ
は
「
あ
る
い
は
、
尊
者
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
い
な

が
ら
も
、
頭
を
振
り
つ
つ
、
傍
道
に
入
っ
て
行
っ
た
の
で
し
た
。

以
上
の
ウ
パ
ヵ
と
の
出
会
い
は
、
ブ
ッ
ダ
の
初
転
法
輪
以
前
に
遡
る
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
持
つ
傑
出
し
た
特
性
を
認
め
な

が
ら
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
傍
道
に
入
っ
て
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ
は

わ
れ
に
教
師
な
し
。
」

す
C

「
お
お
、
尊
者
よ
、
汝
の
眼
・
鼻
・
口
・
耳
は
清
ら
か
で
あ
り
、
皮
層
の
色
は
清
く
白
い
。
尊
者
よ
、
汝
は
な
に
を
目
的
と
し
て
出
家

し
た
の
で
あ
る
か
。
ま
た
汝
の
師
匠
は
な
に
人
で
あ
る
か
。
汝
は
な
に
人
の
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
。
」

ア
ー
ジ
ヴ
ィ
ヵ
教
徒
ウ
パ
ヵ
に
問
い
か
け
ら
れ
た
ブ
ッ
ダ
は
次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。

、
、
、
、
、
、
、

「
わ
れ
は
一
切
に
勝
て
る
も
の
な
り
、
一
切
を
知
る
も
の
な
り
。
一
切
の
物
事
に
お
い
て
汚
れ
あ
る
こ
と
な
し
。
わ
れ
に
煩
悩
な
く
、

一
切
の
欲
望
を
離
れ
て
、
解
脱
せ
る
も
の
な
り
。
み
ず
か
ら
覚
り
た
る
も
の
に
し
て
、
な
に
人
を
か
〔
師
匠
と
し
て
〕
提
示
で
き
よ
う
か
。

「
ブ
ッ
ダ
が
、
真
の
意
味
に
お
い
て
一
切
法
の
覚
知
者
で
あ
る
か
？
か
れ
に
超
人
間
的
な
知
慧
や
能
力
が
存
す
る
の
か
？
」
と
い
う

疑
問
の
提
出
は
、
そ
の
も
っ
と
も
素
朴
な
形
と
し
て
は
、
菩
提
樹
下
で
成
道
の
後
で
立
ち
上
が
っ
て
ガ
ャ
ー
に
赴
く
途
中
の
ブ
ッ
ダ
と
遭

遇
し
た
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
ヵ
教
徒
（
邪
命
外
道
）
ウ
パ
ヵ
の
態
度
に
看
取
で
き
ま
す
。
ウ
パ
カ
は
次
の
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
に
声
を
か
け
た
の
で

の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
耳
を
傾
け
、
聰
く
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
仏
教
以
外
の
他
の
思
想
学
派
、
と
く
に
バ
ラ
モ
ン
教

の
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
か
ら
は
激
し
い
論
難
と
反
駁
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
た
ち
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
仏

教
徒
と
は
異
な
る
主
張
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
仏
教
徒
以
外
の
他
の
宗
教
か
ら
の
攻
撃
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
内
部
に
お
い

て
も
、
部
派
の
違
い
や
そ
れ
ぞ
れ
が
奉
ず
る
教
説
の
立
場
の
違
い
か
ら
ブ
ッ
ダ
の
知
の
分
析
と
検
討
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
な
さ
れ
て
き
た

て
も
、
蔀

の
で
す
。

ヲ1
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最
初
の
布
教
で
弟
子
作
り
に
失
敗
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。

こ
の
仏
伝
中
の
ウ
パ
カ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
素
朴
な
原
型
が
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
完
成
者
す
な
わ
ち
如
来
が
み
ず
か
ら
の
あ
り
方
を

《
一
切
を
知
る
存
在
》
と
し
て
自
覚
し
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
表
明
し
た
こ
と
は
、
仏
教
文
献
に
お
い
て
そ
の
最
初
期
の
も
の
に
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
者
と
し
て
の
自
覚
の
表
明
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
人
間
の
知
の

側
か
ら
の
跡
づ
け
あ
る
い
は
疑
問
の
噴
出
と
い
え
る
も
の
も
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
ウ
パ
カ
の
事
例
の
ほ
か
に
も
、
パ
ー
リ
語
で
残
さ
れ
て
い
る
初
期
仏
教
経
典
か
ら
は
、
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
（
波
斯
匿
）
王
が
、
当
時

ア
ー
カ
ー
サ
婆
羅
門
が
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
噂
を
流
し
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ッ
ダ
自
身
に
事
の
真
偽
を
確
か
め
て
い
た
事
実
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
と
き
ブ
ッ
ダ
は
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
に
「
大
王
よ
、
わ
た
く
し
は
以
下
の
ご
と
く
に
述
べ
た
こ
と
を
認
め
る
。
Ｉ
《
同

時
に
一
切
を
知
り
、
一
切
を
見
る
沙
門
・
婆
羅
門
は
存
せ
ず
。
か
か
る
境
地
は
存
せ
ず
》
と
。
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
一

切
を
一
時
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ブ
ッ
ダ
自
身
が
表
明
し
た
、
否
定
的
側
面
を
語
る
逸
話
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
間
は
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
に
お
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
長
老
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
一
切

を
知
る
知
と
は
傾
注
（
凶
且
冒
幽
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
心
を
傾
け
、
注
意
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
は
知
ろ
う
と
欲
す
る
事

柄
の
す
べ
て
を
知
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ャ
』
に
は
、
二
人
の
ロ
ー
カ
ー
ャ
タ
（
順
世
）
派
の
婆
羅
門
が
ブ
ッ
ダ
の
も
と
に
至
っ
て
、
プ
ー
ラ

ナ
・
カ
ッ
サ
パ
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
師
の
ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
の
獲
得
し
た
知
恵
の
境
地
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
こ
と
を
伝
え
て

「
友
よ
、
ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
は
、
一
切
知
者
・
一
切
見
者
・
残
り
な
き
知
見
あ
り
と
自
認
す
る
も
の
な
り
。
か
れ
は
言
う
。

ｌ
《
わ
れ
に
行
・
住
・
眠
・
宿
を
問
わ
ず
、
常
に
不
断
に
知
見
が
生
起
す
る
も
の
な
り
。
》
Ｉ
と
。
こ
れ
は
事
実
で
あ
ろ
う
か
？
」

こ
の
よ
う
に
問
わ
れ
て
ブ
ッ
ダ
は
、
か
れ
ら
の
知
の
状
態
が
ま
だ
完
全
に
諸
欲
を
離
脱
し
て
い
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

ナ
・
力
靹

い
ま
す
。

72



以
上
、
ご
く
僅
か
な
例
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
パ
ー
リ
語
文
献
に
み
ら
れ
る
ブ
ッ
ダ
お
よ
び
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
師
の
一
切

智
者
で
あ
る
こ
と
へ
の
言
及
に
対
し
て
Ｉ
後
代
に
お
け
る
潤
色
の
経
過
を
も
含
め
て
Ｉ
こ
の
よ
う
に
検
討
を
行
っ
て
み
ま
す
と
、
仏

教
・
ジ
ャ
ィ
ナ
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
主
の
《
一
切
智
》
の
主
張
に
は
、
表
現
語
句
の
定
型
化
、
平
行
・
類
似
・
影
響
関
係
が
顕
著
に
見
ら

れ
ま
す
。
ま
た
仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
双
方
が
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
熟
知
し
て
い
る
事
実
と
、
そ
し
て
よ
く
お
互
い
に
そ
れ
ぞ

れ
の
教
主
の
《
一
切
智
》
を
話
題
と
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
の
で
す
。

如
来
の
《
一
切
智
》
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
代
に
な
っ
て
部
派
仏
教
に
お
い
て
は
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。
『
倶
舎
論
」
の

「
破
我
品
」
に
は
犢
子
部
と
論
主
世
親
の
《
一
切
智
》
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
倶
舎
論
」
の
「
根
品
」
に
は
、

ブ
ッ
ダ
の
未
来
法
の
予
知
能
力
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
倶
舎
論
』
の
「
分
別
智
品
」
に
お
い
て
は
、
知
と
所
縁
と

の
関
係
を
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
箇
所
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
一
切
法
を
無
我
で
あ
る
と
知
る
異
生
お
よ
び
聖
者
の
も
つ
世
俗
の

正
知
に
つ
い
て
で
す
。
有
部
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
知
は
第
一
刹
那
だ
け
で
は
諸
法
一
切
を
所
縁
と
し
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
知
は
第
二
刹
那
に
は
前
刹
那
の
知
の
自
性
お
よ
び
こ
れ
に
相
応
し
倶
起
し
た
諸
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
第

一
・
第
二
の
二
刹
那
が
あ
れ
ば
一
切
法
を
所
縁
と
し
た
世
俗
知
の
《
一
切
智
》
が
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
有
部
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
無

擬
で
あ
っ
て
か
つ
不
共
の
力
を
備
え
た
仏
知
で
あ
っ
て
も
な
お
、
一
刹
那
心
を
も
っ
て
し
て
は
一
切
を
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す

る
、
非
常
に
厳
し
い
考
え
方
を
し
て
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
仏
知
よ
り
能
力
の
限
り
の
あ
る
聖
道
智
や
阿
羅
漢
の
知
に
お
い
て

は
、
ま
し
て
や
世
俗
の
人
知
に
お
い
て
は
、
一
切
所
知
の
一
刹
那
で
の
覚
知
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。

認
識
に
関
す
る
こ
の
有
部
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
と
く
に
大
衆
部
が
異
を
唱
え
ま
し
た
。
大
衆
部
は
、
外
を
照
ら
す
と
同
時
に
自
ら
を

も
照
ら
し
出
す
「
燈
明
の
書
え
」
に
よ
っ
て
、
自
他
を
含
め
た
一
切
法
の
一
刹
那
了
知
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
有
部
と
大
衆

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
も
ブ
ッ
ダ
の
時
代
に
《
一
切
智
》
の
所
有
が
さ
か
ん
に
話
題
と
な
り
、
議
論
の
種
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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部
と
の
解
釈
の
相
違
は
、
世
俗
の
知
と
仏
知
の
懸
隔
に
つ
い
て
の
両
者
の
考
え
方
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
間
の
も
つ
知
の
究
極
的
完
成
の
か
な
た
に
、
知
が
本
来
備
え
る
分
別
作
用
を
超
え
た
無
分
別
智
の
存
在
、
知
る
も
の
自
体
を
含
め
て

の
．
切
」
を
一
刹
那
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
知
慧
、
超
越
的
知
慧
ｌ
般
若
Ｉ
の
存
在
を
積
極
的
に
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
大
衆
部

で
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
の
延
長
上
に
は
、
大
乗
の
般
若
波
羅
蜜
の
立
場
が
あ
り
ま
す
。
『
般
若
経
」
に
は
、
小
品

系
・
大
品
系
を
問
わ
ず
に
、
《
一
切
智
》
の
語
が
各
巻
・
各
葉
に
頻
出
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
み
な
さ
ん
が
、
お
寺
に
備
え
ら
れ
て

い
る
「
大
般
若
経
』
を
ど
の
巻
で
も
た
め
し
に
開
い
て
ご
覧
に
な
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
《
一
切
智
》
の
字
句
が
眼
に
何
度
も
飛
び
込
ん
で
く

る
こ
と
で
納
得
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
竜
樹
造
・
羅
什
訳
『
大
智
度
論
」
壱
百
巻
は
、
「
大
品
般
若
」
の
注
釈
で
す
が
、
実
に
多
く
の
言
及

を
《
一
切
智
》
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
「
大
智
度
論
」
は
そ
の
開
巻
冒
頭
に
お
い
て
「
仏
は
何
の
因
縁
を
以
て
の
故

に
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
を
説
け
る
や
」
と
い
う
問
い
を
設
け
て
、
答
え
と
し
て
二
十
三
の
因
縁
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
第
四
に
、

「
仏
が
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
を
説
い
た
の
は
、
衆
生
が
仏
の
一
切
智
人
な
る
こ
と
に
対
し
て
懐
く
疑
い
を
断
つ
た
め
で
あ
る
。
」
と
明
記

す
る
の
で
す
。
以
下
第
二
巻
以
後
に
お
い
て
、
か
か
る
衆
生
の
疑
い
に
対
し
て
、
ブ
ッ
ダ
の
不
共
性
・
超
越
性
を
特
に
そ
の
知
慧
Ⅱ
仏
知

と
い
う
面
で
捉
え
て
詳
細
な
論
究
を
行
う
の
が
『
大
智
度
論
」
の
立
場
で
す
。
こ
の
論
に
お
い
て
は
、
一
切
智
と
一
切
種
智
の
差
別
、
舎

利
弗
の
知
と
如
来
の
知
と
の
懸
隔
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
鳩
が
鷲
に
追
わ
れ
て
逃
げ
な
が
ら
も
舎
利
弗
の
陰
に
隠
れ
て
難

を
逃
れ
よ
う
と
せ
ず
に
、
ブ
ッ
ダ
の
陰
に
庇
護
を
求
め
た
。
こ
れ
も
舎
利
弗
の
過
去
の
業
の
残
余
が
な
お
鳩
を
お
び
え
さ
せ
て
い
た
の
で

し
た
。
し
か
も
舎
利
弗
に
は
鳩
の
お
び
え
の
理
由
が
判
ら
ず
に
、
ブ
ッ
ダ
だ
け
が
遠
い
過
去
の
因
縁
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で

す
○（

道
）
」
Ｉ
修
道
Ｉ
を
中
心

展
開
上
重
視
す
べ
き
も
の
で
す
。

『
大
品
般
若
』
を
八
章
に
分
け
て
注
釈
す
る
も
の
と
し
て
『
現
観
荘
厳
論
」
が
存
し
ま
す
。
『
大
智
度
論
」
と
は
異
な
り
、
「
マ
ー
ル
ガ

ー
）
｜
Ｉ
修
道
Ｉ
を
中
心
と
し
て
、
道
智
・
一
切
智
・
一
切
種
智
の
別
を
論
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
《
一
切
智
》
の
思
想
の
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こ
の
よ
う
に
《
一
切
智
》
の
思
想
は
、
大
乗
仏
教
の
展
開
史
の
中
で
内
部
発
展
を
遂
げ
て
、
声
聞
・
縁
覚
・
仏
菩
薩
に
対
応
し
て
の
そ

れ
ぞ
れ
の
「
一
切
を
知
る
知
」
の
区
別
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
か
か
る
道
智
・
一
切
智
・
一
切
種
智
等
の
別
も
、
仏
の
世

界
か
ら
み
る
な
ら
ば
諸
法
実
相
の
一
如
に
帰
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
「
般
若
経
」
の
究
極
的
立
場
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
ち
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
は
、
区
別
を
設
け
る
立
場
と
そ
れ
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
併
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
こ
れ
も
竜
樹
作
と
さ
れ
る
『
十
住
毘
婆
沙
論
」
巻
第
十
に
お
い
て
「
四
十
不
共
法
品
」
第
二
十
一
。
二
十
二
に
「
難
一
切
智
人
」

が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
難
一
切
智
人
」
と
い
う
章
が
設
定
さ
れ
て
い
る
仏
典
は
他
に
類
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
中
で

は
、
ブ
ッ
ダ
が
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
出
家
を
認
め
て
し
ま
っ
た
た
め
に
後
の
僧
団
の
分
裂
の
危
機
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
ま
た
ブ
ッ
ダ
は
、

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
山
か
ら
岩
石
を
落
と
し
て
ブ
ッ
ダ
を
傷
つ
け
殺
そ
活
７
と
す
る
の
を
未
然
に
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
、
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ

ト
ル
王
が
町
に
酔
象
を
放
っ
て
危
険
で
あ
っ
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ッ
ダ
は
町
へ
赴
き
、
こ
の
象
に
遭
遇
し
た
こ
と
、
チ
ン
チ
ャ
ー
女

人
の
妊
娠
を
鮒
る
行
状
に
ブ
ッ
ダ
が
悩
ま
せ
ら
れ
た
こ
と
、
ス
ン
ダ
リ
ー
女
人
が
殺
さ
れ
て
堀
の
中
に
埋
め
ら
れ
た
の
を
ブ
ッ
ダ
が
知
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
村
の
祭
日
に
乞
食
し
て
一
食
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
弟
子
と
と
も
に
三
ヵ
月
間
、
馬
麦
を
食
べ
て
過
ご

す
苦
労
を
味
わ
っ
た
こ
と
、
等
な
ど
、
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
の
伝
説
（
仏
伝
）
の
記
載
に
も
と
づ
い
て
ブ
ッ
ダ
が
す
べ
て
を
予
知
で
き

た
な
ら
ば
当
然
避
け
え
た
で
あ
ろ
う
事
例
を
抜
き
出
し
て
、
ブ
ッ
ダ
が
《
一
切
智
》
で
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
伝
統
が
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
論
難
は
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
異
同
は
あ
り
ま
す
が
、
「
十
宿
業
」
ま
た
は
「
十
難
」
・
「
十
狭
」
と

い
う
名
称
で
整
理
さ
れ
る
も
の
で
、
「
宝
積
経
」
の
「
大
乗
方
便
会
」
第
三
十
八
や
「
有
部
毘
奈
耶
薬
事
」
な
ど
の
律
典
に
見
ら
れ
る
も

の
と
近
似
し
て
い
ま
す
。
仏
の
生
身
有
漏
・
法
身
無
漏
を
説
く
有
部
と
、
仏
生
身
無
漏
を
説
く
大
衆
部
・
分
別
論
者
の
説
の
分
岐
す
る
と

こ
ろ
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
の
《
一
切
智
》
に
関
し
て
の
考
察
が
仏
身
論
に
関
連
す
る
接
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

こ
ろ
で
、

（
注
）

の
で
す
。

大
乗
仏
教
経
典
で
は
、
《
一
切
智
》
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
『
宝
積
経
」
『
般
若
経
』
の
他
に
も
、
「
法
華
経
」

同 F
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『
十
地
経
』
・

す
。

時
代
が
降
っ
て
六
世
紀
の
バ
ヴ
ィ
ヤ
（
清
弁
）
の
著
わ
し
た
『
中
観
心
論
（
マ
ッ
ー
ァ
ィ
ャ
マ
ヵ
・
フ
リ
ダ
ャ
）
」
頌
お
よ
び
注
釈
『
思
択
炎

（
タ
ル
カ
・
ジ
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
）
」
に
お
い
て
は
、
複
数
の
重
要
な
箇
所
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
の
《
一
切
智
》
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
そ
の
第
三
章
・
第
四
章
に
お
い
て
は
所
知
障
の
断
尽
と
の
関
連
に
お
い
て
《
一
切
智
》
が
論
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
学
の
小
川
一
乗

先
生
が
御
研
究
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
「
所
知
障
の
断
尽
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
《
一
切
智
》
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
を
持
つ
か
と
い
う
、
仏

教
学
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
お
け
る
重
要
問
題
と
の
繋
が
り
が
こ
こ
で
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
ま
た
第
五
「
入
琉
伽
行
真
実

決
択
章
」
の
二
頌
に
お
い
て
、
ブ
ッ
ダ
の
《
一
切
智
》
を
一
刹
那
の
知
と
み
る
か
多
刹
那
の
知
と
み
る
か
、
他
を
知
り
つ
つ
あ
る
知
が
自

ら
を
も
同
時
に
知
り
う
る
か
に
つ
い
て
の
琉
伽
行
派
・
中
観
派
の
論
争
に
関
連
し
て
、
《
一
切
智
》
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
「
倶
舎
論
』
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
論
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
第
九
「
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
真

実
決
択
章
」
は
章
全
体
の
一
四
八
頌
が
、
ブ
ッ
ダ
を
含
め
て
す
べ
て
の
《
一
切
智
》
な
る
人
間
の
存
在
を
否
定
す
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学

派
に
対
す
る
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
反
論
と
い
》
７
性
格
を
有
し
て
い
ま
す
。
バ
ラ
モ
ン
教
文
献
に
関
す
る
豊
富
で
か
つ
正
確
な
知
識
を
有
し
な
が

ら
も
、
バ
ヴ
ィ
ャ
は
三
ヴ
ェ
ー
ダ
を
頂
点
と
す
る
こ
れ
ら
聖
典
の
権
威
に
対
す
る
盲
従
を
戒
め
、
論
理
思
考
・
推
論
の
行
使
を
重
要
視
し

て
い
ま
す
。
仏
知
と
人
知
の
懸
隔
を
論
じ
、
さ
ら
に
は
仏
身
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
、
仏
身
無
漏
説
を
支
持
し
、
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
人

為
性
を
論
じ
、
さ
ら
に
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
師
の
言
葉
が
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
の
よ
う
に
は
正
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
強
い
論
調
で
主

張
し
て
い
る
の
が
こ
の
箇
所
で
す
。
し
か
も
、
聖
典
知
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
の
真
理
性
・
一
切
智
者
の
存
在
論
証
を
、
推
論
式
の
問
題
と
し

て
バ
ヴ
ィ
ヤ
は
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
本
書
が
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
陳
那
）
の
論
理
思
想
を
継
承
し
て
敷
桁
さ
せ
な
が
ら
、

「
華
厳
経
」
等
な
ど
検
討
す
べ
き
も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
言
及
せ
ず
に
将
来
の
問
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
沌
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そ
し
て
最
後
に
『
中
観
心
論
」
第
十
章
は
一
切
智
者
の
存
在
論
証
そ
の
も
の
を
章
名
と
す
る
十
四
頌
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
注
釈

「
思
択
炎
」
は
こ
の
章
を
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
に
対
す
る
論
駁
の
章
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
ブ
ッ
ダ
の
伝
記
の
中
か
ら
ブ
ッ
ダ
の
無

知
を
示
す
事
例
を
と
り
あ
げ
て
行
な
う
論
難
と
そ
れ
に
対
す
る
バ
ヴ
ィ
ャ
の
答
釈
で
あ
り
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
主
張
と
は
直
接
関
係
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
、
か
か
る
論
難
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
『
十
住
毘
婆
沙
論
」
・
『
大
智
度
論
」
に
説
か
れ
て
い
た
も
の
と
近
似
し
て
い
ま

す
。
そ
の
事
例
の
各
一
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
ま
す
と
、
バ
ヴ
ィ
ャ
が
こ
の
章
を
『
大
方
等
善
巧
方
便
経
」
に
依
り
、
こ
れ
を
基
と

し
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
こ
の
「
中
観
心
論
』
の
梵
文
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
説
明
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
か
の
著
名

な
イ
ン
ド
人
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
（
伝
統
的
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
）
Ｒ
・
サ
ー
ン
ク
リ
テ
ィ
ヤ
ー
ヤ
ナ
師
が
か
つ
て
西
チ
ベ
ッ
ト
で
苦
労
の
末

に
筆
写
に
成
功
し
た
も
の
で
す
。
一
九
三
六
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、
昭
和
十
年
生
ま
れ
の
わ
た
く
し
が
ま
だ
壱
歳
に
な
っ
て
い
な
い
こ
ろ

の
話
で
す
が
、
、
ン
ガ
ッ
ェ
か
ら
ギ
ャ
ン
ッ
ェ
に
通
ず
る
街
道
に
シ
ャ
・
ル
・
ゴ
ム
パ
（
チ
ベ
ッ
ト
古
派
密
教
サ
キ
ャ
派
の
僧
院
）
で
、
彼
が

発
見
し
た
多
数
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
。
か
れ
は
こ
れ
ら
を
写
真
に
撮
ろ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
フ
ィ
ル
ム
の

手
持
ち
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
す
ぐ
従
者
を
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
フ
ィ
ル
ム
を
求
め
に
帰
し
ま
す
。
し
か
し
待
っ
て
い
る
間
に
冬
が
近

付
き
、
雪
で
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
お
そ
れ
が
で
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
写
真
を
撮
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
、
『
中
観
心
論
」
の
場
合
は
自
分

の
手
で
写
し
は
じ
め
た
の
で
す
。
一
晩
二
十
ペ
ー
ジ
以
上
も
パ
ー
ム
・
リ
ー
ヴ
ズ
（
貝
葉
）
と
呼
ば
れ
る
経
木
の
よ
う
な
薄
い
木
の
皮
に

書
か
れ
て
い
る
、
も
ろ
く
汚
れ
て
見
に
く
い
写
本
を
僅
か
な
光
を
た
よ
り
に
手
で
写
し
た
の
で
し
た
。
雪
で
僧
院
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
る

の
説
で
あ
る
か
、
鈴

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
法
称
）
の
論
理
思
想
へ
と
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
中
間
的
過
程
に
位
置
す
る
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
貴
重
な
仏
教
論

書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
引
く
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
説
が
、
具
体
的
に
い
か
な
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
徒

の
説
で
あ
る
か
、
彼
の
引
用
す
る
文
献
を
源
泉
へ
と
辿
り
な
が
ら
つ
き
と
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
だ
学
界
で
も
明
ら
か
に
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寸
前
ま
で
こ
う
し
て
手
で
写
し
書
き
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
同
師
に
よ
っ
て
写
し
と
ら
れ
た
文
献
や
写
真
は
現
在
イ
ン
ド
の
パ

ト
ナ
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
故
Ｖ
・
Ｖ
・
ゴ
ー
ヵ
レ
ー
教
授
は
再
度
筆
写
し
て
複
数
の
学
者
に
提
供
し
研
究
を
委
ね

て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
第
九
章
・
第
十
章
を
担
当
し
た
わ
け
で
す
が
、
他
に
も
例
え
ば
本
大
学
御
出
身
の
菊
池
法
純
先
生
で
あ
る
と

か
、
現
在
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
サ
ー
マ
ン
先
生
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
飯
田
昭
太
郎
先
生
、
東
京
大
学
の
高
崎
直

道
・
江
島
惠
教
両
先
生
、
鶴
見
女
子
大
学
の
中
田
直
道
先
生
、
そ
し
て
東
方
学
院
長
中
村
元
先
生
の
そ
れ
ぞ
れ
各
章
に
わ
た
っ
て
の
テ
キ

ス
ト
研
究
が
あ
り
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
高
崎
直
道
・
江
島
恵
教
両
先
生
の
と
こ
ろ
に
集
め
ら
れ
、
刊
行
が
企
画
さ
れ
て

い
る
段
階
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来
で
す
と
、
ゴ
ー
ヵ
レ
ー
先
生
の
御
存
命
中
に
実
現
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
叶
う
こ
と
な
く

先
生
が
一
九
九
一
年
十
二
月
に
御
他
界
さ
れ
た
の
が
心
残
り
で
す
。

ち
な
み
に
こ
の
『
中
観
心
論
』
の
写
本
は
、
イ
タ
リ
ヤ
の
極
東
研
究
所
の
東
洋
学
の
泰
斗
ジ
ゼ
ッ
ペ
・
ト
ッ
チ
教
授
が
チ
ベ
ッ
ト
探
検

の
際
に
、
ま
さ
に
同
じ
シ
ャ
・
ル
僧
院
で
撮
影
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
こ
の
写
真
版
も
ゴ
ー
ヵ
レ
ー
先
生
を
通
じ
て
わ
れ

わ
れ
に
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
九
五
九
年
以
後
に
な
っ
て
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
僧
院
の
梵
文
写
本
の
原
本
は
他
の
梵
本
と
と
も
に

北
京
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
北
京
の
中
央
民
族
博
物
館
に
最
大
級
に
貴
重
な
文
献
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
時
期
が
あ
り
、
中
国
社
会
科
学

院
亜
太
研
究
所
の
蒋
忠
新
氏
が
『
季
羨
林
教
授
八
十
華
誕
記
念
論
文
集
」
（
一
九
九
一
年
、
江
西
人
民
出
版
社
刊
）
に
「
中
観
心
論
」
梵
文
全

二
十
四
葉
の
写
真
版
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
原
本
は
最
近
で
は
元
の
チ
ベ
ッ
ト
の
僧
院
に
返
却
さ
れ
て
い
る
と
も
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
ゴ
ー
カ
レ
ー
先
生
の
ノ
ー
ト
の
写
真
版
も
全
部
を
名
古
屋
大
学
の
『
サ
ン
バ
ー
シ
ャ
ー
』
第
十
五
号
（
一
九
九
四
年
）

に
Ｓ
・
Ｓ
・
バ
フ
ル
カ
ル
さ
ん
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ノ
ー
ト
の
刊
行
の
お
話
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
「
で
き
れ
ば
わ
た
く
し
も

見
て
い
な
い
サ
ー
ン
ク
リ
テ
ィ
ヤ
ー
ャ
ナ
師
の
手
書
き
原
稿
も
併
せ
て
掲
載
し
た
ら
」
と
要
請
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
関

し
て
は
同
師
の
御
遺
族
の
方
々
が
別
に
出
版
の
意
向
が
あ
る
と
の
こ
と
で
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
最
近
で
も
い
ろ
い
ろ
と

新
し
く
激
し
い
動
き
が
あ
る
研
究
領
域
な
の
で
す
。
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さ
ら
に
時
代
が
降
っ
て
八
世
紀
後
半
の
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（
寂
護
）
の
著
わ
し
た
『
真
理
綱
要
（
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
サ
ン
グ
ラ
ハ
）
』
の
最

終
章
は
「
超
感
覚
的
対
象
を
知
る
人
間
」
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
が
《
一
切
智
》
で
あ
る
こ
と
に
考
察
を
加
え
た
一
章
で
し
た
。
そ
の
章
の
前

半
に
は
百
三
十
八
頌
に
わ
た
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
《
一
切
智
》
を
否
定
す
る
敵
者
の
説
が
引
用
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ジ
ャ
イ
ミ
ニ

わ
た
く
し
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
も
こ
の
シ
ャ
・
ル
僧
院
か
ら
の
梵
文
写
本
は
現
在
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
大
蔵
経
に
入
蔵
さ
れ
て
い
る
「
中

観
心
論
』
が
翻
訳
さ
れ
た
と
き
に
使
わ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
原
本
か
ら
一
葉
欠
落
が
で
き
た
も

の
を
、
気
づ
か
ず
に
そ
の
ま
ま
つ
づ
め
て
書
写
し
た
コ
ピ
ー
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
第
九
章
末
に
本
来
は
存
在
し
た
は
ず

の
三
十
一
頌
半
が
現
存
す
る
梵
文
写
本
に
は
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
あ
る
と
す
る
と
、
別
に
翻
訳
の
も
と
に
な
っ
た
原
本
が
チ
ベ

ッ
ト
の
僧
院
の
ど
こ
か
ら
か
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
ま
だ
あ
る
の
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
テ
キ
ス
ト
作
成
も
複
数
の
写
本
に
基
づ
い
て
も
っ

と
厳
密
に
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
『
中
観
心
論
」
だ
け
独
立
さ
せ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原

本
が
は
た
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
存
在
し
た
か
は
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
と
い
っ
て
、
現
存
す
る
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
収
め
ら
れ
て
い

る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
「
中
観
心
論
」
は
注
釈
「
思
択
炎
」
と
は
独
立
し
て
別
個
に
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
或
る
時
期
に
機
械
的
に
抽

出
し
て
別
立
さ
せ
て
、
入
蔵
さ
れ
た
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
バ
ヴ
ィ
ャ
本
人
の
自
註
」
と
従

来
か
ら
さ
れ
て
い
る
『
思
択
炎
』
も
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
ま
す
と
、
六
世
紀
の
バ
ヴ
ィ
ャ
自
身
が
著
し
た
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
後
代
で
な
け
れ
ば
知
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
要
素
や
、
自
註
で
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
要
素
が
多
々
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
六
世

紀
の
イ
ン
ド
中
観
派
を
代
表
す
る
重
要
な
思
想
家
で
あ
る
バ
ヴ
ィ
ャ
の
バ
ラ
モ
ン
教
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
関
す
る
知
識
、
彼
の
論
理
思
想
を

解
明
す
る
文
献
資
料
と
し
て
格
好
の
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
反
面
に
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
だ
謎
の
部
分
も
多
く
、
今
後
に
『
中
観
心

論
」
の
第
九
・
十
章
以
外
の
他
の
章
の
内
容
分
析
を
行
な
っ
て
明
確
化
を
試
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三
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の
徒
す
な
わ
ち
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
徒
に
よ
る
論
難
と
さ
れ
、
実
際
に
代
表
的
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
匠
ク
マ
ー
リ
ラ
の
現
存
す
る
い
く
つ

か
の
著
作
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
真
理
綱
要
」
で
と
く
に
問
題
と
さ
れ
た
も
の
に
、
知
は
知
り
つ
つ
あ
る
当
体
で
あ
る
知
自
身
を
も
含
め
て
一
刹
那
の
う
ち
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
二
刹
那
に
わ
た
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
二
刹
那
に
わ
た
る
と
す
る
と
、
前
の
刹
那
は
す
で

に
過
去
に
落
謝
．
お
ち
こ
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
仏
教
に
は
「
刹
那
減
Ｉ
す
べ
て
の
も
の
が
瞬
間
瞬
間
に
起
滅
す
る
、

そ
し
て
諸
法
無
我
で
あ
る
」
と
い
う
教
理
の
前
提
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
と
矛
盾
な
く
説
明
で
き
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
、
一
切
ｌ
す
べ
て
Ｉ
を
知
る
存
在
と
い
う
の
は
、
一
切
の
内
側
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
外
側
に
あ
り
う
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
問
題
と
な
り
ま
す
。
内
側
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
つ
つ
あ
る
自
身
を
知
る
の
か
。
も
し
、
外
側
に
あ
る
の

な
ら
ば
、
常
に
．
切
」
プ
ラ
ス
・
ラ
ン
で
あ
る
「
一
切
を
知
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
で
し
た
。
「
サ
ル

ヴ
ァ
（
一
切
）
」
と
は
つ
ね
に
全
体
で
あ
り
た
が
っ
て
、
そ
れ
の
他
に
な
に
も
の
も
存
在
し
な
い
と
す
る
の
が
、
「
一
切
」
の
意
味
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
方
の
「
サ
ル
ヴ
ァ
ジ
ュ
ニ
ャ
（
一
切
智
）
」
と
は
、
つ
ね
に
そ
の
全
体
の
外
に
あ
り
た
が
る
、
す
べ
て
の
存
在
の
外
側

に
位
し
て
こ
れ
を
知
り
、
か
つ
知
り
つ
つ
あ
る
自
身
を
も
知
る
存
在
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
い

て
、
絶
対
知
の
在
り
方
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
と
類
似
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
次
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
一
切
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
完
全
知
と
い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
す
べ
て
と

い
う
こ
と
、
一
切
合
財
と
い
う
こ
と
で
は
、
完
全
性
を
意
味
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
本
当
に
重
要
な
こ
と
、
例
え
ば
四
諦
・
八
聖
道
の
よ
う
な
、

キ
ラ
リ
と
光
る
よ
謡
っ
な
重
要
な
こ
と
を
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
知
る
こ
と
の
方
に
む
し
ろ
完
全
知
が
意
味
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
論
理
学
者
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
法
称
）
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
「
真
理
綱
要
」
で

も
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
の
で
す
。

ま
た
も
う
／
一
つ
の
論
難
の
型
と
は
、
た
と
え
一
切
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ブ
ッ
ダ
が
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
一
切
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こ
れ
に
対
し
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
、
ブ
ッ
ダ
が
人
間
で
あ
る
が
ま
ま
に
そ
の
最
高
の
状
態
に
あ
り
、
煩
悩
障
・
所
知
障
の
二
障

を
離
れ
、
超
感
覚
的
知
覚
を
有
し
、
そ
の
智
は
清
浄
で
出
世
間
的
で
あ
る
こ
と
を
説
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
際
に
、
か
れ
の
主
張
の
根

拠
と
な
っ
た
も
の
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
後
期
仏
教
論
理
学
派
の
認
識
の
体
系
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ガ
行

者
の
直
接
知
覚
」
と
い
う
知
の
範
鳫
で
あ
り
ま
し
た
。

ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
ク
マ
ー
リ
ラ
の
一
切
智
者
存
在
否
定
説
は
、
ブ
ッ
ダ
の
知
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
師

の
持
つ
超
越
的
知
の
批
判
に
も
向
け
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ャ
イ
ナ
教
側
の
反
駁
が
な
さ
れ
た
の
で
す
。
『
真
理
綱
要
』
の
当
時
に
お

い
て
も
、
仏
教
・
ジ
ャ
ィ
ナ
教
の
論
書
に
は
お
互
い
に
顕
著
な
平
行
・
模
倣
関
係
が
存
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
「
で
は
誰
を
《
一
切
智
》

と
し
て
認
め
る
か
」
と
い
う
点
に
な
る
と
、
仏
教
徒
は
ジ
ナ
の
《
一
切
智
》
を
否
定
す
る
し
、
他
方
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
は
ブ
ッ
ダ
の
《
一
切

智
》
を
否
定
し
て
、
相
互
に
排
斥
し
あ
い
ま
し
た
。
本
箇
所
に
お
い
て
は
、
八
世
紀
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
・
仏
教

徒
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
の
思
想
論
争
の
実
際
を
如
実
に
示
す
数
少
な
い
好
例
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
後
代
の
問
題
と
し
て
は
、
《
一
切
智
》
は
密
教
に
お
い
て
は
．
切
智
智
（
薩
婆
若
）
」
の
思
想
と
な
っ
て
展
開
し
ま
し
た
。

一
切
智
智
は
元
来
は
「
一
切
智
人
の
も
つ
智
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
『
大
日
経
疏
」
で
「
不
共
の
智
」
．

覚
を
超
え
る
事
柄
’
す
坐

で
、
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
ダ
の
型

リ
ラ
は
主
張
し
た
の
で
す
。

智
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
ク
マ
ー
リ
ラ
に
と
っ
て
、
知
覚
を
超
え
る
事
柄
、
例
え
ば
天

国
に
生
ま
れ
る
こ
と
と
い
っ
た
「
ダ
ル
マ
（
法
）
」
は
、
人
間
に
よ
っ
て
直
接
に
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
人

間
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
と
い
う
天
啓
（
啓
示
）
に
よ
っ
て
の
み
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て

歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
も
、
ま
た
他
の
似
た
よ
う
な
宗
派
で
あ
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
師
匠
も
、
こ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
知

覚
を
超
え
る
事
柄
Ｉ
す
な
わ
ち
法
Ｉ
に
つ
い
て
の
、
か
れ
ら
人
間
の
言
葉
は
限
界
を
有
し
、
必
然
的
に
誤
謬
が
纒
綿
し
、
そ
れ
自
体

で
、
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
ダ
の
助
け
を
借
り
ず
に
、
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
こ
の
よ
う
に
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
ク
マ
ー
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．
切
種
智
を
超
え
る
智
」
で
あ
る
と
す
る
密
教
家
の
価
値
観
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
わ
が
国
の
空
海
の
「
即

身
成
仏
義
」
の
「
薩
般
若
」
の
解
釈
も
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
ブ
ッ
ダ

グ
ヒ
ャ
（
覚
密
）
の
一
切
智
解
釈
と
比
較
し
て
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
・
日
本
の
密
教
に
お
け
る
《
一
切
智
》
の
思
想
の
変
容
・

展
開
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
・
初
期
仏
教
の
時
代
か
ら
、
後
代
の
わ
が
国
に
お
け
る
密
教
思
想
に
い
た
る
ま

で
、
《
一
切
智
（
い
冑
ぐ
四
百
画
）
》
の
語
と
観
念
は
、
仏
教
の
歴
史
の
場
面
・
場
面
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
異
な
っ
た
意
味
づ
け
と
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の
サ
ム
イ
ェ
寺
の
論
争
に
お
い
て
も
、
日
本
仏
教
に
お
け
る

三
・
一
の
論
争
に
お
い
て
も
、
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
仏
教
内
部
に
留
ま
ら
ず
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
・
ジ
ャ
ィ

ナ
教
と
の
論
争
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
思
想
界
全
体
で
熱
気
を
帯
び
て
論
じ
ら
れ
、
お
互
い
の
思
想
交
流
を
生
む
接
点
と
な
っ

《
一
切
智
》
思
想
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
初
期
仏
教
研
究
、
阿
毘
達
磨
研
究
、
法
華
思
想
研
究
、
浄
土
思
想
研
究
、
中
観
研
究
、
唯
識

研
究
、
如
来
蔵
研
究
と
い
っ
た
従
来
の
仏
教
思
想
研
究
の
枠
組
み
か
ら
見
れ
ば
馴
染
み
の
薄
い
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
研
究
の
成
熟
度

の
少
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
新
し
い
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
毒
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

わ
た
く
し
の
立
場
は
、
こ
の
《
一
切
智
》
思
想
の
展
開
の
諸
様
相
を
原
典
に
も
と
づ
い
て
提
示
し
、
こ
れ
を
分
析
し
、
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仏
知
に
関
す
る
仏
教
思
想
解
明
の
一
手
段
と
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
ま
す
。

《
一
切
智
》
を
論
理
的
に
論
議
す
る
と
き
に
は
、
い
く
つ
か
の
決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
（
定
型
）
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
一
切

Ｉ
全
て
１
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
と
い
う
、
論
理
を
超
え
た
存
在
に
お
い
て

て
い
た
の
で
す
。

お
わ
り
に
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は
と
も
か
く
、
人
間
に
可
能
で
あ
る
か
。
ま
た
、
全
能
で
あ
っ
て
し
か
も
全
知
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
の
か
。
西
欧
思
想
に
お
け
る
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
哲
学
者
た
ち
、
ま
た
中
世
の
神
学
者
た
ち
が
同
様
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
事
実
、
ま
た
現
代
の

論
理
哲
学
者
が
「
無
限
・
全
体
、
そ
れ
に
そ
れ
ら
を
知
る
知
の
関
係
」
を
論
ず
る
姿
勢
に
ま
で
眼
を
転
ず
る
時
に
は
、
こ
の
《
一
切
智
》

の
問
題
提
起
が
人
類
の
思
想
史
に
と
っ
て
普
遍
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
重
要
性
の
探

求
に
ま
で
踏
み
入
り
た
い
と
い
う
希
望
を
将
来
の
夢
と
し
て
持
っ
て
お
り
ま
す
。

今
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
人
間
の
生
き
方
・
人
間
の
知
の
あ
り
方
が
鋭
く
問
い
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
た
ち
仏
教
学
者

も
「
専
門
が
、
古
く
て
遠
い
仏
教
の
世
界
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
、
こ
の
問
い
か
け
に
応
え
ず
に
す
ま
す
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
た
ち
の
一
人
一
人
が
、
現
代
の
日
本
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
真
剣
に
考
え
、
地
球
規
模
に
お
い
て
も

の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
点
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
の
自
覚
に
お
い
て
、
人
間
の
知
の
在
り
方
を
洗
い
直

し
て
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
ス
パ
ン
で
捉
え
直
し
、
考
え
直
す
時
が
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る

の
で
す
。
そ
の
時
に
、
人
間
を
超
え
、
神
を
超
え
る
ス
パ
ン
を
与
え
る
も
の
、
そ
の
基
盤
と
は
何
か
？
人
間
を
超
え
る
知
の
あ
り
方
を

説
く
《
一
切
智
》
を
調
べ
な
が
ら
、
な
に
か
イ
ン
ド
に
は
伝
統
的
に
、
二
極
構
造
を
超
え
、
二
項
対
立
を
抜
け
出
る
も
の
の
考
え
方
を
生

む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
期
待
し
つ
つ
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
模
索
し
て
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
く
、
知
の
面
に
お
け
る
完
全
性
だ
け
を
も
っ
て
ブ
ッ
ダ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

宗
教
に
は
、
理
で
極
め
る
真
理
の
面
と
、
そ
れ
と
は
別
に
有
無
を
言
わ
せ
ず
に
引
き
寄
せ
る
力
の
面
と
い
う
、
二
面
性
が
あ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
は
、
最
高
の
も
の
に
完
全
さ
・
能
力
・
知
力
の
究
極
的
完
成
を
ｉ
全
知
全
能
と
い
う
形
で
Ｉ
求
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
、
不
完
全
さ
の
方
を
選
び
と
り
、
そ
こ
か
ら
慈
し
み
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
優
し
さ
。
あ
た
た
か
さ
と
い
う
要
素
が
出
て
く
る
と
い
う

面
も
宗
教
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
選
び
取
ら
れ
た
不
完
全
さ
の
故
に
、
か
え
っ
て
こ
れ
に
強
く
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
の
も
、
宗

教
の
不
可
思
議
な
魅
力
と
い
え
る
の
で
す
。
《
一
切
智
》
研
究
を
通
し
て
、
ほ
と
け
の
知
の
広
大
さ
・
偉
大
さ
に
触
れ
、
こ
れ
を
知
る
に
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伴
っ
て
、
お
の
の
き
を
お
ぼ
え
、
畏
れ
を
感
じ
、
自
分
自
身
を
慎
む
こ
と
を
知
る
日
常
で
も
あ
り
ま
す
。

仏
知
を
研
究
す
る
姿
勢
の
多
様
性
に
と
ま
ど
い
を
感
じ
な
が
ら
、
原
典
研
究
に
没
頭
す
る
楽
し
さ
が
よ
う
や
く
に
判
り
か
け
て
き
た
の

が
、
今
の
わ
た
く
し
な
の
で
す
。
（
一
九
九
四
年
十
二
月
九
日
）

（
注
記
）こ

の
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
難
一
切
智
人
」
の
箇
所
に
早
く
注
目
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
宮
本
正
尊
博
士
で
あ
る
。
（
宮
本
正
尊
『
中
道

思
想
及
び
そ
の
発
達
」
第
六
章
、
一
九
九
四
年
、
法
藏
館
）
。
ま
た
今
回
の
発
表
後
、
小
谷
信
千
代
先
生
か
ら
、
『
大
谷
学
報
』
第
七
十
四
巻
第
四
号

に
所
掲
の
論
文
呵
四
昌
国
煙
目
の
○
口
《
《
⑮
○
日
①
詞
陛
①
目
。
易
○
画
吾
①
も
の
厨
○
口
農
ご
○
宮
冨
団
屋
邑
冨
ゞ
の
御
恵
送
に
あ
づ
か
り
、
こ
の
論
文
か
ら
さ

ら
に
駛
辱
巨
の
臣
民
ら
且
閏
お
よ
び
］
○
口
煙
昏
自
切
乏
農
①
厨
に
よ
る
パ
ー
リ
仏
典
ア
パ
ダ
ー
ナ
文
献
に
説
か
れ
る
「
ブ
ッ
ダ
に
お
け
る
業
報
の

問
題
」
に
関
し
て
の
興
味
深
い
諸
論
文
の
存
在
を
知
る
機
会
を
得
た
。
『
宝
積
経
』
の
「
十
宿
業
」
で
、
ブ
ッ
ダ
に
し
て
な
お
も
存
す
る
下
痢
の
苦

し
み
や
、
死
の
到
来
と
い
う
も
の
が
、
ブ
ッ
ダ
が
業
生
身
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
に
し
て
な
お
過
去
の
カ
ル
マ
ン
の
影
響
か
ら
完
全
に
解

き
放
た
れ
て
い
な
い
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
難
一
切
智
人
」
の
場
合
は
「
無
記
」
と
の
関
連
に
お
い
て
あ
く

ま
で
も
「
十
八
不
共
仏
法
」
中
の
ブ
ッ
ダ
の
保
有
す
る
超
越
的
な
知
の
あ
り
方
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
差
異
が
存
す
る
。

な
お
ハ
リ
ソ
ン
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
十
宿
業
」
は
『
大
乗
善
巧
方
便
経
』
に
詳
説
さ
れ
る
が
、
こ
の
経
こ
そ
バ
ヴ
ィ
ャ
が
『
中
観
心
論
』

第
十
章
に
依
用
し
た
経
典
で
あ
る
。
こ
の
経
の
「
十
宿
業
」
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
カ
デ
ィ
ラ
疎
林
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
番
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ッ
ダ
が
カ
デ
ィ
ラ
林
中
で
こ
の
樹
の
疎
で
脚
を
深
く
え
ぐ
ら
れ
傷
つ
く
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ッ

ダ
が
前
世
で
商
主
と
し
て
大
洋
を
航
海
し
た
と
き
五
百
人
の
商
人
仲
間
の
生
命
を
救
う
た
め
に
や
む
を
得
ず
海
賊
を
槍
で
刺
し
殺
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
い
う
因
縁
の
報
い
と
し
て
今
の
世
で
カ
デ
ィ
ラ
樹
の
鰊
杭
に
脚
を
刺
さ
れ
る
と
い
う
苦
悩
を
受
け
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
下
痢
・
背

痛
と
い
う
従
来
の
「
十
難
」
・
「
十
宿
業
」
を
超
え
て
、
ブ
ッ
ダ
に
お
け
る
過
去
の
「
悪
」
の
意
志
の
存
在
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の

「
善
巧
方
便
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
弓
扁
Ｏ
Ｓ
畠
的
問
題
を
提
起
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
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