
は
じ
め
に

序
論
‐第

１
節
問
題
の
所
在

《
一
切
智
の
胃
く
旦
冒
》
と
言
わ
れ
る
も
の
の
持
つ
思
想
的
な
意
味
は

は
っ
き
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
も
わ
か
っ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
般
若
経
に
お
い
て
は
こ
の
言
葉
は
、
或
る
一
定
の
意

味
を
背
負
っ
た
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
示
唆
す
る

意
味
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
般
若
経
自
体
の
増
広
や
、

『
現
観
荘
厳
論
」
と
い
っ
た
も
の
の
成
立
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
衆
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

川
崎
氏
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
研
究
に
お
い
て
優
れ
た
業
績
を
数
を
発
表
し
て

お
り
、
そ
の
訳
業
の
「
チ
バ
ッ
ト
の
死
者
の
圭
匡
は
本
学
の
ツ
ル
テ
ィ
ム

・
ケ
サ
ン
に
よ
っ
て
、
本
誌
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
ｚ
○
・
五
一
、

一
九
九
○
・
五
）
。
こ
の
書
の
核
と
な
る
部
分
は
氏
の
学
位
論
文
で
あ
り
、

ま
た
種
灸
の
お
り
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

目
次
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

川
崎
信
定
著

『
一
切
智
思
想
の
研
究
』

竹
橋
太

P･

第
２
節
従
来
の
研
究
状
況

１
『
真
理
綱
要
目
貝
ご
畠
ミ
侭
冒
言
」
テ
キ
ス
ト
の

発
見

２
勺
四
号
四
戸
の
ク
マ
ー
リ
ラ
研
究

３
句
国
匡
弓
昌
冒
日
の
甸
暮
員
‐
冨
言
研
究

４
ぐ
①
ヰ
①
Ｈ
〕
礫
①
冒
歸
巴
冒
①
Ｈ
の
論
理
学
研
究

５
画
目
ロ
①
日
四
口
目
の
ｇ
引
く
里
冒
‐
巴
呂
巨
研
究

Ｌ

６
仏
陀
の
智
に
つ
い
て
の
研
究

第
１
章
イ
ン
ド
・
バ
ラ
モ
ン
教
文
献
に
見
ら
れ
る
《
一
切
Ｐ
二
一

智
》

第
１
節
《
す
。
へ
て
を
知
る
存
在
》
の
用
語
例

第
２
節
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
見
ら
れ
る
《
一
切
を
知
る

存
在
》
Ｉ
Ｄ
Ａ
Ｍ
，
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｖ
Ａ
Ｍ
（
こ
の
一
切
）
を

知
る
も
の
ｌ
ア
ー
ト
マ
ン
を
知
る
も
の
と
の
関
係
’

第
３
節
「
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
に
見
ら
れ
る
《
一
切

智
》
の
用
例

第
２
章
。
ハ
ー
リ
語
文
献
に
見
ら
れ
る
一
切
智
思
想
Ｐ
五
九

１
仏
成
道
と
一
切
智

２
邪
命
外
道
ウ
・
〈
力
と
の
避
遁

３
三
明
の
（
５
昌
冒
）
獲
得
と
一
切
智

４
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
と
の
対
話

５
「
ミ
リ
ン
ダ
。
。
〈
ソ
ハ
ー
』
の
一
切
智

６
ジ
ャ
イ
ナ
教
祖
師
の
一
切
智
へ
の
言
及

む
す
び
と
し
て
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第
３
章
『
倶
舎
論
」
に
見
ら
れ
る
一
切
智
且
八
一

１
一
切
を
知
る
心
と
刹
那
減

２
世
尊
の
捨
置
記
と
一
切
智

３
世
尊
の
未
来
法
の
予
知
に
つ
い
て

‐
Ｉ
等
無
間
縁
に
関
説
し
て
Ｉ

４
一
切
智
と
十
八
不
共
仏
法
中
の
十
力

５
一
切
を
一
刹
那
に
知
る
知

６
一
切
智
ｌ
不
染
汚
無
知
か
ら
の
脱
却

む
す
び

第
４
章
『
大
智
度
論
』
・
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
見
ら
れ
る
Ｐ
一
○
一

一
切
智

第
１
節
「
大
智
度
論
』
に
見
ら
れ
る
一
切
智
・
一
切
種

智
・
瞳
婆
若

１
難
一
切
智
人

２
仏
の
一
切
智
と
十
力

３
仏
の
一
切
智
と
四
無
所
畏

４
一
切
智
と
一
切
種
智

５
舎
利
弗
の
知
と
、
仏
の
知

６
一
切
智
と
一
切
種
智
の
無
差
別
一
如

７
世
間
法
と
一
切
智
の
か
か
わ
り
の
否
定

第
２
節
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
難
一
切
智
人

１
仏
の
十
業
と
の
比
較

２
『
大
智
度
論
』
の
記
述
と
の
比
較

３
一
切
智
の
内
容
Ｉ
「
五
法
蔵
」

４
智
は
知
り
つ
つ
あ
る
自
ら
を
知
る
か
？

む
す
び

第
５
章
『
中
観
心
論
』
に
見
ら
れ
る
《
一
切
智
》
説
Ｐ
一
三
七

第
１
節
琉
伽
行
派
の
円
成
実
性
に
対
す
る
批
判

第
２
節
所
知
障
と
一
切
智

第
３
節
清
弁
の
伝
え
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
説

第
４
節
一
切
智
者
の
存
在
証
明

第
５
節
『
中
観
心
論
』
第
、
章
．
切
智
者
た
る
も
の

の
成
立
を
説
示
す
る
章
」

第
６
節
『
中
観
心
諭
」
・
「
思
択
炎
』
に
見
ら
れ
る
肉
食

・
生
類
観

第
６
章
『
真
理
綱
要
判
倉
誉
邑
昌
言
喝
息
旦
に
見
ら
れ
る
Ｐ
二
三
五

一
切
智
思
想

第
１
節
仏
教
論
理
学
派
に
お
け
る
一
切
智
者
存
在
論
証

の
展
開

１
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
一
切
智

２
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
に
お
け
る
一
切
智
思
想

３
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
一
切
智
者
存
在
論
証

第
２
節
「
真
理
綱
要
』
最
終
章
の
前
主
張
に
見
ら
れ
る

の
目
ぐ
皇
冒
論
争

１
『
真
理
綱
要
』
最
終
章
の
前
主
張
に
見
ら
れ
る

留
局
ぐ
旦
冒
論
争

２
ク
マ
ー
リ
ラ
の
諭
書
と
の
平
行
関
係

３
ジ
ャ
イ
ナ
教
論
書
と
の
関
係
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こ
の
様
に
目
次
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
そ
の
歴
史
的
、
思
想
的
な
広
汎

さ
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
著
者
は
序
論
に
お
い

て
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
・
ヨ
ー
ガ
・
初
期
仏
教
の
時
代

か
ら
、
後
代
の
我
が
国
に
お
け
る
密
教
思
想
に
い
た
る
ま
で
、
《
一
切
智

‐
４
『
真
理
綱
要
』
に
引
用
さ
れ
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー

学
派
の
一
切
智
者
批
判
説

５
『
真
理
綱
要
』
に
引
用
さ
れ
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー

学
派
の
一
切
智
者
批
判
説
翻
訳

第
３
節
そ
の
後
の
問
題
の
展
開

１
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
シ
ュ
リ
ー
ミ
ト
ラ
、
ラ
ト
ナ
キ
ー

ル
テ
ィ
、
モ
ー
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ

２
同
一
性
に
も
と
づ
く
論
証
（
叩
く
：
目
ぐ
ゅ
‐
胃
冨
）

．
３
一
切
の
遍
知
者
（
の
胃
く
い
‐
皿
胃
く
旦
冒
）

４
ヨ
ー
ガ
行
者
の
知
の
性
格

５
む
す
び

第
７
章
密
教
に
お
け
る
一
切
智
と
一
切
智
智
ｎ
三
四
一

１
『
大
日
経
疏
』
と
『
大
智
度
論
』

２
大
乗
諸
経
論
に
説
か
れ
る
一
切
種
智
・
一
切
智
智

３
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ャ
の
『
大
日
経
疏
」
の
一
切
智

４
む
す
び

む
す
び
と
し
て
《
一
切
智
》
問
題
の
比
較
思
想
史
的
展
望
ｐ
三
五
五

『
中
観
心
論
』
第
９
章
・
第
皿
章
和
訳
ｐ
三
六
七

お
よ
び
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ
ト
・
チ
署
ヘ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト

さ
て
第
２
章
は
筆
者
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
い
考
察
が
な
さ
れ
る
。
三

明
と
一
切
智
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
１
項
に
お
い
て
「
｝
一
ダ
ー
ナ
・
カ
タ
ー
」
か
ら
仏
の
成
道
の
部
分
が

引
用
さ
れ
る
。
成
道
の
三
更
に
お
い
て
、
釈
尊
が
三
（
智
）
明
を
得
る
こ

と
と
一
切
智
の
境
地
の
獲
得
の
関
連
が
説
明
さ
れ
る
。
「
初
更
（
初
夜
）
に

第
１
章
に
お
い
て
は
仏
教
以
外
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
「
ヨ
ー
ガ
・
ス

ー
ト
ラ
』
、
そ
の
註
釈
文
献
に
よ
っ
て
、
《
一
切
智
》
に
あ
た
る
と
思
わ
れ

る
概
念
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
め
胃
ぐ
皇
目
の
語
は
「
リ
グ
・
ヴ
ェ

ー
ダ
』
に
一
度
も
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
」
、
さ
ら
に
Ｐ
．
Ｓ
・
ジ
ャ
イ
｜
一

氏
の
論
を
引
い
て
、
こ
の
言
葉
の
使
用
は
「
イ
ン
ド
思
想
全
体
に
お
い
て

は
そ
れ
ほ
ど
古
く
さ
か
の
ぼ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
・
ジ
ャ
イ
ナ
教

の
影
響
の
下
に
一
般
化
さ
れ
た
語
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
、
と
す

マ
〈
》
◎ （

切
閏
ぐ
旦
目
）
》
の
語
と
観
念
は
、
仏
教
の
歴
史
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
展
開

と
、
異
な
っ
た
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
教
内
部
に
留

ま
ら
ず
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
の
論
争
・
思
想
交
流

を
生
む
接
点
と
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
は
、
こ
の
《
一
切
智
（
叩
胃
く
且
冒
）
》

思
想
の
展
開
の
諸
様
相
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
す
る
も
の
‐
で
あ

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
次
に
幾
つ
か
の
章
の
内
容
を
著
者
自
身
の
要
約

（
Ｆ
三
六
○
’
三
六
四
）
と
本
文
に
従
っ
て
珈
か
窓
意
的
に
紹
介
し
て
み

た
い
。
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お
い
て
宿
住
智
を
得
て
過
去
の
生
涯
を
想
起
し
、
中
更
（
中
夜
〆
に
お
い

て
清
浄
な
る
天
眼
を
も
つ
て
諸
々
の
生
存
が
そ
れ
ぞ
れ
の
業
に
し
た
が
っ

て
死
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
を
見
、
さ
ら
に
後
更
（
後
夜
）
に
お
い
て

縁
起
を
順
逆
に
観
じ
て
諸
左
の
汚
れ
を
減
し
了
・
っ
た
こ
と
を
知
る
漏
尽
智

を
得
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
釈
尊
の
．
切
智
者
た
る
境
地

（
３
９
３
目
冨
‐
層
画
昏
）
の
獲
得
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

注
目
す
、
へ
き
で
あ
る
烏
‐
ゞ
↑

岬
■
エ
ー

咄
第
２
項
で
は
邪
命
外
道
ウ
パ
カ
と
の
出
遇
い
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
や
ウ

。
〈
力
の
問
に
よ
っ
て
釈
尊
が
自
ら
を
一
切
智
者
、
一
切
勝
者
と
呼
び
、
そ

の
内
容
は
「
渇
愛
尽
き
て
一
切
を
捨
離
せ
る
も
の
」
、
「
漏
尽
を
得
た
」
こ

と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
ウ
パ
カ
は
、
』
頭
を
振
っ
て
立
ち
去
る
。
こ

こ
に
第
４
章
で
述
べ
る
「
「
難
一
切
智
人
」
の
最
も
素
朴
な
形
を
看
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
」
。

第
３
項
、
４
項
で
は
一
切
智
を
「
同
一
時
に
一
切
の
も
の
を
す
、
へ
て
知

る
こ
と
」
と
条
件
づ
け
つ
つ
も
そ
の
存
在
を
否
定
し
、
釈
尊
自
身
は
三
明

を
持
つ
故
に
一
切
智
者
で
あ
る
と
答
え
る
昌
中
阿
含
経
』
の
二
経
が
引
か

れ
る
。
こ
の
条
件
は
．
切
の
一
念
覚
知
」
の
問
題
と
し
て
、
部
派
仏
教
の

時
代
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
そ
の
智
は
傾
注
（
習
昌
Ｐ
ｐ
Ｐ
）

に
よ
っ
て
起
こ
る
と
さ
れ
る
・
・

第
５
項
で
は
『
ミ
リ
ン
ダ
・
パ
ン
ハ
ー
』
の
一
切
智
が
論
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
が
増
広
部
分
に
の
み
あ
る
こ
と
、
傾
注
に
つ
い
て
述
、
へ
ら
れ
、
或
い

は
難
｜
一
切
智
人
と
つ
な
が
る
所
説
が
引
用
さ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
第
１
章
に
お
い
て
一
切
智
は
「
三
明
』
と
い
う
明
ら
か
な

定
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
三
明
の
持
つ
意
味
の
解

‐
さ
て
時
代
的
に
見
れ
ば
こ
の
後
に
『
般
若
経
』
の
一
切
智
が
述
べ
ら
れ

る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
《
一
切
智
》
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
思
想

と
し
て
の
成
立
八
或
い
は
成
熟
が
『
般
若
経
』
の
成
立
と
関
連
が
有
る
と

予
想
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究

は
未
だ
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
資
料
も
不
足
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
言
っ
て
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の

川
崎
氏
の
『
一
切
智
思
想
の
研
究
』
は
待
ち
望
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
こ
に
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
非
常
に
残
念
に
思
わ
れ

る
。
一
切
智
の
定
義
が
『
倶
舎
論
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
『
般
若
経
』
に
見
ら
れ
る
も
の
も
基
本
的
に
そ
の
文
脈
で
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
増
広
と
と
も
に
一
切
智
は
「
三
智
（
一
切
智
、

道
種
智
、
一
切
種
智
）
」
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
『
大
智

度
論
」
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。
ゞ
そ
れ
は
第
４
章
に
引
用
さ
れ
る
が
、
第

２
章
で
取
り
上
げ
た
問
題
の
他
に
、
十
力
、
四
無
所
畏
、
一
切
智
と
一
切

種
智
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
２
節
で
は
『
十
住

毘
婆
沙
論
」
に
お
け
る
一
側
難
一
切
智
人
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
二
つ
の
文
献
の
比
較
に
よ
り
、
「
難
一
切
智
人
」
に
関
し
て
は
こ

の
両
者
に
お
い
て
「
共
通
す
る
資
料
の
依
用
・
用
語
の
使
用
な
ど
は
少
な

明
が
〃
思
想
と
し
て
の
一
切
智
″
を
明
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

既
に
明
ら
か
で
あ
る
故
に
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
探
求
は

な
さ
れ
な
い
。
“
筆
者
に
は
「
業
」
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
一
切
智
と

い
う
言
葉
を
支
え
て
い
る
も
の
の
様
に
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
は
客
観
的
な

世
界
を
「
一
切
」
と
し
て
定
立
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

50



第
３
章
は
さ
ら
に
７
項
に
分
け
ら
れ
る
。
第
１
項
で
問
題
と
な
る
の
は

２
，
１
ｌ
４
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
切
の
一
念
覚
知
の
問
題
で
あ
る
。
「
破

我
品
」
の
犢
子
部
に
よ
る
プ
ド
ガ
ラ
の
実
有
を
主
題
と
し
た
《
一
切
智
》

の
刹
那
減
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
仏
陀
が
一
切
智
者
で
あ
る
な

ら
ば
宿
住
に
関
す
る
智
・
現
在
に
関
す
る
智
が
同
時
に
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
も
し
存
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
刹
那
減
の
心
・
‐
心
所

二
完
ｌ
口
令
″

に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
プ
ド
ガ
ラ
の
存
在
を
認
め
る
以
外
に
は
不
可
能

で
あ
る
」
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
・
そ
れ
に
つ
い
て
の
答
は
「
気
持
ち
が
発

動
す
る
だ
け
で
（
回
ｇ
ｏ
咽
日
騨
Ｈ
①
ｇ
）
望
む
も
の
に
関
し
て
（
冒
勵
。
切
冨
日
）

正
し
い
智
が
生
ず
る
と
い
う
、
能
力
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
と
世
親
に

よ
っ
て
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
第
３
項
に
お
い
て
、
仏
陀
の
未
来
法
の

知
覚
に
関
す
る
「
根
品
」
第
六
十
二
偶
の
議
論
に
お
い
て
も
、
‐
同
様
に
答

え
と
さ
れ
る
。
第
４
項
で
は
仏
の
十
力
に
つ
い
て
「
分
別
智
品
」
が
引
か

れ
て
、
「
〔
前
後
二
際
の
〕
生
等
に
つ
い
て
の
遍
知
が
〔
舎
利
弗
に
は
〕
存

在
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
声
聞
な
ど
の
〔
知
〕
は
《
力
》
で
は
な
い
と
さ

れ
る
。
さ
ら
に
「
一
‐
切
の
業
と
、
〃
耗
勿
業
切
蕊
習
と
、
そ
の
重
曹
の
影
響

を
受
け
て
、
取
果
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
す
ぺ
て
に
わ
た
っ
て
知
識
が
、

〆
‐
１
」

諸
仏
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
「
破
我
品
」
の
最
後
に
お
い
て
も
繰

り
返
し
て
主
張
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

グ
ミ
．
．

‐
そ
し
て
「
む
す
び
」
に
お
い
て
「
人
間
の
持
つ
知
の
究
極
的
完
成
の
彼

方
に
、
知
本
来
の
分
別
作
用
を
超
え
た
無
分
別
智
の
存
在
、
知
る
も
の
自

く
」
、
さ
ら
に
「
両
者
の
そ
の
一
切
智
の
議
論
の
間
に
は
、
観
点
の
差
異

を
見
い
だ
し
う
る
」
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

体
を
含
め
て
の
《
一
切
》
を
一
刹
那
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
知
恵
、
超
越

的
知
恵
ｌ
般
若
ｌ
の
存
在
を
積
極
的
に
見
て
ゆ
く
の
が
大
衆
部
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
延
長
上
に
は
大
乗
の
般
若
波
羅
蜜
の
立
場
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
有
部
は
、
仏
知
の
卓
越
性
・
超
越
性
を
認
め
な
が
ら
も

認
識
の
仕
組
み
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仏
知
を
論
じ
な
が
ら
も
絶
え

ず
人
知
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
立
ち
戻
る
。
仏
知
の
隔
絶
性
を
説
い
て
、
そ

れ
と
人
知
と
の
間
に
無
数
の
聖
道
智
の
階
梯
を
設
置
し
て
解
明
し
よ
う
と

志
す
有
部
の
立
場
は
、
ほ
と
け
の
知
恵
の
広
大
さ
と
そ
の
大
慈
悲
を
強
調

せ
ん
と
す
る
本
来
の
意
図
を
裏
切
っ
て
、
結
局
に
お
い
て
は
仏
知
そ
の
も

の
を
明
す
と
い
う
よ
り
も
、
仏
知
を
人
知
の
仕
組
み
で
し
か
説
明
で
き
な

い
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
」
と
し
、
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
「
仏
陀

の
知
の
内
容
も
知
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
一
般
の
認
識
の
仕
組
み
を
も
っ
て

解
明
し
て
ゆ
く
有
部
の
立
場
は
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な
大
衆
部
と
の
論

争
の
中
で
論
理
的
整
合
性
に
精
級
さ
を
加
え
、
さ
ら
に
経
量
部
的
反
省
・

唯
識
学
的
思
考
を
経
て
、
後
期
大
乗
仏
教
の
論
理
学
文
献
に
引
き
継
が
れ

た
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
法
称
）
や
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（
寂
護
）

以
後
の
時
代
に
．
切
智
者
の
存
在
論
証
（
、
胃
く
旦
冒
‐
巴
目
巨
と
と
題

す
る
章
を
持
つ
文
献
や
、
こ
れ
を
題
名
と
す
る
書
物
が
多
数
著
わ
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
以
上
に
見
た
有
部
の
仏
知
に
関
す
る
論
理
的
思
想
の
伝

統
を
継
承
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

後
半
の
章
は
こ
こ
に
紹
介
が
で
き
な
い
が
第
５
章
で
は
「
中
観
心
論
』
、

「
思
択
炎
』
に
お
け
る
思
想
の
解
明
と
一
切
智
、
末
尾
に
は
そ
の
テ
ク
ス

ト
と
翻
訳
と
い
う
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
渭
弁
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ

R1
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れ
る
。
あ
と
は
目
次
に
よ
っ
て
み
て
い
た
だ
く
よ
り
な
い
が
、
従
来
の
研

究
の
余
す
と
こ
ろ
無
き
紹
介
と
、
参
考
文
献
＄
論
文
の
豊
富
さ
は
こ
れ
か

ら
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
者
に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
の
助
け
で
あ
る
。
ま

た
、
関
係
す
る
論
師
た
ち
の
年
代
も
示
さ
れ
て
お
り
便
利
で
あ
る
（
Ｐ
二

○
）
。

‐
そ
し
て
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
第
２
章
に
お
け
る
業
と
一
切
智
の

問
題
の
指
摘
と
と
も
に
『
中
観
心
論
』
な
ど
に
お
け
る
清
弁
の
思
想
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
清
弁
の
「
肉
食
・

生
類
観
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
清
弁
自
身
の
仏
教
観
が
、
ま
た
ち
が
っ
た

角
度
か
ら
も
問
題
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
つ
の
事
柄
の
変
遷
や
並
行

関
係
、
対
立
と
い
っ
た
形
で
そ
の
流
れ
を
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
研
究
だ
け

で
は
肝
心
の
仏
教
の
中
で
生
き
て
き
た
人
た
ち
の
姿
が
見
え
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
信
仰
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く
テ
ク
ス
ト
の

〃
合
理
的
解
釈
″
と
い
う
点
で
も
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
読
む
時
に
、
先
に
述
ぺ
た
方
法
で
は
表
面
の
現

象
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
解
明
、
仏
教
の
整
理
、
外
面
的
な
斉
合
性
の
理

解
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
或
る
文
献
に
お
い
て
或
る
事
柄
が
論
じ

ら
れ
る
と
き
の
、
そ
れ
を
論
じ
る
者
の
必
然
性
つ
ま
り
、
そ
れ
を
論
じ
る

意
味
が
理
解
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
解
釈
し
た
こ
と
に
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
誰
が
述
、
へ
た
か
に
よ
っ
て
同
じ
事
柄
で
も
意
味
が
違
う
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
思
想
の
理
解
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は

あ
り
得
な
い
。
現
象
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
の
み
を
取
り
上
げ
て
そ
の

他
の
部
分
を
切
り
捨
て
る
、
と
い
う
形
で
は
〃
合
理
的
解
釈
″
と
は
い
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
と
い
っ
て
も
そ
う
い
う
一
つ
の
全
体
性

を
持
っ
た
人
間
（
歴
史
的
に
は
文
献
）
の
集
っ
た
一
つ
の
文
脈
な
の
で
あ

っ
て
、
固
定
し
た
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味

で
、
あ
る
文
献
を
書
い
た
人
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
研
究

が
さ
ら
に
な
さ
れ
る
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。

今
述
べ
た
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
ま
た
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
ま
た

が
り
、
仏
教
学
を
学
ぶ
あ
ら
ゆ
る
者
に
と
っ
て
必
ず
参
考
に
な
る
部
分
を

持
つ
こ
の
書
の
刊
行
を
筆
者
は
心
よ
り
歓
迎
す
る
も
の
で
あ
る
。

｛
岼
械
廼
酔
に
軸
幸
鍬
牡
か
函
確
円
横
組
一
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