
榛
苓
抄
Ｉ

Ｌ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
「
初
期
仏
教
に

お
け
る
〃
智
″
と
〃
覚
″
に
つ
い
て
の
叙
述

あ
る
い
は
理
論
の
諸
相
に
つ
い
て
」

ハ
ン
ブ
ル
グ
の
シ
ュ
《
、
ツ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
教
授
が
気
鋭
の
学
者
で
あ
る
こ

と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
寡
聞
で
獺
惰
な
私
も
、
今
ま
で
氏
の
い
く
つ
か

の
論
文
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
て
お
り
、
先
年
来
日
の
際
は
、
！
唯
識
諸
論
耆

の
成
立
順
序
に
つ
い
て
の
見
解
を
承
わ
っ
て
、
新
た
な
示
唆
を
得
た
。

標
記
の
論
文
は
、
ア
ル
ス
ド
ル
フ
博
士
に
献
げ
ら
れ
た
論
文
集
望
譲
‐

ミ
ミ
ミ
ミ
菅
営
房
量
畠
里
員
切
員
§
湯
ミ
畠
」
忌
曽
〉
弓
討
号
昌
の
ロ
〕
に

寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
五
○
頁
に
余
る
細
密
な
労
作
で
あ
る
。
私
と
し
て

は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
氏
が
初
期
仏
教
の
範
囲
を
く
わ
し
く
取
扱
っ
た
論

考
に
初
め
て
接
し
、
そ
の
独
特
な
考
え
方
に
色
奄
興
味
を
覚
え
た
の
が
、

こ
の
小
稿
を
草
す
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
七
八
年
、
氏
は
「
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
救
済
の
経

験
の
構
造
に
向
け
て
食
日
聾
旨
胃
日
号
局
①
部
ぽ
い
①
目
①
昌
固
箇
胃
昌
祠

旨
〕
旨
含
の
○
ず
①
口
国
巨
Ｑ
Ｑ
彦
満
目
こ
め
）
」
（
勺
匡
匡
旨
酌
は
○
国
吻
旦
号
①
ロ
①
ｚ
○
一
）
旨

（
桜
部
建
）

胃
叩
の
自
呂
巨
言
祁
一
こ
ぐ
巳
．
く
》
胃
愚
薑
吻
恩
員
§
篭
ミ
ミ
ミ
鑓
ゞ
恵
罵
亮
勤
言
忌
８
ミ

烏
鋤
国
昌
吻
』
弓
冒
〕
・
患
団
〕
所
収
）
を
発
表
し
て
お
り
、
こ
の
（
八
一
年
）

論
文
は
そ
れ
（
七
八
年
論
文
）
か
ら
の
発
展
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
私
は
、

自
然
、
そ
れ
を
も
読
み
返
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
順
序
と
し
て
ま
ず
、

そ
れ
の
内
容
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

七
八
年
論
文
に
つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト
を
私
は
宮
下
晴
輝
氏
か
ら
借
覧
し
、
多

く
の
示
教
を
得
た
。

七
八
年
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
イ
ン
ド
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

の
中
で
の
「
超
越
体
験
（
目
国
ロ
闇
①
目
の
口
圃
①
Ｈ
菌
言
匡
凋
）
」
の
問
題
を
テ
ー

マ
に
し
た
十
一
人
の
学
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。

筆
者
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
は
論
ず
る
。
ｌ
「
超
越
」
と
い
え
ば
、

仏
教
学
者
は
当
然
「
浬
婆
」
を
思
う
。
そ
れ
も
、
単
に
苦
の
集
（
因
）
と
し

て
の
洞
あ
る
い
は
渇
愛
の
減
を
浬
喋
と
呼
ぶ
そ
の
限
り
の
浬
藥
で
は
な
く

て
、
す
、
へ
て
の
も
の
の
残
り
な
き
減
、
世
間
的
な
も
の
か
ら
の
全
き
出
離
、

と
し
て
の
浬
藥
（
そ
こ
に
は
地
・
水
・
火
・
風
も
な
く
去
・
来
も
な
く
死

・
生
も
な
い
臼
Ｑ
臼
員
ら
、
と
い
わ
れ
る
も
の
）
を
思
う
。
「
超
越
経

験
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
浬
藥
を
、
す
な
わ
ち
此
岸
の
世
界
を
超
え
た
領

、
、
、
、
、
、
、
、

域
を
、
経
験
と
し
て
さ
と
る
（
の
Ｈ
菌
胃
ロ
ロ
鴨
日
蔦
蒟
①
の
冒
国
の
急
①
ａ
ｇ
）
と

こ
ろ
に
、
成
立
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
完
全
な

浬
喋
に
入
る
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
、
死
後
に
至
っ
て
は
じ
め
て
可
能

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
な
お
現
生
に
あ
る
間
の
体
験
と
し
て
先
取
す
る

二
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（
の
ュ
の
冒
尉
富
津
①
シ
具
目
冨
陣
Ｃ
ｅ
と
こ
ろ
に
、
成
立
す
る
も
の
で
な
く

て
は
な
る
ま
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
経
験
は
、
仏
教
の
救
い
の
道
（
四
ｍ
院
舅
舟
．
解
脱

道
）
に
と
っ
て
、
初
め
か
ら
、
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
初
期

仏
教
で
決
定
的
な
意
義
を
も
っ
た
の
は
「
救
い
を
構
成
す
る
経
験
（
胃
房
‐

宮
』
］
農
自
尊
の
陣
厨
胃
目
巴
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
渇
愛
あ
る
い
は
漏
を

断
じ
て
も
は
や
後
有
を
受
け
ず
と
知
る
に
至
っ
て
浬
築
と
い
う
超
越
的
領

域
に
、
現
に
の
①
旨
い
冒
菖
誼
に
、
入
る
た
め
の
救
い
の
構
成
的
経
験
、
す

な
わ
ち
、
次
点
と
四
諦
を
観
知
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

ま
た
、
の
ち
に
は
、
一
部
の
学
派
に
よ
っ
て
、
（
浬
藥
に
入
る
こ
と
の
体
験

、
、
、
、
、
、
、

的
先
取
と
し
て
で
な
し
に
）
浬
築
な
る
超
越
的
領
域
を
神
秘
的
に
さ
と
る

、
、

こ
と
目
別
陸
切
目
①
、
冒
昌
①
尋
①
巳
ｇ
）
と
し
て
も
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
な
れ
ば
こ
れ
は
「
（
仏
教
的
）
超
越
体
験
」
の
名
で
呼
ば
れ

得
よ
う
。

結
局
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
「
救
済
を
も
た
ら
す
経
験
（
の
Ｈ
５
ｍ
①
且
の

国
毎
日
ロ
侭
）
」
に
は
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
の
概
念
化
・
こ
と
ば
化
（
下

記
、
六
三
頁
上
段
参
照
）
を
と
お
し
て
の
み
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
、
二

つ
の
型
が
見
出
さ
れ
る
。

ま
ず
、
原
始
仏
教
に
と
っ
て
、
ま
た
説
一
切
有
部
や
初
期
の
琉
伽
行
派

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
四
聖
諦
の
観
知
、
↑
す
な
わ
ち
四
聖
諦
を
次
之
と
明

蜥
に
認
識
す
る
こ
と
、
で
あ
り
、
そ
こ
に
救
い
が
構
成
さ
れ
る
開
悟
の
体

験
（
園
］
の
巨
呂
言
侭
の
国
府
冒
邑
で
あ
る
。
た
だ
、
有
部
で
は
、
四
諦
の
現

観
に
よ
っ
て
見
惑
は
次
だ
と
頓
断
さ
れ
る
が
、
な
お
そ
れ
で
は
断
じ
尽
く

さ
れ
な
い
修
惑
が
残
る
か
ら
、
そ
こ
で
、
あ
り
の
ま
ま
を
認
識
す
る
こ
と

八
一
年
論
文
は
、
七
八
年
論
文
の
中
に
扱
わ
れ
た
四
諦
の
観
知
を
中
心

と
す
る
原
始
仏
教
の
解
脱
道
を
、
よ
り
詳
し
く
分
析
的
に
考
察
す
る
。
そ

の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
さ
と
り
、
す
な
わ
ち
解

脱
〃
智
″
（
呂
目
》
の
甘
・
）
や
〃
覚
″
ｅ
８
Ｅ
】
、
騨
昌
ウ
＆
宮
ゞ
①
言
・
）
、
の
内

容
が
経
蔵
の
中
で
い
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
筆
者
は
、
ま

ず
、
こ
こ
で
は
〃
覚
″
の
語
を
釈
迦
牟
尼
自
身
の
そ
れ
に
関
し
て
の
み
用

い
る
こ
と
に
し
、
〃
智
″
は
仏
弟
子
の
そ
れ
に
関
し
て
の
み
用
い
る
か
、

あ
る
い
は
仏
弟
子
の
〃
党
″
と
〃
智
″
と
を
併
せ
た
意
味
で
用
い
る
こ
と

に
す
る
、
と
い
う
限
定
を
置
い
て
、
出
発
す
る
。

次
い
で
、
経
典
の
本
文
を
資
料
と
し
て
取
扱
う
仕
方
の
前
提
と
な
る
べ

き
も
の
と
し
て
、
左
の
四
項
を
挙
げ
る
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、

の
さ
ら
に
幾
重
も
の
反
復
が
必
要
で
あ
る
、
と
す
る
し
、
ま
た
、
予
備
的

、

、

な
（
有
漏
）
道
で
も
四
諦
十
二
行
相
の
反
復
的
観
察
を
な
す
、
と
す
る
。

（
他
の
諸
学
派
の
多
く
も
、
幾
重
も
の
反
復
と
予
備
的
な
道
と
に
つ
い
て

は
有
部
と
同
様
に
考
え
る
が
、
救
済
を
も
た
ら
す
経
験
が
概
念
的
構
造
を

も
っ
て
い
る
点
で
、
有
部
と
は
あ
い
異
る
も
の
が
あ
る
。
）

一
方
、
パ
ー
リ
上
座
部
で
は
、
有
為
の
世
間
を
厭
離
す
る
過
程
を
と
お

し
て
、
無
為
の
出
世
間
の
浬
梁
を
頓
に
さ
と
る
ｅ
５
蔚
胃
胃
の
冒
口
②
量
①
Ｈ
‐

：
ロ
）
、
す
な
わ
ち
一
瞬
間
に
四
諦
の
す
雫
へ
て
が
現
観
さ
れ
る
、
と
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
救
済
を
も
た
ら
す
経
験
」
は
神
秘
的
直
観
と
い

え
、
「
超
越
体
験
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
中
期
以
後
の
（
大
乗
へ

方
向
づ
け
ら
れ
た
）
琉
伽
行
派
の
考
え
方
も
、
ま
た
、
こ
れ
と
似
て
い
る
。

三
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日
本
文
を
真
向
か
ら
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
経
典
本
文
は
そ

の
語
る
と
お
り
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
、
本
文
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
の
語
法
の
限
り
に
お
い
て
理
の
と
お
っ
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
我
壺
は
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
輿
仏
典
の
場
合
、
そ
れ
が
、

哲
学
の
で
な
く
、
宗
教
の
文
献
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
本
文
を
、

そ
の
含
む
観
念
を
、
不
確
か
な
漠
然
と
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と
考
え
る

こ
と
は
、
殊
に
、
よ
ろ
し
く
な
い
。
本
文
中
に
何
か
筋
の
通
ら
ぬ
箇
処
が

あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
真
向
か
ら
取
上
げ
て
、
例
え
ば
そ
の
本
文
の
歴
史
的

な
発
展
を
考
え
合
わ
せ
て
見
る
と
い
っ
た
仕
方
で
、
そ
れ
を
解
き
明
か
す

よ
う
に
す
、
へ
き
で
あ
る
。

目
体
験
が
概
念
を
越
え
た
も
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
ば
化
は
も
ち
ろ
ん
至

難
で
あ
り
、
不
完
全
な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
神
秘
的
体

験
も
、
常
に
全
く
概
念
を
越
え
て
い
る
と
は
言
え
ぬ
。
初
期
仏
教
に
お
い

て
、
〃
覚
″
〃
智
″
に
関
す
る
資
料
の
大
部
分
は
、
さ
と
り
の
体
験
を
こ

と
ば
化
し
た
点
で
何
ら
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ

ら
の
資
料
は
、
（
概
念
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
な
い
）
〃
覚
″
〃
智
″

、
、

、

の
体
験
に
も
、
（
そ
の
体
験
の
こ
と
ば
化
・
概
念
化
か
ら
生
ま
れ
た
）
理

、論
に
も
、
関
わ
る
の
で
あ
る
。

目
経
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
範
囲
に
、
ど
の
程
度
に
、
仏
陀
の
真
説
が
含
ま

れ
て
い
る
か
さ
え
、
ま
だ
見
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
原
始
仏
典
は
数
世
紀

に
亘
っ
て
口
調
伝
承
さ
れ
て
、
そ
の
間
に
種
壺
な
変
容
を
免
れ
ず
、
そ
こ

に
新
し
い
理
念
の
展
開
も
な
か
っ
た
と
い
え
な
い
か
ら
、
当
面
の
資
料
の

中
に
、
あ
い
異
っ
た
発
展
の
層
を
見
別
け
て
ゆ
く
た
め
に
、
高
度
な
文
献

学
的
批
判
の
手
法
の
注
意
深
い
適
用
が
必
要
で
あ
る
。

㈲
経
蔵
が
変
化
の
（
そ
れ
も
、
創
造
的
変
化
の
）
所
産
な
ら
ば
、
そ
の

教
義
の
完
全
な
斉
一
性
の
存
在
は
諾
い
難
い
。
開
祖
の
人
格
の
圧
倒
的
な

重
さ
が
教
義
の
変
化
発
展
の
範
囲
を
大
い
に
狭
め
て
は
い
る
が
、
に
も
拘

ら
ず
、
そ
う
い
う
発
展
は
早
い
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、
〃
智
″
〃
覚
″

に
つ
い
て
も
、
阿
含
の
中
で
す
で
に
種
々
な
異
見
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
見
方
を
前
提
と
し
て
、
筆
者
は
ま
ず
〃
覚
″
の
過
程
や
内

容
を
記
述
す
る
も
の
と
し
て
転
法
輪
経
の
諸
本
を
検
討
し
、
次
に
、
同

じ
く
〃
覚
″
の
内
容
を
語
る
も
の
と
し
て
マ
ッ
ジ
マ
・
’
一
カ
ー
ャ
の
諸
経

写
眞
』
ら
・
患
ゞ
韻
』
旨
Ｐ
①
月
・
）
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
〃
型
の
ご
と
き
叙

述
″
を
検
討
す
る
。
後
者
と
同
様
の
〃
型
の
ご
と
き
叙
述
″
は
、
ま
た
、

〃
智
″
の
内
容
を
語
る
も
の
と
し
て
、
同
じ
く
諸
経
（
冨
麗
』
臼
ゞ
ｇ
》
己

鈩
シ
ミ
ら
Ｐ
①
９
．
）
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
。

転
法
輪
経
や
〃
型
の
ご
と
き
叙
述
″
の
検
討
の
結
果
、
筆
者
は
、
解
脱
、

あ
る
い
は
〃
覚
″
、
〃
智
″
、
と
四
諦
の
観
知
と
の
間
に
早
く
か
ら
定
ま

っ
た
関
係
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
四
諦
の
観
知
こ
そ
が
漏
の
、
あ
る
い

は
渇
愛
の
、
減
を
も
た
ら
し
、
そ
の
減
は
す
な
わ
ち
解
脱
で
あ
る
、
あ
る

い
は
解
脱
は
少
く
と
も
そ
の
減
を
含
む
、
と
〃
覚
″
〃
智
″
に
関
し
て
記

述
す
る
基
本
的
な
経
典
の
多
く
は
語
る
。

し
か
し
、
四
諦
の
観
知
と
〃
智
″
と
の
間
に
果
し
て
「
心
理
的
に
も
つ

と
も
と
思
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
」
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
筆
者
は

設
問
す
る
。
無
明
と
は
四
諦
に
つ
い
て
の
無
知
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、

四
諦
の
観
知
に
よ
っ
て
無
明
が
減
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
し

か
し
四
話
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
渇
愛
は
減
せ
ら
れ
る
か
。
な
る
ほ
ど
苦

諦
を
十
分
に
知
る
と
き
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
す
る
渇
愛
は
抑
止
さ
れ
減
せ

63



ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
集
諦
・
滅
諦
を
知
る
こ
と
は
、
渇
愛
を

減
し
よ
う
と
努
力
さ
せ
る
動
機
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
自
動
的
に

渇
愛
が
減
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
単
に
道
諦
を
知
る
の
み
で
は
渇
愛
を

減
す
る
に
足
ら
ず
、
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
が
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
総
じ

、
、
、

て
い
え
ば
、
渇
愛
の
減
が
四
諦
の
観
知
の
心
理
的
効
果
と
し
て
当
然
に
実

現
す
る
と
は
解
し
難
い
。

筆
者
は
こ
こ
で
、
そ
の
「
心
理
的
に
も
つ
と
も
と
思
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
」

の
追
求
を
、
角
度
を
変
え
た
視
点
か
ら
試
み
る
。
仏
弟
子
の
〃
智
″
で
な

く
仏
の
〃
覚
″
の
場
合
を
考
え
る
と
、
仏
に
よ
る
そ
の
体
験
に
は
仙
四
諦

の
発
見
と
②
解
脱
を
得
た
と
の
確
信
と
の
二
面
が
区
別
で
き
る
。
仏
の
体

験
そ
の
も
の
が
ど
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
体
験
に
続
く
そ
の
概
念
化
、
こ

と
ば
化
の
中
で
は
価
こ
の
二
つ
に
時
間
的
な
前
後
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は

不
可
避
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
因
果
的
前
後
関
係
に
お

い
て
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
四
諦
の
了
知
↓
（
解
脱
↓
）
解
脱
知
見
と
い
う

順
序
が
成
り
立
ち
、
し
た
が
っ
て
解
脱
は
四
諦
了
知
の
結
果
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
い
か
に
し
て
四
諦
の
観
知
が
渇
愛
の
減
を
結
果
し
、
さ
ら
に
解
脱

を
結
果
す
る
も
の
で
あ
り
得
た
か
は
、
少
く
と
も
仏
の
場
合
、
渇
愛
の
減

や
解
脱
が
疑
い
な
い
事
実
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
当
初
は
問
題
に
な
ら
な
か

っ
た
。
一
方
、
真
実
や
知
に
具
わ
る
力
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
ダ
以
来
の
信
仰

は
初
期
の
仏
教
徒
の
中
に
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
四
諦
の
了
知
即
渇

愛
の
減
が
当
然
の
こ
と
と
受
け
と
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
転
法
輪
経
の
中
に
も
〃
型
の
ご
と
き
叙
述
″
の
中
に
も
、

解
脱
は
四
諦
観
知
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
越
え
た
要
素
が
見
ら

れ
る
。

〃
型
の
ご
と
き
叙
述
″
の
中
で
は
、
苦
と
そ
の
集
・
減
・
減
に
至
る
道

（
四
諦
）
を
知
る
こ
と
に
す
ぐ
続
い
て
、
漏
と
そ
の
集
・
減
・
減
に
至
る
道

を
知
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
苦
の
因
を
渇
愛
と
無

明
と
し
て
よ
り
完
全
に
示
そ
う
と
す
る
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
、
も
う
一
つ
に

は
、
〃
智
″
の
最
終
目
的
（
苦
の
減
）
で
な
く
直
接
の
目
的
（
漏
の
減
）
に
重
点

を
移
し
て
、
〃
智
″
の
内
容
と
そ
の
結
果
と
の
間
の
関
係
を
よ
り
直
接
に

打
ち
立
て
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
な
お
そ
の
関
係
は
〃
心

理
的
に
も
つ
と
も
と
思
わ
れ
る
″
ほ
ど
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

転
法
輪
経
で
四
諦
の
三
転
十
二
行
相
が
説
か
れ
る
中
に
お
い
て
、
「
苦

諦
は
遍
知
さ
る
べ
き
も
の
」
「
滅
諦
は
現
証
さ
る
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
る

と
き
、
前
者
は
凡
そ
世
間
的
な
も
の
は
厭
わ
し
い
と
否
定
的
に
知
る
こ
と

で
あ
り
、
後
者
は
凡
そ
世
間
的
な
も
の
の
減
は
安
ら
か
で
あ
る
と
肯
定
的

、
、
、

に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
合
理
的
な
智
で
理
性
的
に
諸
法
の
無
常
．

、
、
、

苦
・
空
・
非
我
を
知
る
こ
と
諺
後
者
は
神
秘
的
な
智
で
個
食
が
身
を
も
っ

て
寂
静
で
微
妙
な
浬
渠
の
楽
を
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
智

は
、
四
諦
の
了
知
と
は
明
ら
か
に
レ
ヴ
ェ
ル
を
異
に
し
、
〃
智
″
の
内
容

と
そ
の
結
果
と
の
間
に
上
記
の
よ
う
に
〃
心
理
的
に
も
つ
と
も
と
思
わ
れ

る
〃
関
係
を
打
ち
立
て
る
意
図
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

智
の
型
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
さ
し
く
相
応
す
る
よ
う
な
〃
智
″
に
つ
い
て
の

叙
述
あ
る
い
は
理
論
が
、
ま
た
、
諸
経
典
の
上
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

神
秘
的
な
〃
智
″
の
観
念
を
語
る
と
見
ら
れ
る
諸
経
命
〆
冒
‐
麗
歩
旨

、
、
、
、
、

ｌ
急
〕
輿
。
．
）
で
は
、
解
脱
は
「
不
死
の
界
に
身
を
も
っ
て
触
れ
る
」
こ
と
を

要
す
る
、
と
さ
れ
る
。
い
か
に
も
個
々
の
直
下
の
体
験
を
示
す
如
き
表
現

で
あ
る
。
こ
う
い
う
現
生
に
お
け
る
体
験
と
し
て
の
浬
藥
の
境
地
は
想
受
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減
の
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
九
次
第
定
の
終
局
に
想
受
減
に
達
し
た

比
丘
は
「
慧
を
も
っ
て
見
て
、
か
れ
の
漏
は
全
く
滅
尽
す
る
」
と
説
く
経

（
冨
鴎
】
器
皀
届
』
の
旨
・
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
想
受
減
の
中
で
（
あ
る
い

は
そ
の
後
に
続
い
て
）
〃
智
″
（
す
な
わ
ち
慧
）
が
生
じ
そ
れ
に
よ
る
漏

の
減
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
漏
の
減
を
も
た
ら
す
慧
が
、
想
受
減
の
中

に
生
ず
る
の
な
ら
、
そ
の
慧
は
、
い
か
に
し
て
も
通
常
の
分
析
的
な
概
念

化
さ
れ
た
種
類
の
そ
れ
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
対
象
は
想
受
減
そ
れ
自
身

（
す
な
わ
ち
、
神
秘
的
な
先
取
予
見
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
浬
藥
）
に
ほ

か
な
ら
ぬ
。
（
誉
が
想
受
減
の
後
に
続
く
こ
と
も
、
少
く
と
も
、
可
能
で
は

、
、
、
、
℃

あ
る
。
「
最
高
の
真
実
（
湿
梁
）
を
身
を
も
っ
て
現
証
し
、
慧
を
も
っ
て
そ
れ

を
徹
見
す
る
曾
息
ｇ
）
」
と
い
う
句
は
そ
れ
を
支
持
す
る
。
）
初
期
仏
教

者
の
中
に
は
確
か
に
こ
の
よ
う
に
考
え
た
人
々
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
ｌ

す
な
わ
ち
、
阿
羅
漢
果
を
得
る
、
あ
る
い
は
漏
を
滅
尽
す
る
、
方
法
（
あ

る
い
は
少
く
と
も
そ
の
一
必
要
条
件
）
は
、
浬
渠
の
境
地
を
、
特
に
想
受

減
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
る
べ
き
個
々
の
神
秘
的
体
験
（
す
な
わ

ち
慧
）
に
よ
っ
て
、
現
生
に
お
い
て
一
時
的
に
先
取
予
見
す
る
こ
と
で
あ

ず
○
、
う
シ
」
。
ｌ

一
方
、
存
在
の
、
あ
る
い
は
存
在
の
基
本
的
要
素
の
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な

、
、
、

性
質
の
合
理
的
な
了
知
あ
る
い
は
直
観
を
〃
智
″
と
し
て
説
く
諸
経
が
あ

る
。
五
樋
の
無
常
・
苦
・
無
我
を
知
っ
て
解
脱
に
達
す
る
と
説
き
（
冨
喝
．

塁
》
①
月
＆
の
×
曽
胃
の
諸
経
）
、
五
穂
の
生
滅
を
如
実
に
知
っ
て
漏
尽
に
至
る

と
説
き
（
シ
ミ
‐
含
）
、
五
綴
の
空
虚
な
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
離
と
解
脱

を
結
果
す
る
と
説
く
命
〆
〆
‐
器
）
。
そ
こ
で
目
立
つ
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸

経
の
多
く
が
、
〃
智
″
と
定
と
の
関
係
を
稀
薄
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

冒
望
の
末
尾
で
は
次
第
住
（
四
国
眉
目
ｇ
ぐ
旨
胃
⑳
）
の
型
に
基
づ
い
て

〃
智
″
が
説
か
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
想
受
減
を
〃
智
″
の
基
と
は
見
な
い
。

四
禅
・
下
三
無
色
の
七
地
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
〃
智
″
が
生
じ
て
漏
を

（
少
く
と
も
五
下
分
結
を
）
滅
尽
す
る
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
非
想
非
非

想
処
と
想
受
減
と
で
は
、
想
を
欠
く
ゆ
え
に
智
の
は
た
ら
き
は
当
然
あ
り

え
な
い
。
別
な
一
経
参
員
１
段
）
で
は
、
は
っ
き
り
と
、
智
に
よ
る
徹
見

が
あ
る
の
は
想
等
至
（
の
凰
目
の
胃
風
圃
昌
）
の
限
り
で
あ
る
と
言
っ
て
い

る
。
想
と
い
う
知
的
作
用
を
離
れ
た
（
神
秘
的
な
）
慧
の
は
た
ら
き
は
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
智
は
、
直
前
に
挙
げ
た
諸

経
の
場
合
と
異
っ
て
、
常
に
定
地
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
零
へ

き
で
あ
る
。
巨
置
に
相
応
す
る
中
二
○
五
や
昌
圏
は
、
漏
の
減
を
も

た
ら
す
知
的
作
業
が
諸
法
の
無
常
性
・
苦
性
の
観
察
か
ら
始
ま
る
こ
と
だ

け
を
明
ら
か
に
説
い
て
い
て
、
よ
り
は
っ
き
り
と
口
①
嘱
陣
ぐ
①
‐
旨
荷
馬
○
‐

目
昌
な
線
に
沿
っ
て
い
る
。
し
か
し
昌
置
で
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
法

の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性
質
の
観
察
の
後
に
、
行
者
が
「
心
を
不
死
の
界
に
向

け
」
て
「
寂
静
で
微
妙
な
浬
樂
」
を
思
う
こ
と
を
述
、
へ
て
い
て
、
こ
の
句

は
９
ｍ
ご
く
？
日
制
胃
己
な
流
れ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
（
上
記
、
六
四
頁

下
段
参
照
）
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
経
で
、
漏
尽
を
も
た
ら
す
知
的
プ
ロ
セ
ス
に
二
面
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
現
世
的
存
在
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
性
質
を
知
る
こ
と
（
そ
れ
は
苦
諦
の
了
知
に
相
応
す
る
）
と
、
浬
藥
と

い
う
超
現
世
的
境
地
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
性
質
を
知
る
こ
と
（
そ
れ
は
滅
諦

と
関
連
す
る
）
と
で
あ
る
。
渇
愛
の
減
が
苦
の
減
を
結
果
す
る
こ
と
よ
り

も
、
渇
愛
の
減
す
な
わ
ち
苦
の
減
が
「
寂
静
で
微
妙
な
」
境
地
で
あ
る
こ
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℃

と
が
注
意
さ
れ
る
一
方
で
、
や
は
り
浬
薬
が
渇
愛
の
減
で
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
の
は
、
想
受
減
‐
解
脱
の
場
合
の
よ
う
に
浬
藥
を
日
滞
陣
８
‐

①
糾
騨
①
具
巨
な
体
験
と
し
て
把
え
る
（
上
記
、
六
五
頁
上
段
）
の
で
な
く
て
、

定
地
に
あ
っ
て
そ
れ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
相
に
お
い
て
知
的
に
了
知
し
よ
う

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

〃
智
″
は
、
定
地
を
離
れ
ぬ
が
、
知
的
な
浬
梁
の
証
知
を
内
容
と
す
る

と
い
う
こ
の
理
論
は
、
先
に
触
れ
た
智
の
二
つ
の
型
の
い
ず
れ
に
も
属
せ

ず
、
そ
の
中
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
旨
霞
に
見
ら
れ
る
方
向
を
さ
ら
に
延
長
し
て
、
ロ
①
魍
陣
ぐ
①
‐
旨
‐

蔚
馬
ｏ
目
巳
な
流
れ
と
君
の
旨
く
①
‐
日
瀞
陣
○
巳
な
流
れ
と
を
綜
合
し
よ
う

と
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
俸
門
×
‐
獣
で
あ
る
。
こ
の
経
の
初
め
の
部

分
で
は
、
四
禅
・
下
三
無
色
の
み
な
ら
ず
非
想
非
非
想
処
・
想
受
減
に
至

る
ま
で
、
つ
ま
り
九
次
第
定
の
す
。
へ
て
、
に
依
っ
て
漏
の
減
が
あ
る
と
説

か
れ
る
。
経
の
中
央
部
で
は
、
し
か
し
、
想
等
至
に
依
っ
て
の
み
智
に
よ

る
徹
見
（
が
も
た
ら
す
漏
の
減
）
は
あ
る
（
上
記
、
六
五
頁
下
段
参
照
）
と
い

ぽ

い
、
経
の
最
後
の
部
分
で
は
、
想
を
欠
く
最
後
の
二
定
地
に
お
け
る
漏
尽

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
定
に
熟
達
し
た
比
丘
の
み
が
出
定
の
の
ち
そ
れ

を
語
り
得
る
、
と
説
く
。
経
の
最
後
に
い
う
所
を
、
漏
尽
は
非
想
非
非
想

処
や
想
受
滅
に
依
っ
て
も
得
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
は
想
（
の
昌
目
）
の

な
い
領
域
で
あ
る
以
上
、
そ
の
漏
尽
は
智
（
昌
目
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

も
の
で
な
い
、
と
い
う
意
味
に
解
す
れ
ば
、
経
の
叙
述
の
上
に
見
ら
れ
る

矛
盾
は
と
も
か
く
こ
と
ば
の
上
で
は
解
決
す
る
。
こ
の
経
が
、
二
つ
の
流

れ
の
綜
合
を
図
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
企
て
は
ロ
①
彊
胃
の
‐
旨
且
‐

行
の
目
巴
な
考
え
方
を
と
る
人
右
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
か
、
君
ｍ
旨
く
・
‐

目
淵
胃
巴
な
考
え
方
を
と
る
人
々
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
か
、
い
ず
れ
と
も

決
し
難
い
が
、
い
く
ぶ
ん
後
者
の
根
拠
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
こ

の
経
が
明
ら
か
に
弓
の
旨
く
①
‐
日
瀞
武
。
巴
な
流
れ
に
属
す
る
一
連
の
経
典

参
属
‐
望
１
日
）
と
関
連
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

冨
匡
］
は
、
冨
段
や
冨
圏
と
違
っ
て
、
九
次
第
定
の
全
パ
タ
ー

ン
を
想
受
減
に
至
る
ま
で
辿
っ
た
あ
と
に
「
慧
を
も
っ
て
見
て
：
：
：
」
と

い
う
句
が
附
せ
ら
れ
る
、
想
受
減
，
解
脱
の
〃
型
の
ご
と
き
叙
述
″
で
あ

る
。
し
か
し
無
所
有
処
ま
で
の
前
七
地
に
は
心
所
が
伴
う
が
、
非
想
非
非

想
処
と
想
受
滅
は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
、
経
は
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
方
、
九
地
の
二
に
つ
い
て
「
か
く
の
如
く
こ
れ
ら
の
法
は

…
・
値
・
」
と
諸
法
の
無
常
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性
質
を
観
知
し
て
そ
れ
ら

諸
法
か
ら
出
離
す
る
こ
と
を
述
零
へ
る
定
型
句
が
附
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

経
の
性
格
を
総
じ
て
い
え
ば
再
解
釈
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
（
旨
５
斤
。
‐

目
昌
牌
な
流
れ
と
目
瀞
武
○
巴
な
流
れ
と
を
）
包
括
す
る
傾
向
に
あ
る

と
言
え
る
。

同
様
な
性
格
の
経
に
冨
届
］
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
冨
巨
］
ほ
ど

密
接
で
は
な
い
が
、
想
受
減
‐
解
脱
の
叙
述
と
関
連
し
て
お
り
、
同
時
に

そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
相
を
示
し
て
も
い
る
。
経
に
は
次
第
に
進
展
す
る
空

の
体
解
が
説
か
れ
る
が
、
最
後
に
行
者
が
非
想
非
非
想
処
想
を
離
れ
て
入

る
無
相
心
三
昧
は
、
想
受
減
と
全
同
で
な
い
に
し
て
も
密
接
に
連
関
す
る

境
地
で
あ
る
。
無
相
心
三
昧
に
関
わ
る
記
述
に
は
半
分
ほ
ど
は
互
い
に
重

複
し
た
二
つ
の
文
節
が
存
し
て
、
そ
こ
に
不
斉
一
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

は
二
者
択
一
の
も
の
が
並
列
さ
れ
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
、
原
初
の
形
と

そ
の
改
訂
版
と
が
並
置
さ
れ
て
い
る
と
見
る
尋
へ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
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者
（
改
訂
版
）
は
、
想
受
減
Ｉ
型
か
ら
旨
５
斤
。
目
巴
冒
な
流
れ
の
記
述
の

中
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
包
括
し
よ
う
と
す
る
企
図
の
あ
ら
わ
れ
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
〃
智
″
に
つ
い
て
の
理
論
は
す
で

に
経
蔵
に
お
い
て
展
開
さ
れ
種
々
な
見
解
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
ア
ビ

ダ
ル
マ
に
至
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
見
解
の
相
違
は
驚
く
ほ
ど
で
は
な
い
、

と
前
置
き
し
て
、
筆
者
は
、
説
一
切
有
部
と
パ
ー
リ
上
座
部
と
の
教
学
説

を
考
察
し
、
最
後
に
成
実
論
・
大
乗
仏
教
の
説
に
も
少
し
触
れ
て
い
る
。

説
一
切
有
部
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
四
諦
の
了
知
が
解
脱
〃
智
″
（
お

よ
び
〃
覚
″
）
の
内
容
を
成
す
と
す
る
経
蔵
以
来
の
考
え
方
を
守
っ
て
お

り
、
た
だ
、
そ
の
構
造
を
た
い
へ
ん
精
密
に
考
察
し
た
。
そ
の
一
つ
の
動

機
と
な
っ
た
の
は
、
上
述
の
経
蔵
に
お
け
る
〃
智
″
の
理
論
展
開
の
諸
相

を
承
け
そ
れ
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
向
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
経

蔵
に
始
ま
っ
た
〃
智
″
の
い
く
つ
か
の
段
階
へ
の
区
別
づ
け
は
、
四
諦
の

最
初
の
観
知
（
見
道
）
と
そ
の
幾
重
も
の
反
復
的
実
践
（
修
道
）
の
説
に
発
展

す
る
。
そ
の
最
初
の
四
諦
の
観
知
が
た
だ
見
と
疑
の
み
（
１
）
を
断
ず
る

と
し
た
の
は
、
経
蔵
以
来
の
〃
心
理
的
に
も
つ
と
も
と
思
わ
れ
る
″
関
係

追
求
の
達
成
で
あ
る
。
解
脱
は
す
今
へ
て
の
法
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性
質
の
了

知
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い
う
教
義
が
、
有
部
の
学
説
で
は
苦
諦
の
四
行

相
の
観
察
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
〃
智
″
を
得
る
に
定
は
必
須
と
し
な
い

と
い
う
考
え
方
（
六
五
頁
上
段
）
は
、
未
至
定
に
お
い
て
そ
れ
が
得
ら
れ
る

と
い
う
説
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
等
々
・

世
間
的
境
界
か
ら
離
れ
て
よ
り
高
い
領
域
に
入
る
こ
と
を
三
昧
に
よ
っ

て
実
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
原
理
は
、
有
部
の
体
系
で
は
有
漏
の
六
行
観
に

お
い
て
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
非
想
非
非
想
処
を
越
え
ぬ
。
有
部

で
は
、
神
秘
的
な
晄
惚
に
よ
っ
て
出
世
間
界
に
入
る
と
い
う
最
終
解
脱
の

考
え
方
は
な
い
。
無
心
定
な
る
滅
尽
定
（
想
受
減
）
に
解
脱
に
入
る
功
能
は

な
い
。パ

ー
リ
上
座
部
で
は
、
解
脱
〃
智
″
そ
れ
自
体
と
そ
の
準
備
的
な
面
と

を
分
け
る
。
前
者
の
対
象
は
た
だ
寂
静
で
微
妙
な
浬
藥
で
あ
り
、
後
者
に

属
す
る
の
は
四
禅
と
下
三
無
色
に
入
る
こ
と
と
そ
れ
ら
七
定
地
を
構
成
す

る
諸
法
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
性
質
の
観
察
と
で
あ
る
。

後
代
の
上
座
部
の
発
展
し
た
教
義
で
は
、
そ
の
浬
梁
，
経
験
は
よ
り
神

秘
的
に
な
る
。
そ
れ
は
、
想
受
減
Ｉ
解
脱
の
理
論
に
お
け
る
ほ
ど
冒
涜
‐

は
８
‐
①
〆
再
①
口
陣
巴
な
先
取
予
見
（
上
記
、
六
二
頁
上
段
、
六
五
頁
上
段
）
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
四
禅
（
あ
る
い
は
五
禅
）
の
一
つ
の
中
で
生
ず
る
神
秘

的
な
知
（
倒
口
四
）
あ
る
い
は
知
見
（
副
ロ
四
目
の
印
騨
目
色
）
で
あ
る
。
（
上
座
部

に
よ
っ
て
も
、
想
受
減
は
完
全
な
無
心
定
で
〃
智
″
と
関
ら
な
い
。
）
渇

愛
は
た
だ
浬
築
を
さ
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
根
絶
で
き
る
と
い
う
の
が

原
理
で
、
上
座
部
は
そ
れ
を
経
蔵
の
想
受
減
‐
理
論
か
ら
引
継
い
だ
の
で

あ
る
。
浬
築
の
み
が
道
智
（
自
侭
暇
‐
目
ロ
煙
）
す
な
わ
ち
解
脱
〃
智
″
の
対

象
で
あ
る
が
、
こ
の
〃
智
″
は
一
瞬
に
四
諦
の
す
べ
て
を
現
観
す
る
、
と

さ
れ
る
。

以
上
、
シ
『
一
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
論
文
の
私
な
り
の
要
約
は
、
そ
れ
だ
け

に
筆
者
の
意
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
ず
多
く
の
ひ
ず
み
を
生
じ
て
い
る
こ

と
を
煙
れ
る
が
、
重
要
な
論
点
を
逸
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
と
思
う
。

山‘
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経
蔵
を
広
く
渉
猟
す
る
精
力
、
細
密
な
分
析
や
理
論
の
組
み
立
て
の
能

力
に
、
並
々
な
ら
ぬ
も
の
を
感
ず
る
の
は
私
一
人
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
私

が
強
い
示
唆
を
受
け
た
の
は
、
経
蔵
の
中
に
異
っ
た
考
え
方
の
流
れ
が
並

存
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
筆
者
が
説
く
ほ
ど
に
、
旨
厨
房
○
首
昌
脾

な
も
の
と
日
瀞
陸
Ｏ
巳
な
も
の
と
そ
の
ｍ
冒
目
の
爵
日
と
を
そ
れ
程
戴
然

と
見
分
け
得
る
も
の
か
は
一
概
に
言
い
難
い
と
し
て
も
、
あ
る
流
れ
に
属

す
る
教
説
は
あ
る
一
一
カ
ー
ャ
に
は
一
経
も
見
出
せ
な
い
と
い
う
指
摘
（
八

一
年
論
文
脚
註
、
．
認
〕
＄
）
は
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

筆
者
の
緊
密
な
理
論
の
組
み
立
て
は
、
そ
れ
だ
け
に
、
理
論
を
押
し
進

め
る
拠
点
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
揺
ぐ
と
全
体
が
揺
ぎ
か
ね
な
い
。
そ
の

点
で
、
〃
型
の
ご
と
き
叙
述
″
に
お
い
て
四
禅
↓
三
明
が
説
か
れ
る
の
は

の
ち
に
成
立
し
た
形
で
あ
り
本
来
は
四
禅
↓
漏
尽
智
で
あ
っ
た
、
と
す
る

Ａ
・
バ
ロ
ー
↓
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
の
考
え
方
に
対
す
る
榎
本
文
雄
論

文
今
仏
教
研
究
」
喝
洞
昌
ｌ
園
）
の
批
判
は
重
大
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
榎

本
説
も
「
中
阿
含
経
』
で
は
大
部
分
の
場
合
が
、
・
ハ
ー
リ
経
蔵
で
も
い
く

つ
か
の
経
（
昌
巨
蝉
シ
ミ
ｌ
］
器
々
ぐ
‐
乱
．
の
ぎ
．
）
が
、
四
禅
↓
漏
尽
智
の
形

を
と
っ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
が
。

〃
覚
″
は
四
諦
の
了
知
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ほ
か
に
、
よ
く
言
わ
れ
る

よ
う
に
縁
起
の
観
察
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
、
ま
た
諸
法
の
味
・
患
・
離
を

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
〃
覚
″
に
つ
い
て
の
記
述

の
諸
相
を
、
経
蔵
の
内
容
の
歴
史
的
展
開
に
の
み
帰
し
得
る
か
ど
う
か
。

た
と
え
ば
筆
者
が
「
四
諦
の
了
知
の
説
が
縁
起
の
了
知
の
説
に
よ
っ
て
補

足
さ
れ
、
あ
る
い
は
押
し
の
け
ら
れ
」
て
い
る
の
は
「
明
ら
か
に
多
少
後

代
の
〃
覚
″
〃
智
″
の
叙
述
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
断
ず
る
（
八
一
年
論
文

Ｆ
章
）
ご
と
く
に
し
て
、
す
べ
て
を
理
解
し
得
る
も
の
か
、
私
自
身
に
は

な
お
明
確
で
な
い
。

八
一
年
論
文
の
前
提
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
四
項
の
中
、
第
二
項
に
つ
い

て
私
は
思
う
。
筆
者
が
〃
覚
〃
″
智
″
に
つ
い
て
の
経
典
の
記
述
に
「
さ
と

り
の
体
験
を
こ
と
ば
化
し
た
点
で
何
ら
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
」

と
判
定
し
て
い
る
根
拠
は
、
論
文
の
中
で
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
が
、
根
拠
は
い
か
よ
う
に
も
あ
れ
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す

れ
ば
、
こ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
「
体
験
」
と
い
う
事
実
と
そ
の
「
こ
と
ば

化
」
と
の
間
の
問
題
は
、
の
ち
の
大
乗
仏
教
で
広
く
と
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
な
問
題
、
た
と
え
ば
中
観
仏
教
に
お
け
る
二
諦
の
問
題
な
ど
、
と
は
意

味
を
異
に
す
る
。
し
か
ら
ぱ
、
筆
者
の
問
題
に
す
る
意
味
で
、
阿
含
の
範

囲
に
お
い
て
「
体
験
を
こ
と
ば
化
し
た
点
で
」
問
題
が
あ
る
の
は
ど
の
よ

う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
体
験
が
概
念
を
越
え
て
お
り
そ
の
ゆ
え
に
そ
の

こ
と
ば
化
は
至
難
で
不
完
全
で
あ
る
例
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
筆

者
は
考
え
る
の
か
。
私
は
そ
れ
を
審
か
に
し
な
い
。

「
心
理
的
に
も
つ
と
も
と
思
わ
れ
る
」
関
係
あ
る
い
は
プ
ロ
セ
ス
の
追

求
は
、
私
な
ど
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
角
度
か
ら
の
問
題
の
把
え
方
で
あ
る
。

筆
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
そ
の
問
題
の
解
明
か
ら
よ
り
も
、
筆
者
が
そ

の
よ
う
な
形
で
問
題
を
把
え
て
い
る
こ
と
自
体
か
ら
、
私
は
示
唆
を
受
け

た
。
と
こ
ろ
で
、
集
・
減
・
道
諦
を
知
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
「
自
動
的

に
（
１
）
」
渇
愛
を
減
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
と

同
様
に
、
苦
諦
を
知
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
自
動
的
に
渇
愛
を
抑
止
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
、
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

旨
］
巴
は
長
尾
博
士
（
『
中
観
と
唯
識
』
五
四
三
頁
以
下
）
そ
の
他
に
よ
っ

68



て
も
注
意
さ
れ
た
興
味
深
い
経
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
見
え
る
「
無
相
心
三 

昧
a
n
i
m
i
t
t
o

 c
e
f
o
s
a
m

pld
h
i」

は
奇
妙
な
用
語
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
想 

受
滅
と
全
同
で
な
い
に
し
て
も
密
接
に
連
関
す
る
境
地
」
を
あ
ら
わ
す
と

は
、
そ
こ
に
お
け
る
文
脈
の
上
か
ら
そ
う
言
え
る
と
し
て
も
、

こ
の
語
自 

体
の
用
例
か
ら
は
不
自
然
な
理
解
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近 

頃
、
別
に
一
文
を
草
し
た(

近
刊
の
壬
生
博
士
記
念
論
集
に
寄
稿)

。
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