
書
評
・
紹
介’

華
厳
教
学
は
天
台
教
学
と
並
ん
で
中
国
佛
教
哲
学
の
挫
壁
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
佛
教
教
学
の
最
高
峯
を
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
以
後
、

華
厳
教
学
の
研
究
は
、
「
華
厳
五
教
章
』
や
「
探
玄
記
』
の
注
釈
的
研
究

を
通
し
て
、
東
大
寺
勧
学
院
を
中
心
と
し
て
長
い
伝
統
を
形
成
し
て
き
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
、
『
三
国
佛
法
伝
通
縁
起
』
の
著
者
凝
然
を
は
じ
め
と
し
、

明
恵
上
人
高
弁
や
、
湛
害
な
ど
の
碩
学
が
輩
出
し
、
華
厳
研
究
は
益
有

深
め
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
華
厳
を
中
心
と
す
る
総
合
伽
教

学
の
確
立
を
め
ざ
し
た
鳳
潭
が
あ
ら
わ
れ
、
華
厳
学
に
独
自
な
解
釈
を
加

え
た
。
こ
の
胤
漣
の
学
説
は
、
華
厳
学
の
正
統
的
立
場
か
ら
異
端
と
し
て

あ
つ
か
わ
れ
、
普
寂
の
痛
切
な
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
近
代
に
お
け
る

華
厳
学
の
伝
統
は
南
紀
芳
英
や
、
一
蓮
院
秀
存
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
一
蓮
院
秀
存
の
句
読
反
点
を
伝
承
し
、
「
華
厳
教
学
』

（
京
都
、
丁
字
屋
、
大
正
八
年
刊
）
を
著
わ
し
た
の
が
、
四
訳
対
雌
「
摂

大
乗
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
文
献
学
的
方
法
に
よ
る
佛
教
学
の
近
代

化
を
確
立
し
た
大
谷
大
学
長
佐
倉
木
月
樵
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
佐
之
木
月

樵
師
一
」
そ
、
谷
大
華
厳
学
の
権
威
山
田
亮
賢
教
授
の
親
父
、
山
旧
友
山
師

の
令
弟
で
あ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
月
樵
帥
が
入
寺
さ
れ
た
三
河
上

錐
主
良
敬
著

「
華
厳
教
学
序
説
」

ｌ
真
如
と
真
理
の
研
究
Ｉ

鎌
田
茂

鮒

宮
寺
に
は
、
た
ま
た
ま
一
蓮
院
秀
存
師
の
令
息
が
養
子
に
な
ら
れ
た
時
、

持
参
さ
れ
た
華
厳
学
の
貴
重
文
献
が
数
多
く
蔵
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て

月
樵
師
に
「
秀
存
語
録
』
や
『
秀
存
法
語
」
の
著
作
が
生
れ
た
因
縁
が
熟

し
た
の
で
あ
っ
た
。

大
正
末
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
谷
大
華
厳
に
は
、
秀
存
師
と
同
郷
の
出

身
で
あ
っ
た
河
野
法
雲
川
を
は
じ
め
と
し
、
金
子
大
栄
師
の
異
色
あ
る
華

厳
学
や
、
鈴
木
大
拙
博
士
の
『
華
厳
の
研
究
』
な
ど
が
、
谷
大
華
厳
の
名

を
高
か
ら
し
め
、
そ
の
学
的
地
位
を
不
動
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
山
川

教
授
は
曾
我
量
深
師
の
唯
識
、
金
子
・
梶
浦
真
了
両
師
の
華
厳
を
学
ば
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
本
書
の
著
者
、
谷
大
の
生
ん
だ
新
進
学
徒
、
錐
主
良
敬

氏
は
華
厳
学
の
山
田
亮
賢
教
授
が
育
て
ら
れ
た
愛
弟
子
で
あ
る
。
本
書
は

谷
大
華
厳
学
の
伝
統
に
は
ぐ
く
ま
れ
、
め
ぐ
ま
れ
た
学
的
環
境
の
な
か
か

ら
結
実
し
た
、
学
的
成
果
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

佐
倉
木
月
樵
・
金
子
大
栄
・
鈴
木
大
拙
な
ど
の
華
厳
研
究
は
、
文
献
研

究
よ
り
も
、
華
厳
の
真
実
義
を
深
い
宗
教
的
体
験
か
ら
把
握
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
の
流
れ
を
く
む
本
書
の
著
書
の
学
風
も
「
学

生
時
代
に
『
華
厳
経
』
に
心
ひ
か
れ
、
こ
の
経
の
「
初
発
心
菩
薩
功
徳
品
」

に
心
を
柴
中
し
て
研
究
の
緒
に
蒲
か
れ
た
こ
と
が
甚
深
の
縁
と
な
っ
て
、

そ
の
後
の
研
究
が
一
貫
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
著
の
生
ま
れ
る

必
然
的
経
過
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
山
田
教
授
の
序
文
が
そ
の
す

べ
て
を
語
り
つ
く
し
て
い
る
。

本
書
は
谷
大
華
厳
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
さ
ら
に
新
し
い
学
的
方
法

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
創
的
な
成
果
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
近
代
急
速
に
切
り
州
か
れ
て
き
た
中
国
佛
教
教
理
史
の
成
果
を
で
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き
る
限
り
吸
収
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
真
如
と
真
理
と
い
う
二
つ
の
言
葉

の
意
味
を
「
尤
大
な
中
国
佛
教
資
料
の
中
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
克
明
に
展

開
の
跡
を
示
し
、
整
理
さ
れ
た
こ
と
は
、
願
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
し

て
、
わ
れ
ら
同
学
の
友
の
た
め
に
も
新
た
な
道
を
開
拓
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
学
界
に
独
自
な
意
義
を
与
え
た
も
の
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
」
（
山

田
教
授
序
文
）
・
以
下
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

著
者
は
華
厳
学
の
究
極
的
な
る
も
の
を
「
真
如
」
と
「
真
理
」
に
お
き
、

第
一
篇
「
中
国
佛
教
に
お
け
る
真
如
論
の
展
開
」
は
「
法
蔵
教
学
研
究
序

説
」
で
も
あ
り
、
法
蔵
以
前
の
真
如
の
意
味
を
羅
什
以
前
に
翻
訳
さ
れ
た

諸
経
よ
り
検
討
を
は
じ
め
、
以
下
順
次
に
「
大
智
度
論
』
、
『
華
厳
経
』
、

菩
提
流
支
訳
諸
経
諭
、
「
大
乗
起
信
論
」
、
浄
影
寺
慧
遠
、
玄
英
訳
諸
経
論

な
ど
の
真
如
を
検
討
し
、
最
後
に
法
蔵
の
真
如
観
を
論
じ
て
い
る
。
第
二

篇
は
「
賢
首
大
師
法
蔵
の
真
理
観
と
そ
の
背
景
」
と
題
さ
れ
、
「
真
理
」

の
語
義
解
釈
か
ら
州
発
し
、
真
諦
訳
諸
経
諭
、
玄
跿
訳
諸
経
諭
、
浄
影
寺

慧
遠
、
法
蔵
の
真
理
観
が
の
ゞ
へ
ら
れ
、
最
後
に
真
理
と
真
如
の
融
合
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
序
章
「
如
来
の
真
実
」
に
お
い
て
は
、
佛
陀
成
道
の
意
義
よ
り
説

き
お
こ
し
、
如
来
の
真
実
と
い
う
も
の
は
、
不
可
説
で
あ
る
と
す
る
。
そ

の
根
拠
と
し
て
『
華
厳
五
教
章
」
の
「
果
分
不
可
説
」
を
あ
げ
る
。
果
分

は
不
可
説
で
あ
る
か
ら
、
因
分
可
説
の
場
所
に
お
い
て
の
み
真
実
を
論
じ

う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
い
で
「
証
悟
の
内
容
と
し
て
の
縁
起
」

に
お
い
て
は
佛
陀
の
悟
り
の
内
容
を
縁
起
に
も
と
め
、
縁
起
の
法
に
日
ざ

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
陀
は
佛
陀
と
な
り
、
如
来
が
如
来
と
な
っ
た
こ

と
を
明
確
に
し
、
佛
陀
正
覚
の
内
容
は
縁
起
の
法
で
あ
り
、
縁
起
の
法
こ

そ
佛
の
佛
た
る
所
以
で
あ
り
、
証
悟
の
全
体
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に

佛
陀
正
覚
の
内
容
た
る
縁
起
の
展
開
を
論
じ
つ
つ
、
著
者
の
問
題
の
所
在

が
ど
こ
に
あ
る
か
を
究
明
し
た
の
が
、
「
縁
起
の
展
附
と
問
迩
の
所
在
」

で
あ
る
。
縁
起
の
法
は
大
乗
佛
教
に
お
い
て
は
、
空
・
唯
舳
と
し
て
躍
動

し
、
展
開
し
、
中
国
佛
教
と
し
て
受
容
さ
れ
る
や
、
中
国
仙
教
独
自
の
法

の
体
系
を
形
成
し
た
と
い
う
。
そ
の
法
の
体
系
の
根
底
を
な
し
た
も
の
の

一
つ
に
「
真
実
」
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
真
実

を
真
理
と
真
如
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
、
中
国
佛
教
教
理
史
の

足
跡
を
た
ど
り
、
真
理
と
真
如
が
最
も
具
体
的
に
融
合
し
た
と
い
う
法
蔵

の
華
厳
学
の
特
質
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
厳
教
学
研
究
の
基
礎

的
研
究
の
一
つ
と
し
た
の
が
、
本
著
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

第
一
篇
「
中
国
仙
教
に
お
け
る
真
如
流
の
展
開
」
の
第
一
章
「
羅
什
以

前
の
真
如
」
に
お
い
て
、
訳
語
の
問
題
を
整
理
す
る
。
そ
の
中
の
館
一
節

に
お
い
て
は
、
本
雌
と
加
を
問
題
と
す
る
。
塚
本
善
隆
博
士
や
、
湯
用
形

教
授
の
学
説
を
引
用
し
つ
つ
、
本
無
を
加
と
訳
出
し
た
経
典
の
文
章
を
追

求
し
、
本
無
を
加
と
訳
し
た
の
は
曹
魏
の
康
僧
鎧
訳
と
さ
れ
る
「
無
量
寿

経
」
が
最
初
で
あ
る
と
す
る
。
つ
い
で
第
二
節
道
安
の
真
如
観
に
お
い
て

は
釈
道
安
を
主
題
と
し
、
道
安
の
「
道
行
般
若
経
序
」
を
引
用
し
、
本
無

を
真
如
と
し
て
捉
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
節
で
は
竺
佛
念
の

訳
業
に
ふ
れ
、
彼
の
訳
し
た
経
典
の
な
か
に
真
如
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

た
こ
と
を
究
明
し
た
。
第
四
節
「
真
如
の
初
訳
説
に
つ
い
て
」
で
は
、
赤

沼
智
善
教
授
、
鈴
木
宗
忠
博
士
の
真
如
に
関
す
る
研
究
論
文
を
批
判
し
つ

つ
、
真
如
の
訳
語
が
中
国
佛
教
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
過
程
を
概
観
す
る
。
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第
二
章
「
大
智
度
論
に
説
か
れ
る
加
」
に
お
い
て
は
、
如
・
法
性
・
実

際
と
い
う
訳
語
の
検
討
が
な
さ
れ
、
真
実
性
を
如
・
法
性
・
実
際
に
よ
っ

て
体
系
づ
け
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
「
華
厳
経
に
説
か
れ
る
真

如
」
で
は
、
覚
賢
訳
「
六
十
華
厳
経
』
に
お
い
て
、
「
真
如
」
と
い
う
訳

語
を
用
い
て
、
如
来
の
真
実
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
華
厳
経

の
真
如
の
相
は
寂
滅
を
本
質
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
佛
陀
証
悟
の
内
景
が

表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
第
四
章
「
菩
提
流
支
訳
諸
経
論
の
真
如
」
に

お
い
て
は
、
訳
語
と
し
て
の
真
如
が
、
菩
提
流
支
訳
経
典
に
お
い
て
初
め

て
定
着
し
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
『
華
厳
経
』
の
翻
訳
者
覚
賢
は
、
真

如
と
い
う
訳
語
の
ほ
か
に
、
如
・
如
如
を
用
い
て
い
た
が
、
菩
提
流
支
に

い
た
っ
て
真
如
と
い
う
訳
語
に
統
一
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
「
入

桝
加
経
』
に
お
け
る
真
如
の
意
味
を
検
討
し
、
つ
づ
い
て
世
親
の
「
十
地

経
論
」
の
真
如
に
つ
い
て
論
じ
、
「
十
地
経
諭
』
に
お
い
て
は
、
真
如
は

智
慧
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
修
道
上
の
智
を
内

容
と
し
、
そ
れ
は
観
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

第
五
章
「
大
乗
起
信
論
に
お
け
る
真
如
」
で
は
、
真
如
を
論
ず
る
時
、
最

も
重
要
な
駒
言
で
あ
る
「
大
乗
起
信
論
」
に
お
け
る
真
如
を
論
じ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
真
如
は
言
説
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
か
つ
、
言
説
に
よ
ら
な
け
れ
ば
あ
ら
わ
せ
な
い
、
と
い
う
矛
盾
的

性
格
を
持
つ
点
を
明
ら
か
に
し
、
如
実
空
と
如
実
不
空
の
意
味
を
論
じ
た
。

第
六
章
「
浄
影
寺
慧
遠
の
真
如
観
」
は
地
論
宗
南
道
派
の
大
学
者
浄
影
寺

慧
遠
の
真
如
の
観
念
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
起
信
論
」
の
真
如

が
、
中
国
の
佛
教
者
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
か
、
と
い
う
点
を
究
明

す
る
。
慧
遠
に
お
い
て
真
如
は
真
識
の
体
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
体
用
論

に
即
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
著

者
は
慧
遠
の
『
起
信
諭
疏
』
を
慧
遠
の
真
撰
と
し
て
受
け
と
り
、
資
料
と

し
て
用
い
て
い
る
が
、
学
界
に
お
い
て
、
か
な
り
前
か
ら
そ
の
真
偽
が
問

題
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
真
撰
と
し
て
と
り
扱
う
時
に
は
、

そ
の
根
拠
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
第
七
章
「
玄
共
訳
諸
経
論
に
お
け
る

真
如
」
で
は
、
『
佛
地
経
論
」
「
成
唯
識
諭
」
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
真
如
を

検
討
し
、
法
相
教
学
に
お
け
る
真
如
観
た
る
「
真
如
凝
然
、
不
作
諸
法
」

に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
八
章
「
賢
首
大
師
法
蔵
の
真
如
観
」
で
は
、
ま
ず
「
探
玄
記
』
に
お

け
る
真
如
論
を
の
べ
、
つ
い
で
十
種
真
如
な
ど
、
真
如
の
種
類
や
、
真
如

の
徳
用
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
華
厳
教
判
に
も
と
づ
く
、
一
乗
真
如
や

三
乗
真
如
、
五
教
判
よ
り
み
た
真
如
の
分
類
、
別
教
真
如
の
特
質
を
解
明

し
た
。
最
後
の
結
章
「
随
縁
性
と
し
て
の
如
来
」
は
、
第
一
篇
の
総
括
で

あ
り
、
著
者
の
思
想
的
立
場
の
決
択
で
あ
る
。
法
蔵
教
学
の
真
如
が
、

「
真
如
の
随
縁
」
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
三
性
同
異
義
に
お
い

て
は
、
真
如
が
不
変
と
随
縁
と
の
関
係
と
し
て
、
性
相
融
通
す
る
性
格
を

持
つ
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
真
如
の
実
体
視
に
つ
い
て
の
批

判
を
の
。
へ
、
真
如
随
縁
は
流
出
説
で
は
な
く
、
真
如
躍
動
説
で
あ
り
、
律

動
説
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
も
真
如
の
随
縁
と
し
て
の
教
説
こ
そ
如
来
で

あ
る
と
し
、
「
随
縁
の
大
悲
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
篇
「
賢
首
大
師
法
蔵
の
真
理
側
と
そ
の
背
景
」
で
は
、
「
理
」
「
真

理
」
の
意
味
が
、
中
国
佛
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
理
解
さ
れ

て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
華
厳
教
学
に
お
け
る
理
法
界
と

真
如
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
点
を
究
明
し
た
。
真
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如
と
真
理
の
区
別
に
関
す
る
問
題
提
起
を
小
林
秀
雄
論
文
を
引
用
し
な
か

ら
論
じ
て
ゆ
く
点
、
著
者
の
思
想
に
対
す
る
姿
勢
と
い
う
か
、
思
想
の
本

質
に
迫
ろ
う
と
す
る
並
を
な
ら
ぬ
気
塊
を
感
ず
る
。
第
一
章
「
初
期
文
献

に
現
わ
れ
た
理
」
に
お
い
て
は
、
「
出
三
蔵
記
集
」
『
注
維
摩
」
な
ど
を
資

料
と
し
て
用
い
、
羅
什
教
学
に
お
け
る
「
理
」
の
意
味
を
追
求
す
る
。
そ

の
結
果
「
理
で
あ
る
こ
と
と
真
で
あ
る
こ
と
は
同
一
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
、

両
者
が
い
ず
れ
統
合
さ
れ
る
可
能
性
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
（
一
八
八
頁
）
。
第
二
章
「
真
理
の
成
立
」
に
お
い
て
は
、
宝
亮
の
「
浬

繋
経
集
解
」
に
お
い
て
、
道
生
の
説
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な

か
に
真
と
理
の
結
合
関
係
を
示
す
「
真
実
之
理
」
が
見
ら
れ
、
そ
の
真
理

は
不
可
変
な
る
湛
然
常
存
の
義
と
さ
れ
た
。
中
国
佛
教
に
お
け
る
道
生
の

真
理
観
は
き
わ
め
て
重
要
な
思
想
史
的
意
義
を
も
っ
て
お
り
、
華
厳
宗
に

お
い
て
も
、
澄
観
の
教
学
を
理
解
す
る
の
に
、
道
生
を
考
慮
せ
ず
し
て
は

ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
点
は
十
分
に
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
章

「
真
諦
訳
諸
経
論
に
見
ら
れ
る
真
理
」
で
は
、
真
諦
三
蔵
が
翻
訳
語
と
し

て
初
め
て
真
理
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
意
義
を
検
討
し
、
四
極
道
理
な
ど

の
「
道
理
」
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
第
四
章
「
浄
影
寺
慧
遠
の
真
理
観
」

で
は
、
「
大
乗
義
章
」
『
起
信
諭
疏
」
に
あ
ら
わ
れ
た
「
理
」
の
内
容
を

の
。
へ
、
理
が
不
二
な
る
一
実
の
真
如
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か

も
真
理
は
真
如
理
体
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
し
か
も
そ
れ
が
真
法
と
し
て

現
実
作
用
的
あ
り
方
に
お
け
る
理
で
あ
る
」
（
一
二
六
頁
）
と
す
る
。
第
五

章
「
玄
檗
訳
諸
経
論
等
に
お
け
る
真
理
」
で
は
真
理
と
い
う
訳
語
が
玄
檗

以
後
に
な
る
と
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
学
界
の
通
用
語
と
な
っ
た
点
を
明

ら
か
に
し
、
真
理
は
空
・
無
我
所
顕
の
真
理
で
あ
り
、
実
践
的
に
は
見
道

の
真
理
と
な
る
と
い
う
。

第
六
章
「
賢
首
大
師
法
蔵
の
真
理
観
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
真
理
の
意

味
を
確
定
し
、
真
理
の
全
体
が
如
来
と
な
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
真
皿

の
超
越
性
が
流
転
の
中
に
側
ら
く
と
こ
ろ
に
真
理
の
本
質
が
あ
る
。
真
理

は
単
な
る
固
定
的
な
理
で
は
な
く
、
迷
い
の
現
実
と
切
り
離
す
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
華
厳
教
学
で
い
う
理
事
無
磯
が
成
り
立
つ
。

「
理
と
事
の
無
磯
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
如
来
の
真

実
が
全
現
し
、
流
転
輪
廻
の
現
実
が
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
」
三
四
三
頁
）
。

さ
ら
に
真
理
は
理
事
無
腰
門
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
事
無
腰
に
お
い
て
も

追
究
さ
れ
る
。
岐
後
に
結
章
「
真
理
と
真
如
の
触
合
」
に
お
い
て
、
本
書

の
総
括
が
な
さ
れ
る
。
著
者
は
最
後
に
「
真
肌
が
如
・
真
如
を
包
み
つ
つ
、

一
切
の
限
定
を
超
え
て
無
限
の
躍
動
に
帰
る
の
は
、
か
か
る
菩
薩
の
大
悲

心
を
表
示
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
・
真
理
こ
そ
菩
薩
道
の
言
葉

で
あ
る
。
生
命
力
あ
ふ
れ
る
菩
提
心
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
時
処
所
縁

を
撰
ば
ず
、
ひ
と
え
に
群
萌
救
済
の
た
め
に
、
無
限
に
展
開
す
る
真
如
随

縁
の
言
葉
で
あ
る
」
（
二
七
一
頁
）
と
結
論
す
る
。

以
上
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
理
解
の
不

足
や
、
判
断
の
不
正
確
の
た
め
、
か
な
り
論
旨
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
箇

所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
御
寛
恕
を
こ
い
た
い
と
思
う
。
な
お
二
・
三
気

が
つ
い
た
点
や
私
見
を
の
、
へ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。
著
者
は
「
あ

と
が
き
」
に
お
い
て
「
華
厳
教
学
と
は
、
中
国
佛
教
教
理
学
上
の
あ
る
特

定
の
ド
グ
マ
的
形
態
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
、
如
来
の
真
実
と
い
わ
れ

る
そ
の
真
実
と
は
何
か
、
と
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
学
的
態
度
を
意

味
し
た
つ
も
り
で
あ
る
」
（
二
七
二
頁
）
と
の
《
へ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に

59



著
者
の
学
的
立
場
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
谷
大
華
厳

の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
ゆ
き
方
で
あ
る
が
、
著
者
は
法
蔵
教
学
の
根
本
問
題

を
解
明
す
る
用
意
と
し
て
、
羅
什
の
翻
訳
よ
り
は
じ
め
て
、
浄
影
寺
慧
遠

の
教
学
や
、
玄
奨
の
唯
紬
学
に
お
け
る
真
如
や
真
理
の
問
題
を
検
討
し
た

の
で
あ
る
が
、
｜
」
れ
こ
そ
が
著
者
の
１
’
－
１
ク
な
学
的
方
法
と
い
わ
れ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
訳
語
の
問
題
か
ら
検
討
を
加
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
従
来
の
中
国
佛
教
研
究
に
お
い
て
も
部
分
的
に
は
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
根
本
的
・
総
合
的
な
研
究
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
ろ

う
。
著
者
が
こ
の
よ
う
な
点
に
着
眼
し
て
、
研
究
対
象
の
解
明
を
試
み
た

こ
と
は
、
中
国
柳
教
研
究
の
根
本
的
在
り
方
に
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
た

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
逆
に
根
底
的
に
問
わ
れ
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
訳
語
の
本
格
的
検
討
に
は
、
梵
文
資
料
は
も
と
よ
り
、
チ
、
ヘ

ッ
ト
訳
資
料
を
縦
横
に
駆
使
で
き
る
語
学
の
能
力
を
必
要
と
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
古
代
漢
語
・
中
央
ア
ジ
ア
諸
語
や
現
代
中
国
語
に
わ
た
る
多
方

面
な
知
識
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
中
国
古
代
思
想
史
に
通

暁
し
て
い
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
能
力

を
一
人
の
研
究
者
が
す
べ
て
そ
な
え
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
の
で
、
総
合

研
究
の
体
制
を
確
立
し
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
新
た
な

展
望
が
可
能
と
な
る
と
思
う
。

次
に
著
者
が
「
真
Ⅲ
」
と
「
真
如
」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に
華
厳

教
学
の
基
礎
的
構
造
と
そ
の
内
容
を
把
握
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
は
、

卓
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
如
来
の
真
実
」
を
あ
ら

わ
す
も
の
を
真
理
と
か
真
如
と
い
う
言
葉
だ
け
を
と
ら
え
て
理
解
し
て
よ

い
も
の
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
た

と
え
ば
天
台
思
想
の
形
成
に
「
即
事
而
真
」
と
い
う
思
想
が
働
ら
い
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
し
、
天
台
教
学
の
究
極
に
お
い
て
は
、
三
諦
円
融
と
か
、

一
念
三
千
と
い
う
真
理
を
あ
ら
わ
す
概
念
が
あ
り
、
如
来
に
関
し
て
は
、

真
の
如
来
は
性
悪
を
そ
な
え
た
如
来
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
如
来

の
真
実
を
あ
ら
わ
す
性
悪
説
も
あ
る
の
で
あ
り
、
若
し
教
理
史
的
背
景
を

鮮
明
に
し
、
そ
れ
を
学
的
用
意
と
す
る
意
図
が
あ
る
な
ら
ば
当
然
考
慮
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
厳
密
に
「
真
如
」
と
「
真
理
」
と
い

う
言
葉
に
限
定
し
て
如
来
の
真
実
を
論
じ
た
方
法
が
、
厳
密
で
あ
れ
ば
あ

る
程
、
対
象
が
限
定
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
程
、
そ
こ
に
欠
落
し
た
部
分
が
の

こ
り
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
が
捨
象
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

ま
た
真
如
が
単
な
る
超
越
的
な
も
の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
、
世
俗
に

生
き
ゆ
く
随
縁
の
大
悲
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
わ
れ
る
思
想
的
根

拠
は
、
僧
肇
の
思
想
の
中
に
す
で
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
の
佛
教
者
は
真
理
を
世
俗
と
の
か
か
わ
り
を
絶
し

た
超
越
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
な
か
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
現
実
の
中
に

働
ら
く
真
理
で
な
け
れ
ば
真
の
真
理
で
は
な
い
と
し
た
。
中
国
佛
教
の
思

想
的
特
質
の
原
型
は
僧
肇
の
思
想
の
中
に
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

「
触
事
而
真
」
の
思
想
の
成
熟
と
し
て
、
天
台
思
想
も
華
厳
思
想
も
形
成

さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
休
用
論
に
し
て
も
僧
肇
あ
た
り
か
ら
明
確
な

形
を
と
り
、
三
諭
宗
の
大
成
者
吉
蔵
は
「
中
観
諭
疏
」
に
お
い
て
休
用
論

に
立
脚
し
て
縦
横
に
論
じ
、
そ
の
ほ
か
天
台
や
禅
に
お
い
て
体
用
に
よ
る

き
り
方
を
し
て
い
る
の
が
、
晴
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
文
献
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
起
信
論
の
休
相
用
と
の
関
係
か
ら
も
、
道
家
思
想
と

の
か
か
わ
り
方
か
ら
し
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
元
暁
の
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「
起
信
諭
疏
」
に
お
い
て
起
信
論
の
宗
体
を
「
玄
之
又
玄
」
、
す
な
わ
ち

「
亜
玄
」
で
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
六
朝
時
代
の
道
家
の
重
玄
学
派
の
学

説
と
全
く
無
関
係
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
本
書
の
、
的
を
「
華
厳
教
学
の
体
系
の
一
端
を
真
如
論
と
真
理

論
に
探
る
と
と
も
に
、
広
く
そ
の
よ
っ
て
立
つ
背
景
を
尋
ね
る
こ
と
に
よ

◎
Ｃ
Ｏ
０
０
０
０
○
○
０
０

っ
て
、
中
国
佛
教
に
お
け
る
真
如
と
真
理
の
思
想
の
展
開
と
、
そ
の
内
容

を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
の
が
、
こ
の
論
文
の
主
要
目
的
と
な
る
で
あ
ろ

う
」
（
一
九
頁
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
体
思
想
の
展
州
を
究
明
す
る

場
合
、
教
理
史
的
方
法
で
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
。
教
理
史
と
い
う
言
葉

自
体
す
で
に
問
題
で
あ
り
、
私
は
思
想
の
展
開
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
思

想
史
の
方
法
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
思
想
そ
の
も
の
を

理
解
す
る
に
は
、
思
想
家
が
そ
の
思
想
み
ず
か
ら
を
深
め
た
り
、
拡
充
さ

せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
内
か
ら
の
運
動
と
、
他
の
学
派
の
思
想
や
、
そ
の
時

代
の
一
般
思
想
の
潮
流
や
、
時
代
思
潮
と
の
交
流
・
影
響
が
問
題
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
て
あ
ろ
う
。
佛
教
に
お
け
る
真
如
や
真
理
は
、
そ
の

よ
う
な
時
代
思
潮
の
影
響
・
交
流
を
受
け
ず
に
、
絶
対
的
に
不
変
性
を
た

も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
理
川
と
根
拠
を
解
明
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
思
想
形
成
の
背
景
と
な
っ
た
歴
史
的
・
社
会
的
条

件
を
考
慮
す
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。

以
上
、
主
と
し
て
方
法
の
上
か
ら
本
書
の
立
場
と
特
質
を
私
な
り
に
怖

じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
学
的
価
値
が
い
さ
さ
か
も
減

ず
る
も
の
で
は
な
い
。
「
真
如
」
と
「
真
理
」
と
い
う
概
念
の
川
遠
点
と
、

融
合
の
意
味
を
と
ら
え
た
功
績
は
、
華
厳
教
学
研
究
上
、
１
’
－
－
ク
な
成

果
と
い
え
よ
う
。
本
書
こ
そ
は
華
厳
学
研
究
に
志
す
学
徒
の
す
翻
へ
て
が
必

読
す
べ
き
研
究
書
で
あ
る
と
思
う
。

（
昭
和
四
十
三
年
六
月
刊
、
文
栄
堂
、
Ａ
５
版
、
一
、
七
○
○
Ｈ
）
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