
著
者
井
上
博
士
は
本
研
究
の
意
図
と
念
願
と
に
つ
い
て
、
本
書
の
「
序

言
」
の
中
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
こ
の
研
究
は
倫
理
学
説
の
一

形
態
を
大
乗
佛
教
に
探
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
乗
佛
教
に
人
間
と
し

て
生
き
る
精
神
の
倫
理
的
根
本
問
題
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
が
自
ず
と
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
脈
史

的
課
題
に
答
え
る
道
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
う
し

た
空
気
の
中
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は
大
乗
佛
教
の
本
質
を
追
究

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
生
き
る
人
間
の
根
本
問
題
を
解
明
せ
ん
と

す
る
意
欲
に
燃
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
所
謂
倫
理
学
研
究
に
止
る
の
で
な
く
、
佛
教
の
教
理
発
展
の
底
に
流

れ
る
根
本
問
題
に
肉
迫
し
、
著
実
な
学
問
研
究
に
よ
っ
て
、
現
代
に
生
き
る

人
間
の
課
題
に
答
え
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
佛
教
学
の

各
分
野
の
研
究
は
長
足
の
新
歩
を
遂
げ
て
い
る
と
は
い
え
、
最
も
願
わ
れ

て
い
る
こ
の
種
の
研
究
が
乏
し
い
う
ら
み
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

井
上
善
右
衛
門
著

「
佛
教
の
倫
理
学
的
研
究
」

ｌ
唯
識
大
乗
を
中
心
と
し
て
Ｉ

山

田

にコ

ーーーー

トアT竃
〆ｰ

賢

本
書
は
異
色
あ
る
労
作
で
あ
る
と
共
に
、
学
界
待
望
の
害
で
あ
る
と
も
言

い
得
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
本
書
の
主
要
問
題
を
四
章
に
分
っ
て
展
開
し
、
そ
の
上
に
附
録

を
も
加
え
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
概
説
し
て
一
‐
序
論
」
の
中
に
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
第
一
章
に
は
縁
起
論
の
展
開
を
主
題
と
し
な
が
ら
、

佛
教
の
倫
理
的
性
格
の
所
在
を
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
に

お
い
て
は
、
そ
の
縁
起
的
自
覚
が
自
我
と
存
在
と
い
う
人
間
の
有
の
観
念

基
盤
に
、
如
何
な
る
誤
謬
性
を
発
見
し
追
究
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
・
そ
れ
が
自
ず
と
末
那
識
中
心
の
論
及
と
な
っ
た
の
で
あ
る
．
我
．

法
の
二
執
は
現
代
の
自
覚
に
反
省
と
転
回
点
と
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
三
章
の
三
性
論
は
、
迷
悟
の
根
本
構
造
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
佛
教
の
思
想
的
使
命
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
の
教
相
的
、
思
想
史
的
見
地
か
ら
は
、
幾
多
の
考
究
す
ゞ
へ
き
重

要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
別
個
の
体
系
的
研
究

を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
前
後
の

章
を
結
ぶ
転
迷
の
基
本
動
態
と
し
て
取
扱
っ
た
。
た
だ
そ
の
中
、
遍
計
所

執
が
如
何
な
る
性
格
の
誤
謬
態
で
あ
る
か
は
、
佛
教
の
迷
悟
の
根
本
的
意

味
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
重
大
で
あ
る
。
一
般
に
合
理
的
思
考
に
立
つ

幻
覚
や
錯
覚
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
畢
寛
「
執
」
に
対

す
る
自
覚
の
徹
底
を
欠
く
が
た
め
で
あ
り
、
か
く
て
は
縁
起
的
自
覚
の
何

た
る
か
を
真
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
第
四
章

は
、
善
悪
論
と
解
脱
論
と
し
て
全
体
の
結
び
の
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
る

が
、
善
悪
の
概
念
の
ご
と
き
は
ま
こ
と
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
複
雑
で
あ
る
。

そ
の
中
か
ら
佛
教
的
善
悪
観
の
帰
趣
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
確
な
ら
し

、
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め
ん
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
解
脱
論
は
著
者
自
か
ら
の
佛
教
に
浴
し
た
よ

ろ
こ
び
と
も
い
う
、
、
へ
き
も
の
と
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
俳
教
的
真
理
が

わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
に
も
た
ら
し
開
く
、
精
神
の
翻
転
と
更
生
と
を
学
的

に
反
省
し
た
も
の
で
あ
る
。
：
．
…
「
附
録
」
は
、
西
洋
的
思
惟
と
の
対
比

が
何
等
か
の
参
考
を
供
す
る
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
、
西
洋
思
想
を
特
徴

的
に
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
三
思
想
家
に
つ
い
て
、
そ
の
哲
学
の
一
端
を

論
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
思
想
に
つ
い
て
の
著
者
の
批
判
的
解
答
と

前
進
的
展
望
と
は
、
特
に
カ
ン
ト
に
関
す
る
第
三
節
、
第
四
節
に
お
い
て

述
需
へ
た
と
こ
ろ
を
ご
覧
願
い
た
い
」
と
。
以
上
著
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
本

書
の
本
論
四
篇
の
中
心
問
題
と
、
そ
の
附
録
の
中
心
課
題
が
何
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
が
一
応
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
副
題
が
「
唯
識
大
乗
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
唯
識
教
理
の
中
で
特
に
末
那
識
、
三
性
説
が
取

り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
深
い
追
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
間
迷
妄

の
根
源
に
著
者
の
強
い
関
心
と
内
省
と
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
さ
れ
る
。
従
っ
て
本
書
の
本
論
各
章
に
論
述
さ
れ
た
問
題
の
中
、

特
に
基
本
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
唯
識
大
乗
に
関
す
る
要
点
を
紹
介
す
る

こ
と
と
し
よ
う
。
そ
の
意
味
で
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
第
四
章
と
附
録
と

に
関
し
て
は
簡
略
に
止
め
て
お
く
の
で
あ
る
。

第
二
旱
縁
起
論
の
展
開
は
四
節
か
ら
成
り
、
第
一
節
は
三
法
印
の
倫
理

的
性
格
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
諸
法
無
我
と
自
浄
其
意
、
諸
行
無
常
と
虚
仮

の
自
覚
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
「
諸
法
無
我
と
自
浄
其
意
」
に
つ
い
て

は
、
三
法
印
が
大
小
二
乗
を
通
じ
て
佛
陀
精
神
の
要
諦
と
し
て
伝
承
さ
れ

二

た
こ
と
を
主
要
な
「
経
』
「
論
」
に
見
ら
れ
る
諸
文
を
挙
げ
て
論
証
し
、

し
か
も
諸
行
無
常
と
浬
梁
寂
静
が
諸
法
無
我
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
佛
教
の
法
印
た
る
意
味
が
あ
る
と
強
調
し
諸
法
無
我
が
、
佛
陀
の
智

慧
（
般
若
）
が
洞
察
し
た
真
理
で
あ
り
、
客
観
的
理
法
を
対
象
と
し
て
観

照
す
る
と
い
う
よ
う
な
主
知
主
義
的
理
論
的
な
も
の
で
な
く
、
実
践
的
性

格
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。
こ
の
実
践
的
性
格
を
三
法
印
と
共
に
七
佛

通
戒
の
偏
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
為
し
、
「
経
』
『
論
」
に
現
わ
れ
て

い
る
七
佛
通
戒
の
偶
を
検
討
し
、
偶
の
中
心
が
「
自
浄
其
意
」
に
あ
る
こ

と
を
特
に
留
意
し
、
こ
の
句
に
佛
教
的
な
倫
理
性
格
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

と
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
更
に
キ
リ
ス
ト
教
の
基
盤
を
な
す
倫

理
的
精
神
と
の
比
較
に
及
び
、
自
我
に
立
脚
す
る
倫
理
的
精
神
に
対
し
、

自
浄
其
意
の
倫
理
性
が
諸
法
無
我
を
成
立
せ
し
む
る
実
践
的
契
機
と
な
っ

た
と
こ
ろ
に
佛
教
の
独
特
な
思
想
の
性
格
が
有
す
る
も
の
と
思
考
さ
れ
て

い
る
。
次
に
「
諸
行
無
常
と
虚
仮
の
自
覚
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
佛

教
的
無
常
感
の
真
意
を
問
い
、
諸
行
無
常
は
無
に
接
す
る
実
存
感
情
を
媒

介
と
し
て
有
為
の
世
界
相
を
実
感
し
諦
忍
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、
無

常
と
無
我
と
の
自
覚
は
相
互
に
深
く
参
入
し
て
解
脱
道
を
成
ず
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
無
我
の
実
践
的
媒
介
と
な
る
自
浄
其
意
の
精
神
が
、
一
切
行

苦
た
る
有
為
無
常
の
現
実
相
を
照
す
と
き
、
こ
こ
に
「
虚
仮
」
と
表
現
さ

れ
る
佛
教
独
自
の
体
忍
が
生
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
主
要
な

『
経
」
「
論
」
「
釈
』
の
文
を
引
い
て
「
虚
仮
」
の
検
討
に
移
り
、
後
に

は
浄
土
門
の
成
立
に
よ
っ
て
虚
仮
の
自
覚
の
深
め
ら
れ
た
こ
と
に
ま
で
論

及
し
、
浄
土
思
想
に
お
い
て
は
大
乗
的
自
己
否
定
が
、
蜥
塊
の
信
（
機
の

深
信
）
に
お
い
て
果
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
殊
に
「
註
」
に
は
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親
鴬
の
「
教
行
信
証
」
信
巻
本
に
現
わ
れ
て
い
る
虚
仮
語
偽
に
及
び
、
「
唯

信
紗
文
意
』
に
見
ら
れ
る
虚
と
仮
の
語
の
解
釈
も
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
に

佛
教
に
お
け
る
虚
仮
の
自
覚
が
如
何
な
る
も
の
か
を
追
究
し
た
著
者
自
身

の
宗
教
的
内
省
の
ゆ
か
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
第
二
節
十
二
因
縁
の
理
解

に
つ
い
て
は
、
十
二
因
縁
の
原
意
と
後
世
的
展
開
と
に
分
っ
て
所
論
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
「
十
二
因
縁
の
原
意
」
に
お
い
て
は
、
十
二
因
縁
が
佛

陀
の
根
本
思
想
の
所
在
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
佛
陀
成
道
の
初
悟
の
内
容

が
十
二
因
縁
で
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
伝
統
的
解
釈

が
近
世
に
至
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
胎
生
学
的
発
生
的
理
解
と
、
業
輪
廻
の

相
続
の
具
体
的
説
明
と
い
う
仕
方
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
こ
れ

に
対
し
て
、
新
た
に
論
理
的
解
釈
が
拾
頭
し
た
東
西
両
洋
の
学
者
の
所
論

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
冒
秒
ｘ
言
四
旨
の
鞭
の
周
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、

宇
井
伯
寿
、
和
辻
哲
郎
両
博
士
に
よ
っ
て
、
十
二
因
縁
は
人
間
の
生
存
が

如
何
な
る
構
造
と
し
て
あ
る
か
と
い
う
内
面
的
論
理
性
を
説
く
も
の
と
し

て
の
見
解
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
二
因
縁
研
究
に
関
し

て
の
近
代
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
そ
の
意

義
を
充
分
認
め
つ
つ
、
更
に
鋭
い
批
判
を
試
み
、
胎
生
学
的
解
釈
が
佛
陀

の
正
義
を
得
た
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
十
二
支
の
無
始
無
窮
性
が
い
わ

ゆ
る
惑
・
業
。
苦
の
輪
廻
三
道
に
配
さ
れ
て
味
わ
れ
た
こ
と
は
、
単
に
無

意
味
な
誤
解
と
一
評
し
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
佛
陀

以
前
の
輪
廻
思
想
が
佛
教
独
自
の
業
思
想
に
ま
で
止
揚
さ
れ
た
こ
と
に
関

係
す
る
と
見
、
佛
教
的
業
思
想
は
単
な
る
有
我
的
応
報
輪
廻
思
想
で
は
な

く
、
無
我
の
縁
起
に
照
ら
さ
れ
た
自
己
の
流
転
相
の
自
覚
と
し
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
と
、
伝
統
的
解
釈
を
更
に
生
か
し
た
新
ら
し
い
見
解
を
述

。
へ
て
い
る
。
「
後
世
的
展
開
」
に
お
い
て
は
、
十
二
因
縁
の
後
世
的
展
開

に
は
二
途
が
考
え
う
る
と
し
、
そ
の
一
つ
は
十
二
因
縁
が
通
俗
的
な
発
生

的
胎
生
的
理
解
に
傾
く
と
と
も
に
、
佛
陀
以
前
か
ら
の
古
い
輪
廻
思
想
と

結
合
し
て
、
そ
の
説
明
に
供
さ
れ
た
方
面
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
佛
教
的

な
業
の
自
覚
が
惑
・
業
。
苦
の
思
想
を
生
み
、
そ
の
倫
理
的
な
自
己
の
流

転
相
を
十
二
因
縁
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
方
面
で
あ
る
。
こ
の
二

面
は
互
い
に
錯
雑
し
て
明
確
に
区
別
し
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
が
、
今

暫
く
後
者
を
主
眼
と
し
て
そ
の
展
開
の
一
端
を
見
る
と
述
、
へ
、
「
大
毘
婆

沙
論
』
「
倶
舎
論
」
更
に
進
ん
で
「
成
唯
識
諭
」
に
展
開
し
た
三
世
両
重
、

二
世
一
重
の
解
釈
の
究
明
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
解
釈
の

発
展
が
、
業
思
想
を
理
論
的
に
普
遍
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
十
二
支
の

原
意
か
ら
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
間
接
的
に
十
二
因
縁
に
宿

る
実
践
的
精
神
を
伸
張
さ
せ
た
と
い
う
意
味
は
無
視
す
べ
き
で
な
い
と
言

い
、
そ
こ
に
十
二
因
縁
の
後
世
的
展
開
の
意
義
を
尊
重
す
る
著
者
の
著
眼

の
豊
か
さ
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
節
大
乗
の
成
立
よ
り
阿
頼
耶

縁
起
論
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
大
乗
の
成
立
、
中
観
の
空
、
阿
頼
耶
縁

起
諭
の
順
序
に
よ
っ
て
、
部
派
佛
教
か
ら
大
乗
佛
教
へ
の
内
面
的
展
開
の

経
過
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
「
大
乗
の
成
立
」
に
お
い
て
は
、
阿
毘
達
磨

よ
り
大
乗
の
教
学
の
展
開
の
必
然
性
を
述
べ
、
所
謂
中
観
派
の
般
若
空
説

か
ら
琉
伽
行
派
の
唯
識
縁
起
説
へ
の
一
貫
し
た
縁
起
的
究
明
が
行
わ
れ
て

い
る
。
次
に
「
中
観
の
空
」
に
お
い
て
は
、
龍
樹
の
「
中
論
」
の
中
に
見

ら
れ
る
絶
対
空
の
思
想
に
鋭
い
追
究
が
な
さ
れ
、
龍
樹
の
『
中
論
」
が
実

践
と
論
理
と
を
縁
起
の
真
義
と
し
て
開
顕
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
。
第

三
に
「
阿
頼
耶
縁
起
論
」
に
つ
い
て
は
、
有
部
の
法
有
無
我
の
思
想
を
批
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判
し
、
無
相
論
と
し
て
完
成
さ
れ
た
大
乗
般
若
の
思
想
を
、
さ
ら
に
縁
起

論
と
し
て
展
開
せ
し
め
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
そ
の
主
軸
を
『
解
深
密

経
』
と
見
、
弥
勒
、
無
著
、
世
親
と
い
う
伝
承
下
に
職
伽
唯
識
に
関
す
る

論
書
の
成
立
を
見
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
系
統
の
諸
論
害
を

検
討
し
、
依
他
起
た
る
縁
起
の
基
体
に
し
て
、
か
つ
個
人
の
世
界
を
展
開

す
る
能
統
一
の
支
点
と
な
る
も
の
が
阿
頼
耶
な
る
識
に
求
め
ら
る
る
の
で

あ
る
と
し
、
唯
識
三
性
説
の
依
他
起
性
に
特
別
の
省
察
を
試
み
て
い
る
。

唯
識
に
あ
っ
て
は
、
依
他
の
識
を
媒
介
と
し
つ
つ
円
成
の
空
に
転
識
得
智

す
る
必
然
の
道
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
縁
起
の
絶
対
媒
介
性
に
徹
す
る
と

き
法
爾
と
し
て
大
乗
空
の
面
目
に
達
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
般
若
中
観
と

琉
伽
唯
識
と
は
全
く
一
致
す
る
と
す
る
。
こ
の
論
述
は
ま
こ
と
に
鮮
や
か

で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
「
註
」
に
は
教
え
ら
れ
る
も
の
が
多
食
存
す

る
の
で
あ
る
。
第
四
節
は
如
来
蔵
縁
起
と
法
界
縁
起
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

如
来
蔵
縁
起
の
諸
問
題
と
華
厳
の
無
尽
縁
起
説
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

先
ず
「
如
来
蔵
縁
起
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
は
、
中
観
と
琉
伽
行
の
二
系

統
の
外
に
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
更
に
如
来
蔵
説
の
思
想
の
流
れ
あ
る
こ

と
に
着
目
し
、
そ
の
思
想
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
主
要
な
「
経
』
「
論
』
の

検
討
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
『
大
乗
起
信
論
」
に
も
及
び
、
古
来
か
ら
問
題

と
さ
れ
た
真
如
論
と
の
関
係
を
た
ど
り
、
頼
耶
縁
起
と
如
来
蔵
縁
起
の
立

場
を
出
来
得
る
限
り
明
ら
か
に
し
て
、
両
説
の
矛
盾
背
馳
を
否
定
し
、
各

を
独
立
の
立
場
を
以
て
大
乗
縁
起
を
組
織
宣
揚
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
次
に
ま
た
「
華
厳
の
無
尽
縁
起
説
」
に
お
い
て

は
、
イ
ン
ド
に
成
立
し
た
大
乗
華
厳
の
円
融
思
想
を
基
調
と
し
て
、
か
か

る
縁
起
の
究
極
的
な
構
造
を
建
立
し
た
の
は
シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
華
厳
教

学
で
あ
り
、
そ
の
教
学
的
大
成
者
は
第
三
祖
法
蔵
に
帰
せ
ら
れ
る
。
即
ち

頼
耶
縁
起
の
論
理
的
隔
歴
性
と
如
来
蔵
縁
起
の
一
元
的
流
出
と
を
止
揚
し

て
、
差
別
即
無
碍
の
縁
起
相
を
究
極
の
論
理
的
組
織
に
ま
で
発
展
せ
し
め

た
の
は
華
厳
の
法
界
縁
起
説
で
あ
る
と
し
、
主
と
し
て
四
種
法
界
説
の
検

討
に
力
を
尽
し
て
い
る
を
見
る
。
そ
こ
で
は
、
縁
起
、
性
起
の
問
題
に
関

説
し
、
事
を
無
碍
の
真
意
の
解
明
が
簡
明
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

人
法
不
二
の
問
題
に
発
展
せ
し
め
、
性
起
の
妙
用
を
論
じ
、
曇
鴬
か
ら
世

親
の
浄
土
思
想
に
糊
り
、
翻
っ
て
親
鴬
の
「
教
行
信
証
』
の
信
巻
に
お
け

る
絶
対
信
等
多
岐
に
わ
た
っ
て
論
述
し
、
大
悲
の
体
験
に
ま
で
論
及
し
て

い
る
。
「
註
」
に
『
華
厳
五
教
章
」
の
三
性
同
異
義
の
問
題
を
批
判
し
、

特
に
法
蔵
の
所
説
の
中
に
も
誤
解
さ
れ
易
い
表
現
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
を
見
る
。

第
二
章
は
誤
謬
根
源
論
で
あ
る
。
こ
の
章
は
六
節
に
分
た
れ
、
第
一
節

序
論
、
第
二
節
末
那
識
の
成
立
、
第
三
節
末
那
識
の
縁
起
構
造
、
第
四
節

末
那
識
と
煩
悩
、
第
五
節
有
の
観
念
根
拠
と
し
て
の
法
執
、
第
六
節
煩
悩

障
と
所
知
障
と
い
う
順
序
に
よ
っ
て
論
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
節

序
論
は
、
誤
謬
と
真
理
、
自
我
の
問
題
に
分
た
れ
、
「
誤
謬
と
真
理
」
に

お
い
て
は
、
真
理
は
固
定
的
基
準
と
し
て
存
す
る
の
で
な
く
、
常
に
誤
謬

を
照
す
も
の
と
し
て
働
く
。
か
か
る
も
の
を
固
定
化
せ
ん
と
す
る
こ
と
が

誤
謬
と
し
て
自
照
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
誤
謬
を
自
己
の
内

に
見
出
す
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
対
象
と
し
て
外
に
指
摘
す
る
態
度
は
、

誤
謬
の
主
体
的
真
相
に
は
遂
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
哲
学
的
探
究

三
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に
も
、
倫
理
的
実
践
に
も
、
誤
謬
の
反
省
と
自
覚
と
は
重
大
な
る
意
味
を

も
っ
と
し
、
そ
の
誤
謬
の
内
省
が
、
佛
教
に
お
い
て
如
何
に
展
開
さ
れ
て

い
る
か
が
、
こ
こ
に
お
け
る
関
心
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。

次
に
「
自
我
の
問
題
」
に
お
い
て
は
、
近
世
思
想
は
自
我
の
自
覚
史
で
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る

フ
イ
ヒ
テ
の
自
我
の
哲
学
が
そ
の
最
高
峯
で
あ
る
こ
と
か
ら
論
述
が
展
開

さ
れ
、
西
洋
哲
学
、
唯
物
史
観
の
世
界
観
等
が
ひ
ろ
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
自
我
の
実
在
的
肯
定
が
、
有
の
肯
定
に
通
ず
る
本
質
を
宿
し
、
実

践
の
主
体
を
自
我
と
し
て
感
覚
す
る
こ
と
の
奥
に
は
、
存
在
を
有
と
し
て

肯
定
す
る
観
念
基
朧
が
宿
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
必
然
に
自
我
と
存
在

の
課
題
が
現
わ
れ
る
。
自
我
と
存
在
を
有
と
し
て
観
念
す
る
根
拠
は
何
処

に
あ
る
か
。
そ
れ
に
答
え
る
も
の
こ
そ
、
佛
教
に
お
け
る
我
・
法
二
執
論

で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
、
縁
起
の
真
理
に
よ
っ
て
自
照
せ
し
め
ら
れ
る
誤

謬
根
源
の
自
覚
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
辺
に
著
者
が
唯
識
大
乗
に

お
け
る
自
我
の
自
覚
と
西
洋
思
想
と
の
対
比
に
深
い
関
心
を
置
き
、
特
に

力
を
注
い
で
い
る
こ
と
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

第
二
章
末
那
識
の
成
立
に
お
い
て
は
、
小
乗
の
有
漏
観
と
執
の
自
覚
と

末
那
識
と
に
分
け
て
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
小
乗
の
有
漏
観
」
に
お
い

て
は
有
漏
染
汚
の
問
題
に
重
点
が
お
か
れ
、
業
の
思
想
と
離
れ
得
な
い
関

係
の
下
に
、
有
漏
染
汚
の
自
覚
が
深
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
特

に
煩
悩
の
意
味
を
追
究
し
て
い
る
。
次
に
「
執
の
自
覚
の
末
那
識
一
の
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
唯
識
教
学
の
特
色
を
示
す
重
要
課

題
で
あ
り
、
著
者
の
専
門
的
教
理
探
究
が
整
然
と
な
さ
れ
、
第
七
末
那
識

の
別
体
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
必
然
の
過
程
を
「
摂
大
乗
論
ゞ
一
等
を
通
じ

て
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
新
旧
両
訳
に
見
ら
れ
る
河
陀
那
の
意

味
に
つ
い
て
は
、
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
第
三
節
末
那
識
の
縁
起
柵
造

に
お
い
て
は
、
末
那
の
相
依
関
係
、
第
六
識
の
根
と
し
て
の
末
肌
、
末

那
の
所
縁
に
分
っ
て
詳
細
な
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
特
に

「
成
唯
識
論
」
に
論
ぜ
ら
れ
た
末
那
識
の
特
性
が
『
述
記
」
等
の
解
説
を

参
照
し
て
克
明
に
論
究
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
唯
激
大
乗
の
伝
統
の
教
学

を
学
び
と
り
、
そ
れ
を
自
己
に
消
化
し
た
最
も
精
細
を
極
め
る
内
容
が
川

序
正
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
次
章
に
論
ぜ
ら
れ
る
「
三
性
諭
」

と
共
に
末
那
識
の
縁
起
椛
造
は
、
宗
教
的
自
覚
の
面
か
ら
し
て
著
者
の
最

も
強
い
関
心
を
向
け
ら
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
、
深
い
唯
誠
教
義
の
理
解

か
ら
論
述
が
詳
細
精
密
で
あ
り
、
極
め
て
特
色
を
有
す
る
も
の
と
言
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

「
末
那
識
の
相
依
関
係
」
に
お
い
て
は
『
成
唯
識
論
」
の
所
説
に
従
っ

て
、
末
那
は
意
と
翻
じ
、
恒
審
思
量
の
義
を
も
つ
一
」
と
が
究
明
さ
れ
、
思

量
を
特
に
第
七
識
に
名
づ
け
た
こ
と
は
恒
審
を
特
徴
と
す
る
よ
う
な
思
量

と
し
て
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
恒
審
思
量
は
、
独
特
な
末
那
の
先
験
作
用

を
表
示
す
る
も
の
で
、
思
量
と
恒
審
と
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
恒
審
思
量
に
末
那
独
特
の
執
作
用
が
含
ま
れ
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
所
縁

と
す
る
似
我
・
似
法
の
表
象
を
固
執
し
て
こ
れ
を
断
定
的
に
肯
定
し
、
こ

こ
に
虚
構
的
仮
象
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
末
那
の
執
は
先
ず
実
践
的
な
我
執
と
し
て
現
わ
れ
、
第
八
識

の
見
分
を
固
執
し
て
、
自
我
と
い
う
自
覚
根
拠
を
形
成
す
る
。
こ
れ
が

「
所
執
の
我
相
」
と
い
わ
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
。
現
象
の
六

識
説
で
は
到
底
閨
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
、
即
ち
自
ら
現
象
的
な
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意
識
を
超
え
て
、
意
識
の
所
執
を
成
立
さ
せ
て
い
る
識
の
潜
在
構
造
に
ま

で
、
自
覚
を
徹
底
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
第
七
末
那

識
の
自
覚
を
開
く
必
然
性
が
う
ま
れ
る
。
こ
の
第
七
末
那
識
を
別
体
の
識

と
し
て
立
て
る
こ
と
の
是
非
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
問
題
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
別
立
の
形
を
と
っ
て
も
、
存
在
論
的
な
実
体
の
識
と
し
て
立
て
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
縁
起
論
的
な
契
機
と
し
て
、
即
ち
相
依
相
待
的
な

識
作
用
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意

す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
あ
る
。
こ
こ
に
も
末
那
識
別
体
説
へ
の
誤
解
さ

れ
易
い
実
体
視
を
警
戒
し
、
縁
起
の
道
理
か
ら
逸
脱
し
て
見
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
八
識
説
に
お
け
る
末
那
の

縁
起
構
造
は
、
六
・
七
・
八
識
の
相
依
相
関
の
縁
起
関
係
に
求
め
ら
れ
る

と
し
て
、
第
七
が
第
八
の
種
子
に
依
る
は
因
縁
依
、
第
八
現
識
に
支
え
ら

れ
る
は
倶
有
依
で
あ
り
、
第
八
を
か
か
る
二
種
の
依
と
し
て
第
七
は
成
立

し
、
し
か
も
そ
の
成
立
し
た
第
七
は
反
っ
て
第
八
を
縁
ず
る
こ
と
を
、
そ

の
本
質
作
用
と
す
る
。
従
っ
て
第
八
は
ま
た
第
七
を
倶
有
依
と
す
る
。

「
三
十
頌
」
の
「
彼
（
第
八
）
に
よ
っ
て
転
じ
て
彼
を
縁
ず
」
と
い
う
頌

が
挙
げ
ら
れ
、
二
識
の
微
妙
な
相
互
関
依
が
、
倶
有
の
所
依
と
な
り
、
相

互
を
媒
介
と
し
て
相
互
た
り
得
る
と
い
う
縁
起
の
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い

る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。

「
第
六
識
の
根
と
し
て
の
末
那
」
に
お
い
て
は
、
先
ず
わ
れ
わ
れ
に
最

も
直
接
的
な
現
象
の
意
識
と
し
て
の
第
六
識
と
非
現
象
的
な
七
・
八
の
二

識
と
の
縁
起
的
相
関
関
係
を
言
い
、
第
六
識
が
前
五
識
と
は
異
な
っ
て
特

異
な
第
七
末
那
識
を
根
（
不
共
依
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か

れ
て
い
る
。
末
那
旨
騨
口
閉
即
ち
意
を
所
依
と
し
て
起
る
識
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
更
に
根
日
日
ご
囚
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
依
・
発
・
属
・

助
・
如
の
五
義
を
挙
げ
、
根
本
的
な
も
の
は
「
依
」
の
義
で
あ
る
と
し
、

依
と
は
根
と
い
う
場
所
に
住
し
、
そ
の
根
力
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
境
に

対
す
る
能
縁
の
働
き
を
起
す
も
の
と
見
る
。
か
く
し
て
前
五
識
と
第
六
識

の
識
作
用
の
本
質
的
な
相
違
か
ら
、
第
六
識
の
根
を
ぱ
、
前
五
識
の
根
と
は

異
な
る
第
七
末
那
の
上
に
指
摘
し
た
こ
と
は
、
人
間
精
神
の
本
質
を
捉
え

る
唯
識
教
学
の
独
特
な
成
果
と
し
て
大
い
に
注
目
す
翁
へ
き
で
あ
る
と
力
説

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
も
深
く
同
感
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
い
で
六
・
七
二
識
の
関
係
を
修
道
の
問
題
に
移
し
、
修
道
の
実
践
に
お

い
て
、
第
六
識
に
二
空
観
を
修
習
し
、
そ
の
二
空
無
漏
智
に
よ
っ
て
第
七

識
の
二
障
を
断
破
す
る
道
が
開
か
れ
る
。
勿
論
常
態
の
次
元
関
係
は
、
第

七
が
第
六
の
染
浄
依
で
あ
り
、
第
六
は
必
ず
第
七
の
影
響
に
立
つ
の
で
あ

る
が
、
修
道
に
お
い
て
は
第
六
が
第
七
を
転
ず
る
と
い
う
逆
転
関
係
が
成

ず
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
第
六
と
第
七
と
の
不
可
分
の
縁
起
撚
造
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
浄
土
門
に
関
説
し
、
如
来
よ
り
廻

施
さ
れ
た
本
願
の
名
号
を
、
凡
夫
が
第
六
意
識
に
聞
信
し
、
浄
土
往
生
の

道
が
開
か
れ
る
所
以
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
ま
で
論
及
し
て
い
る
。
要
す

る
に
、
第
七
は
第
六
の
不
共
根
に
し
て
染
浄
依
た
る
相
関
を
成
ず
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
末
那
の
所
縁
」
に
お
い
て
は
、

末
那
が
第
八
識
を
所
縁
と
す
る
と
こ
ろ
に
異
存
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
第

八
識
の
何
を
縁
ず
る
か
に
つ
い
て
の
異
論
が
「
成
唯
識
論
』
に
現
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
諸
説
の
検
討
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
異
論
の
諸
説
を
詳
細

に
分
析
し
て
あ
る
が
、
後
に
結
論
的
に
は
、
「
成
唯
識
論
」
の
第
一
説
と

し
て
の
「
但
縁
蔵
識
見
分
非
余
」
の
説
と
な
す
こ
と
を
肯
定
す
等
へ
き
で
あ
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る
と
い
う
。
即
ち
第
七
識
は
第
八
の
見
分
を
本
質
（
ぜ
っ
）
と
し
て
そ
の

上
に
第
七
自
識
の
相
分
（
表
象
）
を
浮
べ
、
こ
の
似
我
（
帯
質
境
）
を
執

し
て
実
我
の
遍
計
所
執
を
成
ず
る
と
い
う
の
が
、
『
成
唯
識
論
』
の
説
く

末
那
の
我
執
構
造
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
我
執
の
底
に
さ
ら
に
法
執
の
根

拠
が
追
究
さ
れ
、
こ
こ
に
我
・
法
二
執
の
誤
謬
根
源
と
し
て
の
末
那
の
性

格
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
節
末
那
識
と
煩
悩
に
つ
い
て
は
、
末
那
の
四
惑
と
末
那
の
随
惑
と

が
分
け
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
づ
「
末
那
の
四
惑
」
は
唯
識
教
学
独
特

の
深
い
省
察
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
煩
悩
論
と
し
て
は
最
も
意

味
深
い
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
、
第
七
末
那
識
独
特
の
固
執
的
思

量
性
が
、
如
何
な
る
具
体
的
な
心
作
用
を
伴
っ
て
顕
現
す
る
か
を
問
題
と

し
て
い
る
。
．
一
十
頌
」
の
第
六
頌
に
「
四
煩
悩
常
倶
。
謂
我
痴
我
見
。

並
我
慢
我
愛
」
は
、
既
に
「
摂
大
乗
論
」
に
有
染
汚
意
相
応
の
四
煩
悩
と

し
て
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
著
以
来
の
定
説
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
四
煩
悩
一
念
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
根
本
無
明
た
る
我
痴
を
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
我
見
、
我

慢
、
我
愛
の
順
序
を
以
て
、
そ
の
箇
有
の
意
味
を
明
か
に
せ
ん
と
つ
と
め

て
い
る
。
我
見
は
執
と
と
も
な
る
慧
食
冨
）
の
心
所
が
我
を
縁
ず
る
相
状

で
あ
り
、
我
執
は
我
見
に
お
い
て
働
く
と
と
も
に
、
広
く
我
見
と
共
な
る

一
蕊
の
心
心
所
に
わ
た
っ
て
作
用
す
る
執
厳
の
で
ぁ
愚
．
ｌ
と
、
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
我
見
は
薩
迦
耶
見
の
名
で
伝
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
意
味
を
探
り
、
伝
統
の
解
釈
が
順
次
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
第

六
識
の
薩
迦
耶
見
の
説
明
を
与
え
た
後
、
第
七
識
の
我
見
は
意
識
以
前
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
意
識
の
根
底
に
潜
む
固
執
性
と
し
て
、
固
定
的
に
自

我
の
意
識
を
形
成
す
る
根
拠
と
な
っ
て
働
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
我
見
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
執
の
我
に
順
箸
す
る
我
慢
と
我

愛
の
心
所
が
必
然
的
に
倶
起
相
応
す
る
。
我
見
が
悪
に
関
わ
る
迷
謬
で
あ

る
に
対
し
、
我
慢
と
我
愛
と
の
二
は
情
意
的
妄
動
と
見
る
。
こ
こ
で
『
成

唯
識
論
」
に
お
け
る
第
七
相
応
の
我
慢
我
愛
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
我
見
、
我
慢
の
心
所
に
相
即
し
、
こ
れ
ら
を
可
能
な
ら
し
む
る
も

の
と
し
て
我
痴
の
心
所
が
数
え
ら
れ
る
と
す
る
。
痴
は
無
明
で
あ
り
、
無

我
の
真
理
に
迷
う
か
ら
、
我
痴
と
表
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
第
七
識
の
無

明
性
の
次
元
に
つ
い
て
述
雪
へ
ら
れ
、
「
勝
窒
経
」
一
乗
章
に
説
か
れ
て
い

る
無
明
住
地
と
四
住
地
の
惑
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
根
本
無
明
と
枝
末
無

明
と
が
分
た
れ
る
基
い
を
示
す
と
い
う
。
そ
こ
で
「
宝
窟
」
の
解
釈
等
を

示
し
、
こ
の
無
明
住
地
は
心
。
．
心
所
の
相
応
す
る
具
体
的
な
精
神
状
態
以

前
の
、
根
源
的
無
明
性
を
指
す
の
で
あ
り
、
『
大
乗
起
信
論
」
の
根
本
不

覚
も
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う
。
更
に
『
成
唯
識
諭
』
は
、
こ
の
第
七
識

の
我
痴
は
余
の
三
煩
悩
と
相
応
す
る
も
、
一
般
の
相
応
無
明
と
異
な
る
独

特
の
性
格
を
も
つ
不
共
無
明
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
善
・
悪
・
無
記
の
三
性
の
基
底
に
潜
在
す
る
無
明
性
と

し
て
、
ま
さ
に
染
汚
の
根
源
と
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
余
識
に
求
め

ら
れ
な
い
性
質
で
あ
り
、
不
共
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
不
共
で
は
あ
る
が

独
行
の
無
明
と
は
区
別
さ
れ
、
恒
行
不
共
と
「
成
唯
識
諭
」
で
命
名
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

更
に
ま
た
重
要
な
問
題
を
あ
げ
、
第
七
識
は
何
故
に
本
惑
（
十
種
）
の

う
ち
四
煩
悩
の
み
相
応
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
著

者
は
「
成
唯
識
論
』
の
所
説
に
よ
っ
て
検
討
し
、
四
煩
悩
相
応
と
他
の
六
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種
不
相
応
の
一
々
の
説
明
を
与
え
て
い
る
。
「
末
那
と
随
惑
」
に
つ
い
て

は
、
随
煩
悩
は
根
本
煩
悩
に
随
従
し
て
起
る
煩
悩
の
諸
形
態
で
あ
り
、
二

十
種
が
数
え
ら
れ
、
そ
れ
が
随
従
の
性
に
し
た
が
っ
て
二
類
に
分
た
れ
る

こ
と
を
説
明
し
、
「
成
唯
識
論
述
記
」
の
釈
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
類
は
根

本
煩
悩
の
特
異
形
態
（
分
位
差
別
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
か
ら
の
個
有
性

を
持
た
ぬ
も
の
で
あ
り
、
第
二
類
は
固
有
の
性
質
は
も
ち
は
す
る
が
、
必

ず
根
本
煩
悩
に
随
っ
て
倶
に
生
ず
る
（
同
時
等
流
）
も
の
で
単
独
に
生
起

す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
二
類
に
相
当
す
る
煩
悩
の
個

々
に
当
っ
て
細
密
な
分
析
的
究
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析

が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
深
い
宗
教
的
内
省
が
我
執
の
自
覚
に
達
す

る
と
こ
ろ
か
ら
翻
っ
て
可
能
と
な
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
節
有
の
観
念
根
拠
と
し
て
の
法
執
に
お
い
て
は
我
見
を
最
も
根
源

的
な
迷
謬
と
し
て
考
え
た
小
乗
部
派
の
立
場
か
ら
、
そ
の
我
見
の
底
を
深

く
追
究
し
て
有
無
の
見
を
破
斥
し
た
中
観
の
思
想
よ
り
発
展
し
、
執
の
根

源
態
を
法
執
に
見
出
し
た
の
が
唯
識
大
乗
の
面
目
で
あ
る
と
い
い
、
こ
こ

で
は
改
め
て
我
執
と
法
執
と
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
探
り
、
法
執

は
我
執
の
存
在
根
拠
で
あ
り
、
我
執
は
法
執
の
認
識
根
拠
で
あ
る
と
い
う

意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
実
際
に
は
我
・
法
二
執
は
極
め
て
微
細
微

妙
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
。

第
六
節
煩
悩
障
と
所
知
障
に
お
い
て
は
こ
こ
で
も
「
成
唯
識
論
』
に
説

か
れ
て
い
る
二
障
の
解
明
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
執
と
二
障
と
が

相
離
れ
ず
、
執
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
障
あ
り
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
、
更
に
倶
生
起
の
執
と
分
別
起
の
執
と
の
別
を
論
じ
て
い
る
。

人
間
の
執
の
深
さ
の
底
知
れ
な
い
こ
と
が
徹
底
的
に
反
省
さ
れ
て
い
る
こ

第
三
章
三
性
論
に
お
い
て
は
、
五
節
に
分
た
れ
、
第
一
節
三
性
、
第
二

節
遍
計
所
執
性
、
第
三
節
依
他
起
性
、
第
四
節
円
成
実
性
、
第
五
節
三
性

の
対
望
と
三
無
性
と
い
う
川
序
を
以
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

著
者
は
職
伽
の
縁
起
論
は
勝
義
空
た
る
般
若
の
完
成
す
る
可
能
根
拠
を
、

縁
起
の
基
体
た
る
識
の
三
性
椛
造
に
お
い
て
捉
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い

う
。
従
っ
て
琉
伽
唯
識
が
大
乗
の
佛
教
と
し
て
担
う
根
本
使
命
は
三
性
諭

に
あ
り
と
い
う
尋
へ
く
、
こ
こ
に
佛
陀
の
精
神
を
開
顕
し
て
自
浄
其
意
の
解

脱
を
実
現
す
る
大
乗
道
が
説
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
述
、
へ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
著
者
の
言
葉
か
ら
し
て
も
、
ま
た
従
来
佛
教
学
殊
に
唯
識
学
の
問

題
と
し
て
「
三
性
論
」
が
数
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
、
三
性
の

理
解
に
種
食
の
学
説
を
生
じ
、
三
性
論
自
体
の
思
想
史
を
形
成
し
て
来
た

と
も
言
え
る
に
も
拘
ら
ず
「
三
性
論
」
は
新
た
に
新
た
に
研
究
さ
れ
る
意

義
を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
も
ま
た
著
者
の
欲
求
に
応
じ
て
著
者

独
自
の
方
法
に
よ
っ
て
三
性
の
解
明
に
力
を
注
い
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

著
者
は
先
ず
、
従
来
、
注
目
さ
れ
来
っ
て
い
る
、
真
諦
の
「
摂
大
乗
諭
』

の
三
性
分
別
、
依
他
、
真
実
と
、
玄
奨
教
学
の
遍
計
所
執
、
依
他
起
、
円

成
実
の
相
述
に
着
眼
し
、
そ
の
間
に
大
き
な
相
違
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

し
か
も
遍
計
所
執
（
分
別
性
）
が
迷
界
の
誤
謬
相
で
あ
り
、
円
成
実
（
真

実
性
）
が
翻
転
さ
れ
た
悟
界
の
覚
証
相
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
中
観

の
二
性
に
相
応
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
す
る
と
い
う
。
問
題
は
依
他

と
が
知
ら
れ
る
と
共
に
、
煩
悩
の
追
求
が
よ
く
も
こ
の
よ
う
に
解
明
せ
ら

れ
た
も
の
と
驚
異
の
眼
審
瞠
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

四

〆 門
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起
性
の
本
質
と
椛
造
、
及
び
こ
れ
が
二
性
に
関
係
す
る
仕
方
の
点
に
存
す

る
。
そ
れ
が
や
が
て
三
性
の
関
係
次
第
の
相
違
と
も
な
っ
て
顕
わ
れ
る
の

で
あ
る
と
。
こ
こ
に
三
性
の
問
題
の
重
点
を
明
瞭
に
捕
捉
し
て
い
る
。
か

く
し
て
『
摂
論
』
の
二
分
依
他
の
特
徴
を
挙
げ
、
依
他
・
分
別
・
真
実
の

配
列
次
第
の
当
然
の
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
護
法
唯
識

に
お
い
て
は
、
遍
計
所
執
性
は
所
遍
計
（
依
他
起
性
）
を
対
象
と
し
、
能

遍
計
の
第
六
・
七
の
二
識
が
こ
れ
を
実
我
・
実
法
と
妄
執
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
中
間
に
生
ず
る
当
情
現
相
で
あ
る
と
解
す
る
と
言
っ
て
、
三

性
が
重
層
的
な
構
造
を
も
っ
て
関
係
し
、
各
為
が
そ
の
領
域
を
も
つ
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
遍
計
は
依
他
の
上
に
浮
》
へ
ら
れ
、

依
他
の
体
性
に
徹
す
れ
ば
円
成
が
顕
現
す
る
。
か
か
る
椛
造
か
ら
す
れ
ば
、

遍
計
・
依
他
・
円
成
の
三
性
次
第
が
自
然
な
順
序
と
な
る
こ
と
が
容
易
に

了
解
さ
れ
る
と
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
か
ら
し
て
「
摂
諭
」

の
三
性
説
と
「
成
唯
識
諭
」
の
三
性
説
の
力
点
の
相
違
が
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
三
性
説
は
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
思
想
の
内
面
的
発
展
の
上

に
相
違
を
見
る
が
、
分
別
性
お
よ
び
遍
計
所
執
性
が
、
執
を
誤
謬
根
源
と

す
る
虚
妄
の
認
識
態
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
。
か
か
る
認
識
態
を

転
じ
て
縁
起
の
真
相
に
徹
す
る
正
智
を
開
く
こ
と
こ
そ
三
性
論
の
担
う
使

命
で
あ
り
、
そ
れ
が
佛
陀
教
説
の
所
詮
で
あ
る
こ
と
は
異
論
な
き
と
こ
ろ

で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。
「
註
」
に
「
華
厳
五
教
章
』
の
「
三
性
同
異
義
」

の
章
に
お
け
る
真
実
・
依
他
・
分
別
（
遍
計
）
の
順
序
次
第
の
現
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
触
れ
て
、
真
よ
り
妄
へ
の
次
第
を
立
て
る
三
性
の
次
第
と
い

う
こ
と
を
附
し
て
あ
る
こ
と
は
、
華
厳
の
立
場
か
ら
し
て
の
三
性
次
第
を

も
合
せ
考
え
る
こ
と
に
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
の
で

轌
炳
〉
づ
（
〕
○

第
二
節
遍
計
所
執
性
に
お
い
て
は
「
遍
計
所
執
の
語
義
」
「
遍
計
所
執

の
誤
謬
性
」
「
能
遍
計
の
識
」
の
順
序
で
遍
計
所
執
性
の
意
義
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
「
遍
計
所
執
の
語
義
」
に
つ
い
て
は
、
遍
計
所
執
（
分

別
性
）
言
肖
時
己
亘
国
）
は
訳
語
で
あ
る
。
冒
凰
と
い
う
前
綴
を
「
遍
」

と
訳
し
、
雷
管
雷
即
ち
分
別
せ
ら
れ
た
る
意
を
「
計
所
執
」
と
訳
し
た

の
で
あ
る
と
い
い
、
総
じ
て
い
え
ば
妄
分
別
せ
ら
れ
た
る
と
こ
ろ
に
重
点

が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
分
別
相
と
訳
し
て
も
差
支
え
な
い
と
す
る
。
次

い
で
『
成
唯
識
論
」
で
は
こ
の
遍
計
所
執
を
現
ず
る
能
遍
計
の
条
件
に

「
計
度
分
別
」
と
「
悪
」
と
「
無
明
」
と
を
教
え
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、

特
に
唯
識
大
乗
で
は
、
計
度
分
別
は
第
七
に
及
び
無
明
計
度
の
妄
分
別
は

六
・
七
二
識
の
作
事
と
な
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
六
・
七
二
敵

が
能
遍
計
と
な
っ
て
遍
計
所
執
を
現
ず
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
か
ら

遍
計
の
訳
語
に
難
点
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
と
。
す
な
わ
ち
第
六
識
は
周

辺
計
度
と
し
て
「
遍
」
の
義
を
持
つ
が
、
第
七
識
は
第
八
見
分
を
恒
に
計

度
し
て
我
・
法
と
執
じ
、
他
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ

ば
「
遍
」
の
義
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
第
六
に
準
じ
て
そ
の
計
度
分

別
の
本
質
を
同
じ
く
す
る
辺
か
ら
、
第
七
に
も
能
遍
計
の
名
を
与
え
た
も

の
と
い
う
外
は
な
い
と
「
通
」
の
意
味
が
説
か
れ
て
い
る
。

次
い
で
「
遍
計
所
執
の
誤
謬
性
」
の
項
で
は
、
玄
挺
を
う
け
る
法
相
教

学
に
よ
る
と
、
遍
計
所
執
は
、
六
・
七
二
識
の
能
遍
計
が
所
遍
計
（
対
象
）

た
る
依
他
起
の
相
・
見
分
の
上
に
自
心
の
相
分
を
浮
・
へ
、
こ
れ
を
執
じ
て

実
我
・
実
法
の
遍
計
所
執
を
成
ず
る
と
な
し
、
こ
れ
を
「
中
間
存
境
」
と

規
定
す
る
。
こ
こ
に
中
間
の
存
境
と
は
能
遍
計
と
所
遍
計
と
の
間
に
生
ず
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る
当
情
現
相
と
し
て
の
妄
境
で
あ
っ
て
、
相
分
た
る
表
象
一
般
と
は
異
な

る
独
特
の
誤
謬
態
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
「
序
論
」
に
お
い
て
も
著
者

は
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
著
者
が
極
め
て
関
心
を
向
け
た
問
題
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
三
性
の
嚥
説
と
し
て
周
知
の
蛇
・
繩
・
麻
の
臂
喰
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
が
『
摂
大
乗
論
』
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
真
諦
訳
『
摂
論
』
の
蛇
。

藤
（
藤
）
の
峨
説
の
解
説
が
な
さ
れ
、
玄
英
訳
で
は
蛇
・
藤
が
蛇
・
繩
に

変
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
慈
恩
が
「
義
林
章
』
に
繩
の
実
性
を

麻
と
喉
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
蛇
た
る
誤
謬
は

未
だ
遍
計
所
執
の
義
を
十
分
に
表
わ
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
述
、
へ
、

響
噛
の
粗
雑
な
る
理
解
か
ら
二
執
に
よ
る
誤
謬
態
を
相
分
と
し
て
の
表
象

的
誤
謬
一
般
と
混
同
し
て
、
遍
計
所
執
の
独
特
な
虚
構
的
性
格
を
看
過
す

る
傾
向
を
生
ん
だ
と
も
言
い
得
る
と
、
遍
計
所
執
の
言
わ
れ
る
真
義
が
こ

の
唇
嶮
か
ら
も
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
鋭
い
批
判
に
は
傾
聴
す
雫
へ
き

も
の
が
あ
る
。

更
に
「
能
遍
計
の
識
」
に
お
い
て
は
、
護
法
の
教
学
は
六
・
七
二
識
を

能
遍
計
の
識
と
し
、
五
・
八
は
無
執
で
あ
る
と
す
る
が
、
嚥
伽
行
派
の
異

る
学
系
即
ち
安
慧
の
所
説
は
五
・
八
識
に
も
執
あ
り
と
断
ず
る
こ
と
を
比

較
論
究
し
、
安
慧
一
分
説
を
批
判
す
る
と
共
に
、
し
か
も
識
構
造
の
根
源

に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
所
執
の
形
成
さ
れ
る
始
源
相
を
分
析
的
に
決
定
す

る
こ
と
が
可
能
か
否
か
は
問
題
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
唯
識
教
学
が

相
の
立
場
に
お
い
て
縁
起
を
閾
明
す
る
も
の
な
り
と
す
れ
ば
、
護
法
所
説

は
自
か
ら
斉
合
の
説
た
る
こ
と
を
失
わ
ぬ
と
論
じ
て
い
る
・

第
三
節
依
他
起
性
に
お
い
て
は
、
最
初
に
依
他
性
（
弓
凹
国
冨
昌
国
）

を
玄
英
は
依
他
起
と
訳
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
原
語
に
は
起
の
意
味
は
な

く
、
他
に
依
る
こ
と
を
自
の
性
と
す
る
意
で
あ
る
が
、
他
を
媒
介
と
し
て

始
め
て
自
が
自
た
り
う
る
こ
と
を
指
す
と
し
、
自
が
生
起
す
る
点
か
ら
真

諦
の
依
他
性
相
の
訳
も
可
能
で
あ
る
し
、
起
の
語
を
補
う
て
依
他
起
相
と

訳
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
「
摂
大
乗
論
』
に
説
く

依
他
性
相
の
意
味
を
示
し
、
依
止
と
し
て
の
本
識
が
変
異
し
て
十
一
識
と

な
っ
て
顕
現
し
、
一
切
法
を
展
開
す
る
。
し
か
も
十
一
識
が
虚
妄
分
別
の

所
摂
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
一
切
法
は
虚
妄
の
法
と
な
る
。
そ
れ
が
分
別
性

相
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
依
他
性
相
の
顕
現
し
た
と
こ
ろ
が
分
別
性
相
と

な
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
護
法
は
新
説
を
立
て
、
「
無

性
釈
』
を
先
駆
と
し
て
依
他
起
性
は
八
識
の
心
心
所
の
自
証
分
と
、
相
見

二
分
を
指
す
。
そ
れ
は
虚
妄
無
体
の
所
執
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
有

体
法
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
現
象
を
肯
定
し
て
虚
妄
の
所
執
よ
り
区

別
す
る
と
と
も
に
、
相
の
現
象
構
造
を
縁
起
と
し
て
追
究
し
、
性
を
以
て

縁
起
を
語
ら
な
い
と
見
る
。
か
く
し
て
性
・
相
の
不
離
を
厳
守
し
な
が
ら
、

相
の
論
理
を
無
差
別
に
及
ぼ
さ
な
い
と
し
た
。
そ
こ
に
真
如
凝
然
の
問
題

に
及
び
、
華
厳
法
蔵
が
「
五
教
章
』
の
三
性
同
異
義
の
章
に
お
い
て
評
し

た
言
葉
を
取
り
上
げ
真
如
凝
然
は
不
思
議
常
の
意
で
あ
っ
て
、
「
諸
法
を

作
ら
な
い
迷
情
所
謂
の
凝
然
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
こ
と
が
法
相
教
学
に

向
け
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
な
ら
ば
あ
ま
り
に
過
酷
な
批
判
と
い
う
外

は
な
い
と
論
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
依
然
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
著
者
が
護
法
系
の
唯
識
教
学
に
そ
の
限
界
は
認
め
て
も
、
そ
の
所
説

の
独
創
的
意
義
は
こ
れ
を
十
分
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
趣
と
い
う
こ
と

に
は
賛
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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第
四
章
円
成
実
性
に
お
い
て
は
、
円
成
実
（
句
肖
冒
曾
四
国
ロ
“
）
が
佛

陀
扇
多
や
笈
多
に
よ
っ
て
成
就
相
と
訳
さ
れ
、
真
諦
は
真
実
性
と
訳
し
た

こ
と
か
ら
原
語
に
は
円
成
の
訳
は
当
る
も
、
実
の
字
義
は
な
い
と
し
、
し

か
し
完
成
せ
る
も
の
は
同
時
に
真
実
の
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
本

質
的
に
そ
の
義
を
補
っ
て
円
成
実
と
訳
さ
れ
た
こ
と
も
至
当
と
す
る
。
古

来
の
学
解
で
は
円
満
、
成
就
、
真
実
と
三
義
を
以
て
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
挙
げ
、
そ
れ
が
完
成
態
た
る
真
如
を
指
し
、
広
く
仮
の
諸
法
よ
り
区
別

し
て
真
如
の
性
徳
を
標
指
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
依
他
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
て
、
二
空
所
顕
の
円
成
の
智
に
照
ら
さ
れ
て
始
め
て
依
他
を

了
知
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
依
他
の
認
識
が
観
念
的
理
解
に
よ
っ
て
果
さ

れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
依
他
が
円
成
に
照
ら

さ
れ
て
そ
の
如
幻
性
を
了
知
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
即
ち
遍
計
を
遠
離

す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
。
か
か
る
照
了
の
具
体
的
作
用
を
具
す

る
も
の
が
円
成
で
あ
る
と
し
、
無
分
別
智
に
立
つ
後
得
智
が
そ
れ
で
あ
り
、

菩
提
の
四
智
は
そ
の
趣
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
大
円
鏡
智
、

平
等
性
智
、
妙
観
察
智
、
成
所
作
智
の
四
智
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
大
悲
摂
取
の
妙
用
を
円
成
実
性
に
お
け
る
智
慧
の
必
然
と
し
て
展

開
し
、
讃
仰
し
、
自
か
ら
そ
の
摂
取
に
帰
す
る
こ
と
を
宣
し
た
の
が
世
親

の
「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偶
』
即
ち
『
浄
土
論
」
で
あ
る
と
改
め
て

言
い
、
嶮
伽
行
派
の
祖
た
る
世
親
は
唯
識
の
義
理
究
明
に
理
路
を
尽
し
な

が
ら
、
遂
に
円
成
の
大
悲
に
帰
入
し
た
宗
教
者
で
あ
る
と
著
者
の
理
解
が

披
歴
さ
れ
て
い
る
。

第
五
節
三
性
対
望
の
三
無
性
に
お
い
て
は
、
依
他
と
円
成
の
非
一
非

異
の
関
係
を
遍
計
所
執
と
の
関
係
に
及
ぶ
と
述
令
へ
、
遍
・
依
・
円
の
三
性

は
一
法
上
の
三
性
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
。
三
性
は
相
関
的
な
三
性
で
あ
り

同
時
に
三
性
の
各
灸
が
等
し
く
一
つ
の
空
義
を
反
顕
す
る
義
を
宿
す
の
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
三
性
と
表
裏
す
る
三
無
性
の
義
が
開
示
さ
れ
る
と
し
、

し
か
も
「
摂
大
乗
論
」
が
「
三
性
、
無
性
を
成
ず
」
と
説
い
て
い
る
こ
と

と
、
「
成
唯
識
論
」
が
三
無
性
を
三
性
各
別
に
語
り
、
そ
の
無
性
の
義
が

各
別
的
規
定
と
な
っ
て
い
る
｝
」
と
と
の
立
場
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。
古

唯
識
で
は
三
性
が
三
無
性
に
帰
し
、
三
無
性
が
一
真
如
に
帰
着
す
る
趣
き

が
語
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
『
成
唯
識
論
」
の
三
無
性
の
義
と
相

違
す
る
如
く
で
は
あ
る
が
、
三
性
対
望
し
て
非
一
非
異
と
な
り
円
成
実
の

空
智
か
ら
論
ず
れ
ば
、
三
性
が
そ
の
ま
ま
空
智
を
反
顕
す
る
義
を
持
つ
と

言
い
得
る
し
、
三
性
を
安
立
諦
と
す
れ
ば
、
そ
の
非
安
立
諦
と
し
て
の
三

無
性
が
立
ち
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
一
つ
の
真
実
無
性
に
帰
す
る
こ
と
は

決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
性
も
三
無
性
も
共
に

円
成
に
転
入
す
る
自
覚
構
造
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
し
、
三
性
は
各
別
の

静
態
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
ま
さ
に
転
入
の
動
態
と
し
て
そ

の
三
一
関
係
が
実
践
的
に
自
覚
さ
れ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
強
調

す
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
善
悪
論
と
解
脱
論
に
お
い
て
は
、
六
節
に
分
た
れ
、
第
一
節

善
悪
の
心
所
、
第
二
節
業
説
と
無
我
説
、
第
三
節
三
世
と
善
悪
の
因
果
、

第
四
節
善
悪
無
記
三
性
の
規
定
、
第
五
節
空
と
因
果
、
第
六
節
円
成
実
性

へ
の
道
と
い
う
次
第
を
以
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
が
「
序
論
」
に
述

雫
〈
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
善
悪
論
は
本
書
の
全
体
の
結
び
の
意
味
を
担
う

五
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も
の
と
し
、
し
か
も
解
脱
論
は
著
者
自
か
ら
の
佛
教
に
浴
し
た
よ
ろ
こ
び

と
い
う
べ
き
も
の
と
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え

ば
、
各
節
の
内
容
を
紹
介
す
等
へ
き
で
あ
る
が
、
著
者
の
佛
教
学
の
基
本
た

る
唯
識
学
の
紹
介
に
重
点
を
置
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
省
略
し
、
結
論

的
な
面
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
第
六
節
円
成
実
性
へ
の

道
に
お
い
て
、
円
成
実
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
円

成
中
の
依
他
に
顕
現
す
る
実
践
は
、
空
の
摂
取
に
根
拠
す
る
慈
悲
の
倫
理

と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
円
成
の
照
耀
に
我
性
の
固
執
が

漸
槐
さ
れ
、
大
悲
の
摂
取
に
翻
転
す
る
心
情
を
動
機
と
し
て
主
体
の
実
践

が
円
成
の
無
限
活
動
と
一
味
に
開
か
れ
、
法
爾
と
し
て
空
性
が
実
現
す
る
。

そ
れ
は
即
ち
、
三
性
三
無
性
の
縁
起
的
本
質
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
倫
理

で
あ
る
と
述
。
へ
て
い
る
あ
た
り
、
ま
こ
と
に
著
者
の
学
行
が
深
い
佛
教
的

信
仰
に
即
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
、
著
者
の
学
問
的
姿
勢
が
そ
の
ま

ま
佛
道
に
即
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

「
附
録
」
は
西
洋
思
想
と
の
対
比
に
関
す
る
若
干
の
考
察
と
題
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
カ
ン
ト
と
西
洋
三
哲
学
者
の
倫
理
の
立

場
を
論
究
し
た
も
の
で
著
者
が
東
西
両
洋
の
思
想
を
究
明
し
た
足
跡
を
知

ら
し
め
ら
れ
、
そ
の
教
養
の
豊
か
さ
を
も
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

わ
れ
わ
れ
は
著
者
の
学
問
的
探
究
の
底
に
流
る
る
敬
虐
な
行
学
精
神
に

衝
た
れ
る
も
の
を
感
じ
、
と
か
く
煩
墳
に
陥
り
易
い
佛
教
学
の
教
理
研
究

が
極
め
て
整
然
と
し
て
簡
明
な
表
現
を
以
て
論
述
さ
れ
、
現
代
の
佛
教
学

界
の
要
望
に
答
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
衷
心
よ
り
敬
意
を
表
す
る
も
の
で

圭
妨
〉
づ
（
〕
Ｏ

（
昭
和
四
十
二
年
三
月
京
都
百
華
苑
Ａ
５
、
一
三
○
○
円
）
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