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周
知

の
と
お
り
、
肇
論
に
は
既
に
訳
註
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
た
び
新
た
に
訳
解
を
試
み
た
の
は
、
意

に
満
た
な
い
点
が

多
々
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。

誠

以
即
物
順
通
、
故
物
莫
之
易
。
即
偽
即
眞
、
故
性
莫
之
易
。
(
『肇
論
研
究
』

一
七
頁
)

次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

ま

こ
と
に

(眞
諦
は
)
物

の
あ
る
が
ま

・
に
順

っ
て
無
理
な
く
通
じ
る
か
ら
、
(如
何
な
る
)
物
も
そ
れ

〔眞
諦
〕
に
逆
ら
ふ
こ
と

が
な
く
、
〔偽
に
は
〕
そ
の
ま

・
偽

(眞
に
は
)
そ
の
ま

・
眞
で
あ
る
か
ら
、
(眞
や
偽
の
如
何
な
る
)
性
も
そ
れ

〔眞
諦
〕
を
易

へ

る
こ
と
が
な

い
。

内
容

に
は
立
ち
入
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
「即
偽
即
眞
」
の

一
句
を
右
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
は
、
語
法
の
上
か
ら
い
っ
て
間
違

い
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
句
は

「即
心
即
仏
」
と

い
う
禅

の
語
録
で
お
馴
染
の
語
と
、
同
じ
語
法
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

「即
心
即
仏
」

ほ
か

が

「心

そ
の
も
の
が
仏
に
外
な
ら
な
い
」
と
訳
さ
れ
る
よ
う
に
、
「即
偽
即
眞
」
も

「偽
そ
の
も
の
が
眞
に
外
な
ら
な
い
」
「虚
偽
そ
の
も
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の
が
眞
実
に
外
な
ら
な
い
」
と
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

虚
偽
そ
の
も
の
が
、
あ
る
い
は
虚
偽
こ
そ
が
、
眞
実
に
外
な
ら
な

い
、
と

い
う
の
は
誠
に
逆
説
的
な
立
言
で
あ
る
。
し
か
し
僧
肇

の
い

い
た

い
こ
と
は
こ
こ
に
在
る
。
こ
の
考
え
は
、
後
の
発
達
し
た
中
国
仏
教
に
お
い
て
は
、
コ

色

一
香
も
中
道
に
非
ざ
る
は
無
し
」
(摩
詞

止
観

一
)
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
諸
法

の
実
相
が
眞
実
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。な

ぜ
僧
肇
は
諸
法
を
呼
ぶ
の
に

「偽
」
と

い
う
否
定
的
表
現
を
用
い
た
の
か
と

い
う
と
、
師
匠
の
羅
什
三
蔵
の
訳
し
た
中
論
な
ど
に
よ

る
と
、

一
切
法
は
空
無
で
あ

っ
て
、
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
も

の
は
虚
妄
不
実
で
あ
り
、
虚
偽
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
僧
肇
は
そ
れ

を
眞
実
だ
と
し
た
。
イ
ン
ド
仏
教
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
紹
介
し
た
羅
什
三
蔵

の
足
下
で
、
す
で
に
仏
教
思
想
の
中
国
化
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
以
後
の
仏
教
は
ほ
と
ん
ど
肇
論

の
祖
述
だ
と
い
っ
て
も
良
い
ほ
ど
、
徹
底
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　
　

僧
肇

は
、
伝
統
的
な

一
気
貫
通
の
思
想
に
沿

っ
た
、
仏
教
学
の
体
系
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

一
気
と
い
う
の
は
、
荘
子
に

「天
下
を
通

じ
て

一
気

の
み
」
(知
北
遊
篇
)
と

い
う
よ
う
に
、
霊
的
な
存
在
を
も
含
む
万
物
に
変
化
す
る
、
あ
る
い
は
万
物
を
造
化
す
る
、
独

一
の

宇
宙
的
原
理
で
あ
り
、有
の
根
源
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
自
体
は
無
形
無
相
で
あ

っ
て
と
ら
え
よ
う
が
な

い
。
肇
論
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

　
ら
　

「之

に
随
う
も
其
の
躍
を
得
ず
、
之
を
迎
う
る
も
其
の
首
を
眺
む
る
岡
し
」

(太
45
1

一
五
八
C
、
拙
稿
浬
禦
無
名
論
第
四
14

へ
段
)
で

あ
る
。
し
か
し
森
羅
万
象
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
万
象
と

一
気
と
の
関
係
を
説
明
す
る
の
が
体
用
の
論
理
で
あ
る
。
「体
」
と
は

一
気
の
自
体
を
指
し
、
「用
」
と
は

一
気
の
作
用

(変

化
)
を
指
す
。
万
象
は

一
気

の
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
作
用
に
属
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

一
気
の
全
体
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
作

用
は
自
体
か
ら
切
り
離
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り

一
切
の
万
象
は
ま
と
め
て

一
気
に
包
容
さ
れ
て
い
る
。

一
方

、
万
物
の

一
切
は
別
々
の
性
質
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
の
性
質
を
与
え
る
の
も

一
気
の
作
用
で
あ
る
。

つ
ま
り
万
物

の

一

つ

一
つ
に
は

一
気
が
内
在
し
て
い
る
。
し
か
し

一
気
の
自
体
は
無
形
無
相
で
あ
る
か
ら
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
部
分
に
別
れ
て
万
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物
の

一
つ
一
つ
を
分
担
す
る
と

い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
常
に
全
体
で
作
用
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
万
物

の

一
つ

一
つ
に
は
、

常
に

一
気
の
全
体
が
内
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
万
物
の

一
切
は
別
々
に

一
気
を
包
容
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

一
気
は

一
切
の
万
物
を
包
容
す
る
と
同
時
に
、
万
物
の

一
切
に
包
容
さ
れ
る
と

い
う
の
が
、
体
用

の
論
理

の
示
す
と
こ
ろ

　　
　

で
あ
る
。

一
気

と
い
う
語
は
、
後
の
仏
教
学
で
は

一
心

(
11
眞
如

11
理
)
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
し
か
し
論
理
は
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ

り
、
特
に
、

一
心
の
全
体
が
万
物
の

一
つ
一
つ
に
内
在
す
る
と

い
う
こ
と
が
枢
要
と
な

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
理
事
無
擬
や
、
そ
れ
を
媒
介
と

す
る
事

々
無
磯
、
前

に
引
い
た

コ

色

一
香
も
中
道
に
非
ざ
る
は
無
し
」
な
ど
の
教
義
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
体
用
論
の
条
件
と
し
て
、
か
な
ら
ず
体
用
の
語
の
対
挙
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
肇
論
に
そ
の
用
例
は
な
い
。
し

か
し
体

用
論
的
思
弁
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
は
、
浬
葉
無
名
論
に

「大
に
し
て
は
天
地
を
包
み
、
細

に
し
て
は
無
間
に
入

る
」
(大
45
1

一
五
八
C
、
拙
稿
第
四
14

へ
段
)
と
い
う
語
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に

一
気
貫
通
の
様
態
を
述
べ
た
も

の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二
、
物
不
遷
論
再
考

朱
子
語
類

一
二
六
釈
氏
に
、
次

の
よ
う
な
朱
子
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

め
ぐ

め
ぐ

今
、
世
に
伝
う
る
所
の
肇
論
、
肇
法
師
よ
り
出
つ
る
と
云
う

に
、
四
不
遷
の
説
有
り
、
「日
月
は
天
を
歴
り
て
而
も
周
ら
ず
、
江
河

は
競
い
注
ぎ
て
而
も
流
れ
ず
、
野
馬
は
瓢
鼓
し
て
而
も
動
か
ず
、
山
嶽
は
偶
朴
し
て
而
も
常
に
静
か
な
り
」
と
。
此

の
四
句
は
只
だ

是
れ

一
義

の
み
、
只
だ
是
れ

「動
中
に
静
有
り

(動
中
有
静
)」
の
意
な
る
の
み
。
東
披
が

「逝
く
者
は
斯
く
の
如
く
に
し
て
而
も

未
だ
嘗

つ
て
往
か
ず
」
(前
赤
壁
賦
)
の
意
の
如
く
に
し
て
爾
り
。



動中有静論考50

物
不
遷
論
の
核
心
が
、
動
中
有
静
の
論
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
姻
眼
と

い
う

べ
き
か
、
同
じ
民
族

の
思
索
者
と
し

て
、
同
じ
物
の
捉
え
方
を
し
て
い
た
だ
け
の
こ
と
な
の
か
。
私
は
訳
稿
を
印
刷
に
付
し
た
後
も
、
焦
点
が
合

っ
て
い
な
い
こ
と
を
承
知
し

て
い
た

の
だ
が
、
朱
子
の
こ
の
指
摘
を
目
に
し
て
、
何
か
が
出
る
な
と
は
感
じ
た
も

の
の
、
こ
の
論
、
詳
し
く
は

「動
中

に
静
有
り
、
静

中
に
動
有
り

(動
中
有
静
、
静
中
有
動
)
」
の
二
句
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
考
え
を
表
わ
す
、
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
の
に
、

随
分
と

ひ
ま
が
か
か
っ
た
。
馴
れ
な
い
者
に
は
厄
介
な
理
論
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

太
極
図
説
解
に
次

の
よ
う
に
い
う
、

太
極

の
動
静
有
る
は
、
是
れ
天
命

の
流
行
な
り
。
所
謂
る

一
陰

一
陽
す
る
を
こ
れ
道
と
謂
う
も
の
な
り
。

　　
　

コ

陰

一
陽
之
謂
道
」
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
周
易
繋
辞
伝
の
語
で
あ
る
。

一
陰

一
陽
す
る
の
が
天
命

の
流
行
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
太
極
の
動
静
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
万
物
が
生
々
し
て
変
化
す
る
こ
と
窮
ま
り
な

い
世
界
が
展
開
す
る
。

「動
は
即
ち
太
極
の
動
、
静
は
即
ち
太
極
の
静
」

(朱
子
語
類
九
四
)
と
い
わ
れ
る
が
、
生
々
変
化
す
る
万
物
に
も
ま
た
動
静
が
有
る
こ

と
は
明
白

で
あ
る
。
太
極
の
動
静
と
万
物
の
動
静
と
、
こ
の
両
者
の
違
い
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
宋
学
に
お
い
て
当
初
か
ら
の
課
題

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
通
書
に
動
静
第
十
六
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
謹
左
で
あ
ろ
う
。
動
中
云
云
の
句
も
、
朱
子
の
解
説
の

中
に
出

て
く
る
の
で
あ
る
。

動

に
し
て
而
し
て
静
無
く
、
静
に
し
て
而
し
て
動
無
き
は
、
物
な
り
。

形
有
れ
ば
則
ち

一
偏
に
滞
る
。

動

に
し
て
而
も
動
無
く
、
静
に
し
て
而
も
静
無
き
は
、
神
な
り
。

ゆ
う

神
な
れ
ば
形
よ
り
離
れ
ず
、
而
も
形
に
圃
せ
ら
れ
ず
。

動

に
し
て
而
も
動
無
く
、
静
に
し
て
而
も
静
無
き
も
、
不
動
不
静
な
る
に
は
非
ず
。

動
中
に
静
有
り
、
静
中
に
動
有
る
な
り
。
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物
は
則
ち
通
ぜ
ざ
る
も
、
神
は
万
物
に
妙
た
れ
ば
な
り
。

通
書

の
こ
の
章
は
、
太
極
図
説
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
。
太
極
図
説
は
宋
学

の
体
用
論
的
世
界
観
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
動
静

と
は
、
そ
の
作
用
の
様
相
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「動
」
と
は
作
用
が
顕
わ
れ
て
い
る
状
態
を
、
「静
」
と
は
作
用
が
顕
わ

れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
隠
れ
て
い
る
状
態
を
指
す
。

「神
」
と
は
、
万
物
と

一
体
で
も
な
く
別
体
で
も
な
い
太
極
の
、
玄
妙
な
作
用
を
い
う
。
運
動
の
最
中
に
す
で
に
静
止

が
含
ま
れ
て
い

て

(動

中
有
静
)、
次
の
運
動
を
用
意
す
る

(静
中
有
動
)。
そ
こ
か
ら
運
動
が
起

っ
て
…
と

い
う
具
合
に
循
環
す
る
の
で
あ
る
。
循
環
す

る
か
ら
そ
の
作
用
は
無
窮
で
あ
る
。
春
夏
秋
冬
の
四
時
が
永
遠
に
運
行
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　　
　

こ
れ
に
対
し
て
物

の
作
用
は
循
環
し
な
い
。

一
回
き
り
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
い
っ
た
ん
静
止
す
る
と
、
物
は
再
び
動
く
こ
と
な
く
そ

の
場
に
留
ま
る
。
こ
の
考
え
は
、
面
白
い
こ
と
に
、
説

一
切
有
部
の
、

い
わ
ゆ
る
三
世
実
有
、
法
体
恒
有

の
説
と
、

一
脈
相
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ

る
。

過
去

現
在
未
来

の
三
時
が
実
在
す
る
と
い
う
の
は
、
常
識
的
な
時
間
観
念
に
近

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
時
に
わ
た

っ
て
、
有
為
法
の
体

は
存
在
す
る
と

い
う

の
は
、
有
部
に
独
特
な
考
え
で
あ
る
が
、
で
は
三
時
の
区
別
は
ど
う
や

っ
て
立
て
る
の
か
、
と
い
う

難
問
が
生
じ
る
。

し
ょ

う

そ
ん
じ
や

倶
舎
論

に
よ
る
と

(巻
二
〇
)、
四
つ
の
解
答
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
世
友
尊
者
の
説
が
有
部
の
正
義
だ
と

さ
れ
る
。

此

の
四
の
中
、
第
三
最
も
善
し
。
作
用
に
約
し
て
位
に
差
別
有
る
を
以
て
、
位
の
不
同
な
る
に
因
り
て
、
世
に
異
な
る
こ
と
有
り
と

立

つ
れ
ば
な
り
。
彼
れ
謂
わ
く
、
諸
法
の
作
用
の
未
だ
有
ら
ざ
る
を
ば
名
づ
け
て
未
来
と
為
し
、
作
用
有
る
時
を
ば
名
づ
け
て
現
在

と
為
し
、
作
用
の
已
に
滅
せ
る
を
ば
名
づ
け
て
過
去
と
為
す
。
体
に
殊
な
る
こ
と
有
る
に
は
非
ず
、
と
。

ぞ
う
ら
ん
じ
ゅ
う

未
来

の
法
は
雑
乱
住
と

い
わ
れ
て
前
後

の
区
別
は
な
い
が
、因
縁
が
熟
す
る
と
、現
在
の

一
刹
那
に
お
い
て
作
用
を
起

こ
す
。
そ
の
時
、

作
用
は
刹
那
に
滅
す
る
け
れ
ど
も
、
法

の
体
は
過
去
世
に
残
存
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
た
か
も
昔

の
映

画
の
フ
ィ
ル
ム
の

　り
　

一
コ

マ

一
コ

マ
の

よ
う

に
、

刹

那

々

々

の
連

続

で

あ

る

過

去

が

、

前

後

し

て
存

在

す

る

こ
と

に
な

る
。
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以
上

の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
読
む
と
、
物
不
遷
論
の
謎
が
な
に
ほ
ど
か
解
け
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
具
体
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
梵
志
の
話
か
ら
始
め
よ
う
。

梵
志
出
家
し
て
白
首
に
し
て
帰
る
に
、
鄭
人
は
之
を
見
て
曰
わ
く
、
昔
人
尚
お
存
せ
る
か
、
と
。
梵
志
曰
わ
く
、
吾
は
猶
お
昔
人
の

い
わ

ゆ

は
し

ご
と
き
も
、
昔
人
に
は
非
ざ
る
な
り
、
と
。
鄭
人
は
皆
な
愕
然
と
し
て
其
の
言
を
非
と
せ
り
。
所
謂
る
有
力
の
者

の
之
を
負

い
て
趨

る

に
、
昧
き
者
は
覚
ら
ず
、
と
は
其
れ
斯
の
謂
な
る
か
。
(大
45
1

一
五

一
b
、
拙
稿
物
不
遷
論
第

一
11
段
)

し
ら

が

あ
た
ま

出
家
し
た
梵
志
が
白
髪
頭
で
帰

っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
村
人
た
ち
は
昔
の
人
だ
と

い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
梵
志
が
、
私
は
昔
の
人
の
よ

う
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
の
だ
と

い
う
と
、
人
々
は
そ
の
言
を
間
違

い
だ
と
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に

「有
力
の
者
」

(時
間
)
の
作
用
を
知
ら
ぬ
と

い
う
も
の
だ
。
そ
れ
は
人
々
が
、
生
涯
同

一
の
身
体
を
保
持
す
る
と
考
え
て
、
年
を
取
る
に

つ
れ
て
身
体

も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ

い
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
年
齢
と
と
も
に
身
体
が
変
化
す
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
人
間
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
誰
で
も
変
化
に
気
付
く
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
そ

の
変
化
す
る
主
体
は
何
な
の
か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
人
々
は
眞
相
に
気
付
い
て
い
な

い
と
僧
肇
は

い
う
。
白
髪
頭
に
変

っ

て
い
る
梵
志
を
見
て
、
昔
の
人
が
居
る
と
い
っ
た
の
は
、変
化

の
主
体
を
梵
志
だ
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
梵
志
が
、

「今
の
私
」
は

「昔
の
私
」
で
は
な

い
の
だ
と

い
っ
た
の
は
、
そ
の
考
え
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
段

に

(拙
稿
第

一
6
段
)
、

是

れ
を
昔
物
は
自
ら
昔
に
在
り
て
、
今
よ
り
し
て
以
て
昔
に
至
ら
ず
、
今
物
は
自
ら
今

に
在
り
て
、
昔
よ
り
し
て
以

て
今
に
至
ら
ず
、

ふ
る

と
謂
う
。
故
に
仲
尼
曰
わ
く
、
回
や
新
ら
し
き
を
見
る
、
腎
を
交
じ
う
る
も
故
き
に
は
非
ず
、
と
。
此
く
の
如
け
れ
ば
則
ち
物
は
相

い
往
来
せ
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。

と

い
わ
れ
て
い
る
。
仲
尼
曰
わ
く
の
内
容
は
、
「
新
し
い
私
」
と

「古

い
私
」
と
は
別
物
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
物
は
自
ら

今
に
在

る
の
で
あ

っ
て
、
昔
を
起
点
と
し
て
今
に
至

っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
は
移
り
行
か
な
い

(物
不
遷
)
の
で
あ
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り

、

必

ず

一
時

に
留

ま

る
か

ら

で
あ

る
。

ま

た

次

の
よ

う

に
も

い
う

(第

一
10
段

)
、

お

荘
生
の
山
を
蔵
す
る
所
以
、
仲
尼
の
川
に
臨
む
所
以
は
、
斯
れ
皆
な
往
く
者

の
留
め
難
き
に
感
ず
る
も
、
量
に
今
を
排
し
て
而
し
て

往

か
し
む
可
し
と
日
わ
ん
や
。

「留

め
難
き
」
「往
く
者
」
と
は
む
ろ
ん
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
時
の
流
れ
は
、
「今
物
」
を
押
し
て
行

っ
て

「昔
物
」
に
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
前
に
見
た
よ
う
に
、
「物
」

の
作
用
は

一
回
き
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

「物
」
は
時

の
流
れ
と
と
も

に
変
化

す
る
主
体
で
は
な
い
。
時
の
流
れ
と
と
も
に
変
化
す
る
主
体
は
、
こ
れ
も
前
に
見
た
よ
う
に
、
無
限
に
循
環
す

る
作
用
を
持

つ
一

気
、
朱

子
の
場
合
は
太
極
、
肇
論
に
お
い
て
は
主
と
し
て

「聖
心
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ

の
循
環
作
用
が
、

時
の
流

れ
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

物
不
遷
論
の
主
題
は

「
不
動
之
作
」
(
一
五

一
a
、
第

一
2
段
)
で
あ
る
。
肇
論
全
篇

の
主
題
だ
と

い
っ
て
も
良

い
で
あ

ろ
う
。
そ
の

あ
り
さ
ま
は

「無
為
而
無
不
為
」
(
一
五
四
b
、
般
若
無
知
論
第
二
25
段
)
で
あ
る
。
こ
の
老
子
の
有
名
な
言
葉

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、

　　
　

僧
肇
は
探
究
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
成
果
を
、
仏
教
学
の
術
語
を
用
い
て
述
べ
た
も
の
だ
か
ら
、
自
然
に
仏
教
が
中
国
化
し
た

わ
け
で
あ
る
。

色
々
な
い
い
方
を
し
て
い
る
が
、
代
表
的
な
の
は

「不
動
等
覚
而
建
立
諸
法

(等
覚
を
動
か
ず
し
て
而
も
諸
法
を
建

立
す
)」
(
一
五
三

b
、
第

三
12
段
)
と
い
う
も
の
で
、
他
に
二
例
あ
る
。
主
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
法
身
仏
で
あ
り
、
「法
身
は
無
象
に
し
て
、
物
に
応
じ

あ
ら

て
而
し

て
形
わ
る
」
と

い
う

(
一
五
八
c
、
浬
葉
無
名
論
第
四
14
チ
段
)。
こ
れ
を
肇
論
で
は

「
聖
心
」
「聖
神
」
「聖
人
」
「至
人
」
な
ど

と
呼
ぶ
。

中
国
思
想
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
う
か
が
わ
せ
る
の
は
、
次

の

一
句
で
あ
る
。

応
化
は
無
方
に
し
て
、
未
だ
嘗
つ
て
為
す
こ
と
有
ら
ず
。
寂
然
と
し
て
不
動
に
し
て
、
未
だ
嘗

つ
て
為
さ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
(
一
六
〇
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c
、
第

四

26

ハ
段

)

こ

れ

は

「
聖
心

」

に

つ

い

て

い

っ
て

い
る

の

で
あ

る

が

、

「
寂

然

不
動

」
と

い
う

の
は
も

と

は

易

の
言

葉

で

あ

る

。

こ
と

易
は
元
思
な
り
、
元
為
な
り
。
寂
然
と
し
て
不
動
に
し
て
、
感
じ
て
而
し
て
遂
に
天
下
の
故
に
通
ず
。
天
下
の
至
神
に
非
ず
ん
ば
、

あ
ず

其

れ
敦
れ
か
能
く
此
に
与
か
ら
ん
。
(繋
辞
上
)

原
理
的
な
も
の
は
寂
然
不
動
で
あ

っ
て
、
常
に
静
的
な
状
態
を
保

つ
と
す
る
の
は
伝
統
的
な
考
え
で
あ
り
、
後
の
仏
教
学
に
お
い
て
、

眞
如

の
不
変
随
縁
と
い
ヶ
こ
と
を
い
う
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
起
信
論
義
記
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

不
思
議
変
な
る
者
は
、
謂
わ
く
、
眞
如
心

の
無
明
の
蕪
を
受
け
て
、
変
異
す
可
か
ら
ず
し
て
而
も
変
異
す
、
故
に
不
思
議
変
と
云
う
。

又
た
変
即
不
変
に
し
て
、
不
変
の
変
な
れ
ば
、
不
思
議
変
と
名
つ
く
。
(大
44
i

二
六
九
b
)

し
か
し
今
は

「不
動
之
作
」
の
不
思
議
さ
が
問
題
な
の
で
は
な

い
。
作
用
の
あ
り
さ
ま
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

尋
二
夫
不
動
之
作

一、
山豆
釈
レ
動
以
求
レ
静
、
必
求
二静
於
諸
動

一、
故
錐
レ
動
而
常
静
。

(動
中
有
静
)

不
二
釈
レ動
以
求

一レ
静
、
故
難
レ
静
而
不
レ
離
レ
動
。
(静
中
有
動
)

然
則
動
静
未
二
始
異

一。
(
一
五

一
a
、
第

一
2
段
)

「不
動
の
作
」
と

い
う

の
が
、
原
理
的
な
も

の
の
作
用
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
動
中
有
静
、
静
中
有
動
と
い
う
考
え

　
ね
　

に
お

い
て
、
静
と
動
と
は
互
い
に
噛
み
合
う
関
係
に
あ
る
か
ら
、
「動
静
は
未
だ
始
め
よ
り
異
な
ら
ず
」
と

い
う
。

た
だ
動
静
に
は
前
に
見
た
よ
う
に
二
種
類
あ
る
。
原
理
的
な
も

の
の
そ
れ
と
、
物
の
そ
れ
と
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
は
が
ん
ら

い
別
物

で
は
な

い
。
物
は
そ
も
そ
も
原
理
的
な
も
の
の
作
用
に
属
す
る
か
ら
、
物
の
作
用
は
原
理
の
作
用
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
。
し
か
し

物
の
作

用
は

一
回
き
り
で
、
作
用
し
お
わ
る
と
、
物
は
静
止
し
て
そ
の
場
に
留
ま
る
。
し
か
し
こ
の
静
止
は
、
原
理
の
静
止
の
現
わ
れ
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
静
中
有
動
だ
か
ら
原
理
的
な
も
の
の
作
用
は
お
わ
ら
ず
、
変
化
を
続
け
る
。

梵
志

は
物
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
昔

の
梵
志
は
昔
に
留
ま
り
、
今
の
梵
志
は
今
に
留
ま
る
。
昔
の

一
コ
マ
の
梵
志
と
、
今
の

一
コ
マ
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の
梵
志
と
は
別
物
で
あ
る
。
し
か
し
原
理
的
な
も

の
の
刹
那
々
々
の
変
化
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な

い
。
変
化
は
連
続

す
る
。
だ
か
ら
常

識
的
に
は
、
梵
志
が
変
化
し
て
行
く
よ
う
に
も
見
え
る
。
あ
た
か
も
映
写
さ
れ
た
像
が
連
続
し
て
動
く
よ
う
に
。

つ
ま
り
物
は
不
遷
で
は
な
く
、
流
動
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

「物

の
流
動
す
る
有
る
は
人
の
常
情
な
る
も
、
余

は
則
ち
之
を
然

ら
ず
と
謂
う
」
(
一
五

一
a
、
第

一
1
段
)
と

い
い
、
「眞
を
談
じ
て
は
不
遷
の
称
有
り
、
俗
を
導
き
て
は
流
動
の
説
有
り
」
(
一
五

一
c
、

第

一
12
段
)
と
い
う
。
こ
の
俗
情
の
い
う
流
動
に
つ
い
て
、
吟
味
を
加
え
る
わ
け
で
あ
る
。

人
之
所
謂
動
者
、
以
二
昔
物
不
一レ
至
レ
今
、
故
日
二
動
而
非

一レ
静
。

我
之
所
謂
静
者
、
亦
以
二
昔
物
不
一レ
至
レ
今
、
故
日
二
静
而
非
一レ
動
。

動
而
非
レ
静
、
以
二
其
不
一レ
来
。

静
而
非
レ
動
、
以
二
其
不
一レ
去
。

然
則
所
レ
造
未
二
嘗
異

一、
所
見
未
二
嘗
同

一。

(
一
五

一
a
、
第

一
5
段
)

「昔
物

不
至
今
」
と
い
う
同
じ
認
識
を
も
と
に
し
て
、
人
は
、
物
は
流
動
し
て
い
て
静
止
し
て
い
な
い
と
主
張
し
、
我

は
、
物
は
静
止

し
て
い
て
流
動
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。

つ
ま
り
同

一
の
根
拠
に
よ
り
な
が
ら
正
反
対

の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
こ

う

い
う

逆
説
的
な
議
論
は
、
天
逝
の
天
才
僧
肇
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
好
む
と
こ
ろ
で
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
を
自
ら

狂
言
と
称
し
て
い
る
。

基
本

の
立
場
は
、
前
に
も
引
い
た
よ
う
に

(第

一
6
段
)
、

昔
物
自
在
レ
昔
、
不
二
従
レ
今
以
至
一レ
昔

(不
去
)
、
不
二
従
レ
昔
以
至
一レ
今

(不
来
)
。

今
物
自
在
レ今
、
不
二
従
レ
昔
以
至

一レ
今

(不
来
)
、
不
二
従
レ
今
以
至

一レ
昔

(不
去
)
。

と
い
う

に
在
る
。
傍
線
の
部
分
は
私
に
補

っ
た
も
の
。
昔
し
入
矢
義
高
先
生
と
話
し
が
肇
論
に
及
ん
だ
と
き
、
あ
れ
は

】
字

一
句
も
忽
せ

に
し
て

い
な
い
、と
い
わ
れ
た
の
を
憶
え
て
い
る
。
お
い
そ
れ
と
語
句
を
足
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
こ
と
不
遷
論
に
限

っ
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て
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
読
め
な

い
。

い
わ
ゆ
る
互
文
式

の
省
略
が
非
常
に
多

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
肝
心
な
と
こ
ろ
で
。
狂
言
の
手
法
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

今

の
場
合
は
さ
し
た
る
難
所
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「不
従
今
以
至
昔
」
(不
去
)
と

い
え
ば
お
の
ず
と

「不
従
昔
以
至
今
」
(不
来
)

と

い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
省
略
し
て
も
良
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
省
略
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
理
解

し
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
省
略
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
方
を
前
提
と
し
て
、
議
論
が
展
開
し
て

い
る
場
合
が
あ
る

か
ら

で
あ
る
。

基
本
的
立
場
の
論
証
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。

求
二
向
物
於
向

一、
於
レ
向
未
二
嘗
無

一。

責
二
向
物
於
今

一、
於
レ
今
未
二
嘗
有

一。

於
レ
今
未
二
昔旨
有
一、
以
明
二
物
不
一レ
来
。

於
レ
向
未
二
畳旨
無

一、
故
知
二物
不
一レ
去
。

覆
而
求
レ今
、
今
亦
不
レ
往
。
(
一
四

一
b
、
第

一
6
段
)

「向
物
」
は
昔
物
に
同
じ
。
そ
れ
を
今
に
求
め
て
も
有

っ
た
た
め
し
は
な
い
か
ら
、
昔
物
が
今
に
来
て
い
な
い

(不
来
)
の
は
明
ら
か

で
あ

る
。
そ
れ
を
昔
に
求
め
る
と
無
か

っ
た
た
め
し
は
な
い
か
ら
、

つ
ま
り
過
去
現
在
未
来
を
通
じ
て
常
に
昔
に
有
る
の
で
あ

っ
て
、
よ

そ
か
ら
持

っ
て
来
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
今
か
ら
去

っ
て
行

っ
た
の
で
は
な
い

(不
去
)
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
「不
来
」
と
は

「
不

従
昔
以
至
今
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
不
去
」
と
は

「
不
従
今
以
至
昔
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
実

に
よ

っ
て

「
昔
物

は
自

ら
昔
に
在
り
」
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

不
去
不
来
と
は
要
す
る
に
不
動
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
今
を
起
点
に
し
て
昔
に
至
る
の
を

「去
る
」
と
い
い
、
昔
を
起
点
に
し
て
今

に
至

る
の
を

「来
る
」
と
い
う
。
「
昔
物
」
は
そ
う

い
う
運
動
と
無
縁
で
あ
る
か
ら
不
動
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が

「今
物
」
に
つ
い
て
も
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論
証
さ
れ
る
。
し
か
し
煩
預
で
あ
る
か
ら
省
略
し
て
い
る
わ
け
で
、
当
然
そ
う
な
る
け
れ
ど
も
補

っ
て
お
こ
う
。

求
二
今
物
於
今

一、
於
レ
今
未
二
嘗
無

一。

責

二
今
物
於
向

一、
於
レ
向
未
二
嘗
有

一。

於
レ
向
未
二
嘗
有

一、
以
明
二
物
不

一レ
去
。

於
レ
今
未
二
嘗
無

一、
故
知
二
物
不

一レ
来
。

「今
物

」
を
昔
に
求
め
て
も
有

っ
た
た
め
し
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
昔
に
去

っ
て
い
な

い

(不
去
)
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
を
今

に
求
め
る
と
無
か

っ
た
た
め
し
は
な
い
か
ら
、

つ
ま
り
常
に
今
に
有
る
か
ら
、
昔
か
ら
来
た
の
で
は
な

い

(不
来
)
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る
。こ

れ
が
、

昔
物
自
在
昔
、
不
従
今
以
至
昔

(不
去
)
、
不
従
昔
以
至
今

(不
来
)
。

今
物
自
在
今
、
不
従
昔
以
至
今

(不
来
)
、
不
従
今
以
至
昔

(不
去
)
。

の
意
味

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
動
中
有
静
の
道
理
に
も
と
つ
く
。

　
お
　

だ

が

し

か

し

万

物

が

変

化

し

う

つ
ろ
う

こ
と

を

認

め

な

け

れ
ば

、

無

常

を

悟

っ
て

仏
道

に

進

む

こ

と

は

あ

り

え

な

い
で
あ

ろ
う

。

聖

人
有

レ
言

日

、

人

命

逝

速

、
速

二
於

川

流

一。

是

以

声

聞

悟

二
非

常

一以

成

レ
道

、

縁

覚

覚

二
縁

離

一
以

即

レ
眞

。
筍

万

動

而

非

レ
化

、

山豆

尋

レ
化

以

階

レ
道

。

覆

尋

二
聖

言

一
、

微

隠

難

レ
測

。

若

レ
動

而

静

、

似

レ
去

而

留

。

(動

中

有

静

)

若

レ
静

而

動

、

似

レ
留

而

去

。

(
静

中

有

動

)

可

二
以

レ
神

会

一
、
難

二
以

レ
事

求

一
。

(
一
五

一
b

、

第

一
8

段

)

一
コ

マ

一
コ

マ

の
梵

志

は

不

動

で
あ

る

。

し

か

し

映

写

さ

れ

た

像

は

動

い
て
行

く

よ
う

に
見

え

る

。

こ

れ

は

静

中

有

動

の
道

理

の
、

物
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に
お

け

る
現

わ

れ

で
あ

る
。

し

か

し

こ

の
流

動

は
眞

実

で

は

な

い
、
と

い
う

の
が
結

論

で

あ

る

が

、

そ

こ

を

見

極

め

る

の
は

な

か

な

か

厄

介

で
あ

る
。

傍

線

の
部

分

は
例

に

よ

っ
て
補

っ
た

も

の
。

物

は

、
動

い
て

行
く

よ
う

で

い
て

静

止

し

て

お

り

、

去

っ
て
行

く

よ

う

で

い

て
留

ま

っ
て

い
る

(動

中

有

静

)
。

静

止

し

て

い
る

よ

う

で

い

て
動

い

て
行

き

、

留

ま

っ
て

い
る

よ
う

で

い
て
去

っ
て
行

く

(静

中

有

動

)
。

そ

の
よ

う

に
見

え

る

。

是

以

言

=去

不

二
必

去

一
、

閑

二
人
之

常

想

一
。

称

三
住

不

二
必

住

一
、

釈

二
人
之

所

謂
往

一
耳

。

山豆
日

二
去

而

可

レ
遣

、

住

而

可

一
レ
留

也

。

(
一
五

一
b
、

第

一
9
段

)

そ
う

い
う

わ

け

で

、
物

は

、
眞

に
去

る

の
で

は

な

い

の
に

、

仮

り

に

去

る

と

い
う

の
は

、

人

の
常

見

を

絶

つ
た

め

の
方

便

に
す

ぎ

ず

、

と
と

眞
に
住
ま
る
の
で
は
な
い
の
に
、
仮
り
に
住
ま
る
と
い
う

の
は
、
人
の
断
見
を
断

つ
た
め
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
だ
か

ら
去
る
と
は
い
っ
て
も
眞
に
移
動
す
る
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
住
ま
る
と
は
い
っ
て
も
眞
に
停
留
す
る
も
の
が
あ

る
の
で
は
な

い
。

①
是

以
言
レ
常
而
不
レ
住

(-ー
称
住
不
必
住
)
、
称
レ
去
而
不
レ
遷

(
11
言
去
不
必
去
)。

②
不
遷
故
錐
レ
往
而
常
静

(動
中
有
静
)、
不
住
故
難
レ
静
而
常
往

(静
中
有
動
)
。

③
錐

レ
静
而
常
往
、
称
レ
去
而
不
レ
遷
、
故
往
而
弗
レ
遷
。

④
錐

レ往
而
常
静
、
言
レ
常
而
不
レ住
、
故
常
而
弗
レ
留
。
(
一
五

一
b
、
第

一
10
段
)

①
そ
う

い
う
わ
け
で
、
物
は
、
仮
り
に
住
ま
る
と
は
い
っ
て
も
、
眞
に
住
ま
る
の
で
は
な
く
、
仮
り
に
去
る
と
は
い
っ
て
も
、
眞
に
移

動
す
る

の
で
は
な
い
。

②
物

は
、
眞
に
移
動
す
る
の
で
は
な
い

(不
遷
)
、
故
に
動

い
て
行
く
よ
う
に
見
え

て
も
常

に
静
止
し
て
い
る

(動
中
有
静
)。
眞
に
住

ま
る

の
で
は
な
い

(不
住
)、
故
に
静
止
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
常
に
動

い
て
行
く

(静
中
有
動
)。
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③
物
は
、
静
止
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
常
に
動
い
て
行
く
の
だ
が

(難
静
而
常
往
)
、
し
か
し
仮
り
に
去
る
と
は
い

っ
て
も
眞
に
移
動

す
る
の
で
は
な
い

(称
去
而
不
遷
)
か
ら
、
動

い
て
行
く
よ
う
に
見
え
て
も
眞
実
に
は
移
動
し
な
い

(往
而
弗
遷
)
の
で
あ
る
。

④
物
は
、
動

い
て
行
く
よ
う
に
見
え
て
も
常
に
静
止
し
て
い
る
の
だ
が

(難
往
而
常
静
)、
仮
り
に
住
ま
る
と
は
い

っ
て
も
眞
に
住
ま

る
の
で
は
な
い

(言
常
而
不
住
)
か
ら
、
住
ま
る
よ
う
に
見
え
て
も
眞
実
に
は
停
留
し
な
い

(常
而
弗
留
)
の
で
あ
る
。

眞
実

に
は
移
動
し
な
い

(弗
遷
)
、
眞
実
に
は
停
留
し
な
い

(弗
留
)
と

い
う

の
は
、
要
す
る
に
物
が
流
動
す
る
と

い
う
の
は
世
俗
を

導
く
た
め
の
方
便
説
で
あ
り
、
実
際
に
は
流
動
も
静
止
も
物
に
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
理
的
な
も
の
の
持

つ

「動
中
有

静
、
静

中
有
動
」
の
道
理
が
、
物
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
道
理
は
循
環
す
る
作
用
の
特
性
で
あ

っ

て
、

一
回
き
り
し
か
作
用
し
な
い
物
と
は
無
縁
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
物

の
眞
実
は

「不
遷
」
の
み
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

た
だ
世
の
人
々
の
断
常
二
見
を
妨
ぐ
た
め
に
、
仮
り
に
物
の
流
動
去
住
を
説
く
の
で
あ
る
。

①
而
徴
文
者

聞
レ
不
レ
遷
則
謂
昔
物
不
レ
至
レ
今
、
今
物
不
レ
至
レ
昔
。

玲

二
流
動

一者
而
謂
今
物
可
レ
至
レ
昔
、
昔
物
可
レ
至
レ
今
。

②
既
日
二
古
今

一、
而
欲
レ
遷
レ
之
者
、
何
也
。

③
是

以
言
一二往
不
二
必
往

一、
古
今
常
存
、
以
二
其
不
動

一。

④
称
三
去
不
二
必
去

一、
謂
レ
不
二
従
レ
今
至
一レ
古
、
以
二
其
不
去

一。
言
一二来
不
二
必
来

一、
謂
レ
不
二
従
レ昔
至
一レ
今
、
以
二
其
不
来
一。

⑤
称
三
住
不
二
必
住

一、
謂
二
昔
物
可

一レ
至
レ今
、
以
二
其
不
住

一。
称
三
住
不
二
必
住

一、
謂
二今
物
可

一レ
至
レ
昔
、
以
二
其
不
住

一。
(
一
五

一

c
、
第

一
13
段
)

①
そ
こ
で
文
献
に
証
拠
を
求
め
る
者
た
ち
は
、
物
は
移
動
し
な
い
と
聞
く
と
、
昔
物
は
今
に
至
ら
ず
、
今
物
は
昔
に
至
ら
ず
と
考
え
、

流
動
す

る
と
聞
く
者
た
ち
は
、
今
物
は
昔
に
至
り
、
昔
物
は
今
に
至
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
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②
す

で
に
古
と
今
と
を
分
け
て
い
る
の
に
、
物
を
移
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
批
判
さ
る
べ
き
は
流
動
す
る
と
考
え
る

者
た
ち

で
あ
る
。

③
そ
う

い
う
わ
け
で
、
眞
に
往
く
の
で
は
な

い
の
に
仮
り
に
往
く
と

い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
物
は
古
と
今
と
に
常
に
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
は
物
が
不
動
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
下
第

一
9
段
を
踏
ま
え
る
。

④
ま
た
眞
に
去
る
の
で
は
な

い
の
に
仮
り
に
去
る
と

い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
物
は
、
今
か
ら
去

っ
て
古
に
至
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

は
物
が
今
か
ら
去

っ
て
行

っ
た

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

(以
其
不
去
)。

つ
ま
り

「昔
物
自
在
昔
」

(第

一
6
段
)
で
あ
る
。
ま
た
眞
に

来
る
の
で
は
な

い
の
に
仮
り
に
来
る
と

い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
物
は
、
昔
か
ら
や

っ
て
来
て
今

に
至
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
物
が
昔

か
ら
や

っ
て
来
た
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る

(以
其
不
来
)、

つ
ま
り

「今
物
自
在
今
」
(同
前
)
で
あ
る
。

⑤
し
か
る
に
眞
に
住
ま
る
の
で
は
な
い
の
に
仮
り
に
住
ま
る
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
昔
物
は
今
に
至
る
べ
し

(聡
流
動
者
而
謂
昔
物

可
至
今
)
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
物
が
昔
に
住
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
根
拠
に
よ

っ
て
、
今
物
は
昔
に
至
る
べ
し

と

い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
物
が
今
に
住
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

是
以
人
之
所
謂
住
、
我
則
言
二
其
去

}、
人
之
所
謂
去
、
我
則
言
二
其
住

一。
然
則
去
住
難
レ
殊
、
其
致

一
也
。
(
一
五

一
c
、
第

一
14
段
)

そ
う

い
う
わ
け
で
、
人

の
仮
り
に
い
う
と
こ
ろ
の
住
ま
る

(称
住
)
に
つ
い
て
、
私
は
眞
実
の
立
場
か
ら
去
る

(不
必
住
)
と
い
い
、

人
の
仮
り
に
い
う
と
こ
ろ
の
去
る

(言
去
)
に
つ
い
て
、
私
は
眞
実
の
立
場
か
ら
住
ま
る

(不
必
去
)
と
い
う
。
と
す
れ
ば
去
と
住
と
は

言
葉
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

一
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
眞
実

の
立
場

(不
遷
)
か
ら
す
れ
ば
、
方
便
説
で
い
う
物
の

「去

(来
)
住
」
は
、
相
対
的
な
意
味
を
持
ち
え
な

い
、
無
意

味
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。

何
者
、
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①
人
則
求
古
於
今
、
謂
其
不
住
、
古
若
至
今
、
今
応
有
古
、
今
而
無
古
、
知
其
不
来
。

②
吾
則
求
今
於
古
、
謂
其
不
住
、
今
若
至
古
、
古
応
有
今
、
古
而
無
今
、
知
其
不
去
。

③
今
若
至
古
、
古
応
有
今
、
古
若
至
今
、
今
応
有
古
。

今
而
無
古
、
以
知
不
来
。

古
而
無
今
、
以
知
不
去
。
(
一
五

一
c
、
第

一
15
段
)

な
ぜ
な
ら
ば
、

①
人
は
、
古
物
を
今
に
求
め
る
。
そ
れ
は
不
住
だ
か
ら
昔
物
は
今
に
至
る
は
ず
だ
と
考
え
て
の
こ
と
だ
が
、
古
物
が
も
し
今
に
至

っ
て

い
る
な
ら
ば
、
今
に
古
物
が
有
る
は
ず
な
の
に
、
今
に
古
物
は
な

い
か
ら
、
「
不
来
」
で
あ
る
と
知
る
。
し
か
し
こ
の

「
不
来
」
は
、
物

は
仮
り

に
住
ま
る
と
は
い
っ
て
も
、
眞
実
に
は
不
住
で
あ

っ
て
、
今
に
や
っ
て
来
て
も
停
留
し
な
い

(弗
留
)
か
ら
、
結
果
的
に
不
来
と

同
じ
だ
と

い
う
意
味
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「不
住
」
11

「不
来
」
で
あ
る
。

②
吾

は
、
今
物
を
古
に
求
め
る
、
そ
れ
は
不
住
だ
か
ら
今
物
は
昔
に
至
る
は
ず
だ
と
考
え
て
の
こ
と
だ
が
、
今
物
が
も
し
昔
に
至

っ
て

い
る
な

ら
ば
、
昔
に
今
物
が
有
る
は
ず
な
の
に
、
昔
に
今
物
は
な
い
か
ら
、
「不
去
」
で
あ
る
と
知
る
。
し
か
し
こ
の

「不
去
」
は
、
物

は
仮
り

に
住
ま
る
と
は
い
っ
て
も
、
眞
実
に
は
不
住
で
あ

っ
て
、
昔
に
動
い
て
行

っ
て
も
停
留
し
な

い

(弗
留
)
か
ら
、
結
果
的
に
不
去

と
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「不
住
」
H

「不
去
」
で
あ
る
。

要
す

る
に
物

の
流
動
論
に
お
い
て
は
、
「言
去
不
必
去
」
「
言
来
不
必
来
」
「称
住
不
必
住
」
と
い
う
考
え
が
鍵
で
、
去
来
す
る
こ
と
も

と
ど住

ま

る

こ
と

も

、

架

空

の
出

来

事

に
す

ぎ

な

い
と

い
う

の
で

あ

る

。

そ

こ

で
説

明

を

保

留

し

て
お

い
た

所

に
戻

ら

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

や

や

こ

し

い
議

論

の
始

ま

り

で
あ

る
。

人

之

所

謂

動

者

、

以

二
昔

物

不

一
レ
至

レ
今

、

故

日

二
動

而

非

一
レ
静

。

動

而

非

レ
静

、

以

二
其

不

一
レ
来

。

我

之

所

謂

静

者

、

亦

以

二
昔

物

不

一
レ
至

レ
今

、

故

日

二
静

而

非

一
レ
動

。

静

而

非

レ
動

、

以

二
其

不

一
レ
去

。
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我

の
場
合
は
解
り
や
す
い
。
我
の
い
う
と
こ
ろ
の
静
止
と
い
う
の
は
、
や
は
り
昔
物
が
今
に
至
り

つ
い
て
い
な

い
の
で
、
物
は
静
止
し

て
い
て
流
動
し
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。静
止
し
て
い
て
流
動
し
て
い
な
い
と

い
う

の
は
、昔
物
が
今
か
ら
去

っ
て
行

っ
た

の
で
は
な
い
。

つ
ま
り

「昔
物
自
在
昔
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
の
場
合
は
解
り
に
く
い
。
そ
も
そ
も
人
の
い
う
と
こ
ろ
の
流
動
と

い
う
の
は
、
昔
物
が
今
に
至
り

つ
い
て
い
な
い
の
で
、
物
は
流
動

し
て
い
て
静
止
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
流
動
し
て
い
て
静
止
し
て
い
な

い
と

い
う

の
は
、
昔
物
が
今
に
や

っ
て
来

て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
昔
物
が
今
に
や

っ
て
来
て
い
な
い
か
ら

(以
其
不
来
)
と

い
う
の
は
、
「不
従
昔
至
今
」
(第

一
6
段
お
よ
び
本
稿
所
引
の
13
段

参
照
)
か
ら
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
な

い
か
ら
、
む
し
ろ
静
止
し
て
い
る
こ
と
の
理
由
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
逆

に
流
動
し
て
い

る
こ
と

の
根
拠
と
し
た
の
は
、
「
不
住
」
の
意
味

で
の

「不
来
」
を
用
い
た
わ
け
で
あ
る
。
「
不
去
」
と
対
比
さ
せ
る
た
め
の
技
巧
で
あ
る

の
か
も

し
れ
な
い
が
、
「
人
」
は
初
め
か
ら
流
動
論
者

の
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
論
は
対
話
で
あ
り
、
終
始
こ
れ
は

変
ら
な

い
。

次
の
段
に
い
う
、

既
知
二
往
物
而
不
一レ
来
、
而
謂
今
物
而
可
レ
往
。

(
一
五

一
a
、
第

一
6
段
)

「今
物
而
可
往
」
と

い
う

の
は
、
「玲
二
流
動

一者
而
謂
今
物
可
レ
至
レ
昔
」

(第

一
13
段
)
の

「今
物
可
至
昔
」
と
同
じ

こ
と
で
あ
り
、
流

動
論
者

の
主
張

で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
う

い
う
難
詰
が
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
は

(「昔
物
自
在
昔
、
今
物
自
在
今
」

の
基
本
的
立
場

に
違
反
す
る
か
ら
だ
が
)
、
全
体
は
お
ろ
か
隠
さ
れ
た
部
分
を
も
正
確
に
読
み
取

っ
て
始
め
て
理
解
し
得
た
の
で
あ

っ
た
。

不
遷
を
要
請
す
る
理
由
は
、
次

の
言
葉
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

な

山
を
成
す
は
就
る
を
始
笙
貝
に
仮
り
、
修
途
は
至
る
を
初
歩
に
託
す
は
、
果
た
し
て
功
業

の
朽

つ
可
か
ら
ざ
る
を
以

て
の
故
な
り
。

(
一
五

一
c
、
第

一
16
段
)



何
と
な
ら
ば
、
果
は
因
に
倶
な
ら
ず
、
因
に
因
り
て
而
し
て
果
あ
れ
ば
な
り
。
因
に
因
り
て
而
し
て
果
あ
れ
ば
、
因

は
昔
に
滅
せ
ず
。

果
は
因
に
倶
な
ら
ざ
れ
ば
、
因
は
今
に
来
た
ら
ず
。
不
滅
不
来
な
れ
ば
、
則
ち
不
遷
の
致
は
明
ら
か
な
り
。

(第

一
17
段
)

完
成
し
た
築
山
の
存
立
が
最
初
の

一
贅
に
よ
っ
て
お
り
、
長
途

の
終
点
が
最
初
の

一
歩
に
よ

っ
て
い
る
の
は
、
は
た

し
て

一
葺

一
歩

の

は
た
ら
き
の
朽
ち
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
存
す
る
築
山
は
最
初
の

一
葺
を
縁
と
し
て
、
長
途
の
終
点
は
最
初

の

一
歩
を
縁
と
し
て
、
現
成
し
て
い
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

一
葺

が
滅
し

て
い
る
な
ら
ば
、
築
山
の
現
成
は
あ
り
え
な

い
し
、
ま
た
築
山
が
現
成
し
て
い
な
け
れ
ば
、

一
葺
は

一
葺
と
し

て
の
意
味
を
持
ち

　り
　

え
な
い
。
こ
れ
は
般
若
無
知
論
に
い
う
と
こ
ろ
の

「相
生
即
縁
法

(相

い
待

っ
て
生
じ
て
い
る
法
は
縁
起
の
法
で
あ
る
)
」
(
一
五
四
a
、

第
三
19

ハ
段
)
と
い
う
考
え
に
沿
う
も
の
で
、
物
が
不
遷
で
あ
る
こ
と
は
、
法
と
法
と

の
相

い
待

つ
関
係
が
成
り
立

つ
た
め
の
基
盤
な
の

で
あ
る
。
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_註
1

)

 

(2
)

塚
本
善
隆

『肇
論
研
究
』
(昭
和
三
十
年
九
月
二
十
日
、
法

蔵
館
)

各
篇
の
掲
載
誌
は
左
の
通
り
。

○
宗
本
義

・
物
不
遷
論
第

一

(「肇
論
と
中
国
仏
教

(
一
)」

花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
38
号
)

○
不
眞
空
論
第
二

(「空
思
想
の
中
国
的
変
容
-
肇
論
と
中

国
仏
教

(二
)
1
」
禅
学
研
究
85
号
)

○
般
若
無
知
論
第
三

(「肇
論
と
中
国
仏
教

(三
)
」
花
園
大

学
文
学
部
研
究
紀
要
39
号
)

○
劉
遺
民
書
問
附

・
答
劉
遺
民
書

(「無
知
の
知
論
孜
-
肇

(3

)

(
4
)

((

65
))

論
と
中
国
仏
教

(三
)
附
1
」
禅
文
化
研
究
所
紀
要
29
号
)

○
浬
般
木無
名
論
第
四

(「浬
般
木
の
考
察

(1
)
(2
)
1
肇
論

と
中
国
仏
教

(四
)
i
」
禅
学
研
究
86

87
号
」
)

即
の
字
の
用
法
に
つ
い
て
は
、入
矢
義
高
「
禅
語
つ
れ
づ
れ
」

(『求
道
と
悦
楽
-
中
国
の
禅
と
詩
』
所
攻
)
参
照
。

中
国
思
想
は
、
朱
子
学
に
お
い
て
理
気
二
元
論
に
な
る
が
、

陽
明
学
に
お
い
て
一
気
貫
通
説
に
返
る
よ
う
で
あ
る
。
島
田

慶
次

「中
国
近
世
の
主
観
唯
心
論
に
つ
い
て
」
(東
方
学
報

28
冊
、
の
ち

『中
国
思
想
史
の
研
究
』
所
牧
)
参
照
。

老
子
十
四
章

「随
之
不
見
其
後
、
迎
之
不
見
其
首
」

こ
の
関
係
は
宋
学
に
お
い
て
、
「理

一
分
殊
」
と

い
う
方
式
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(
7
)

(8
)

に
お

い
て
も

説

明

さ
れ

る
。

こ

の
際

、

理

の
字

は

一
気

に
当

る
。

た

と

え

ば

朱

子

は

次

の
よ
う

に

い
う

。

「
下

(
粗

)

よ

ゆ

り
推
し
て
上
り
去
け
ば
、
五
行
は
ロ
ハだ
是
れ
二
気
な
る
の

み
、
二
気
は
又
た
ロ
ハだ
是
れ

一
理
な
る
の
み
。
上

(細
)
よ

り
推
し
て
下
り
来
れ
ば
、
ロハだ
是
れ
此
の

一
箇
の
理
な
る
の

み
。
万
物
は
之
を
分
か
ち
て
以
て
体
と
為
せ
ば
、
万
物
の
中

に
は
又
た
各
お
の

一
理
を
具
す
。
所
謂
る
乾
道
変
化
し
て
、

各
お
の
性
命
を
正
す

(易
の
語
)
な
り
。
然
れ
ど
も
総
じ
て

又
た
只
だ
是
れ

一
箇
の
理
な
る
の
み
。
此
の
理
は
処
処
に
皆

こ
ん
ろ
ん

な
渾
倫

(全
体
ま
る
ご
と
)
に
し
て
…
物
物
に
は
各
お
の
理

有
る
も
、
総
じ
て
ロ
バだ
是
れ

一
箇
の
理
な
る
の
み
」
(朱
子

語
類
九
十
四
)

太
極
図
説
は
易
の
繋
辞
に
も
と
つ
く
。
「太
極
は
北
極
星
の

意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
が

(
『荘
子
』
大
宗
師
な
ど
)、
こ
こ

で
は
そ
れ
で
な
く
、
極
め
て
大
き
な
も
の
、
陰
陽
に
先
だ
つ

何
物
か
を
意
味
す
る
。
晋
の
韓
康
伯
は
こ
れ
を
無
と
規
定

し
、
朱
子
は
陰
陽
変
化
の
理
と
い
い
、
,清
の
王
夫
之
は
陰
陽

分
か
れ
ぬ
混
合
体
と
い
う
。
と
に
か
く
陰
陽
以
前
の
統
体
。」

(本
田
済

『易
』
五

一
三
頁
)

め
ぐ

「
朱

子

の

『
本

義
』

に

「
陰

陽

か

た

み

に

運

る

は
気

な

り

。

其

の
理

は

い
わ

ゆ

る
道

な
り

」

と
あ

る
。
宋

の
張

載

の

『
易

説
』

に

は
、

コ

陰

一
陽

こ
れ

道

な

り

」
と

い
う

。

張

載

の

気

一
元
論

と

、

朱

子

の
理
気

説

と

の
分

か

れ
目

と

な

る
、

哲

学

史

上
重

要

な

一
句

で
あ

る
が

、
恐

ら

く
作

者

の
意
図

は

張

載
の
読
み
に
近
い
。」
(本
田
済

『易
』
四
八
九
頁
)
。
「太
極

を
得
て
朱
子
の
思
想
は
核
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
図
式
的
に

い
う
な
ら
、
程
伊
川
の
理
の
哲
学
と
張
横
渠
の
気
の
哲
学

は
、
こ
の
太
極
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
そ
の
存
在
論
や
人
間

学
は
こ
こ
か
ら
流
れ
出
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」

(三
浦
国
雄

『朱
子
集
』
二
五
五
頁
、
『「朱
子
語
類
」
抄
』

三
〇
四
頁
)

(9
)
朱
子
語
類
九
十
四
に
動
静
を
め
ぐ
る
議
論
が
ま
と
め
て
挙
げ

て
あ
る
。
そ
の
中
、
高
弟
の
黄
幹
の
述
べ
る
と
こ
ろ
が
要
領

を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

直
卿
云
わ
く
、
両
意
を
兼
ね
て
之
を
言

わ
ば
方
に
備
わ
ら

ん
。
理
の
動
静
を
言
え
ば
、
則
ち
静
中
に
動
有
り
、
動
中
に

静
有
る
は
、
其
の
体
な
り
。
静
に
し
て
而
も
能
く
動
、
動
に

し
て
而
も
能
く
静
な
る
は
、
其
の
用
な
り
。
物
の
動
静
を
言

え
ば
、
則
ち
動
者
に
静
無
く
、
静
者
に
動
無
き
は
、
其
の
体

な
り
。
動
者
は
則
ち
静
な
る
こ
と
能
わ
ず
、
静
者
は
則
ち
動

な
る
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、
其
の
用
な
り
。

　
　
え
り
り
　　

(
10

)

こ

の
箇

所

に
お

い

て

「
法

体

」

と

訳

さ

れ

て

い

る
梵

語

は

〈
α
げ
胃
旨
9D
〉

で
あ

る

か

ら
、

体

の
字

は
過

剰

で
あ

る
と

思

わ

れ

る

か
も

し

れ
な

い
。
し

か

し

こ
れ

は
、

法

の

「
作

用
」

と

区

別
す

る
た

め

に
補

わ

れ

て

い
る
も

の
で
、

玄
癸

三

蔵

の

周

到

な
配

慮

で
あ

る
。

(
11
)

福
永

光

司

氏

が

「
肇

論

を
書

い
た
僧

肇

の
根

本

的

な
関

心

」

に

つ

い
て

「新

し

い

「
聖
人

」

の
探

求

」

で
あ

っ
た

と

す

る
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(
12
)

(
13
)

(『肇
論
研
究
』
二
六
〇
頁
以
下
)
の
は
正
鵠
を
射
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
同
じ
時
代
の
仏
教
信
者
で
あ
る
謝
霊
運
に
も
こ

そ

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
弁
宗
論
に
い
う

「漸
悟
に
傍
う
者
は

い
た

密
か
に
頓
解
に
造
る
所
以
に
し
て
、
孔
教
に
衙
る
者
は
潜
か

に
学
聖
を
成
す
所
以
な
り
。
学
聖
は
六
経
に
出
で
ざ
る
も
而

も
六
経
よ
り
し
て
得
、
頓
解
は
三
蔵
に
見
え
ざ
る
も
而
も
三

蔵
を
以
て
果
す
。」
(大
52
i
二
二
五
a
)
。
学
聖
、
聖
を
学

ぶ
と
い
う
語
の
う
ら
に
は
、
新
し
い
聖
人
を
探
求
す
る
姿
勢

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

僧
儒
に
も

「動
静

一
理
」
と
い
う
公
案
め
い
た
話
が
あ
る
。

い
ん

な

せ
い

「
サ
和

静

謂
わ

く

、
動

静

は

一
理

な
り

、
と
。

伊

川

曰
わ

く
、

た
ま
た

試
み
に
之
を
喩
え
よ
、
と
。
適
ま
寺
の
鐘
の
声
を
聞
き
て
曰

わ
く
、
讐
え
ば
此
の
寺
の
鐘
の
声
の
如
き
は
、
其
の
未
だ
撞

あ
た

か
ざ

る
時

に
方

り

て
、
声

は

固

よ
り

在

る
な

り

、
と

。
伊

川

喜

ん

で

曰

わ

く
、

且

ら

く

更

に
酒

養

せ

よ
、

と

」

(
困
学

紀

聞

二
十

)

く

わ

と

ち
な
み
に
傅
大
士
の
願

「空
手
に
し
て
鋤
頭
を
把
り
、
歩
行

の

よ

し
て
水
牛
に
騎
り
、
人
の
橋
上
従
り
過
ぐ
る
に
、
橋
は
流
れ

て
水
は
流
れ
ず
」
と
い
う
の
も
、
同
じ
考
え
を
述
べ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

肇
論
に
は
い
わ
ゆ
る
無
常
感
は
微
塵
も
な
い
。
む
し
ろ

「
聖

し
ず

人
の
天
下
に
在
る
や
…
動
き
て
而
も
途
い
よ
寂
か
に
、
隠
れ

て
而
も
弥
い
よ
彰
ら
か
な
り
。
幽
よ
り
出
で
て
冥
に
入
り
、

変
化
す
る
こ
と
常
無
し
」
(
一
五
八
b
、
浬
葉
無
名
論
第

四

14

ハ
段

)

と

い
わ

れ

る
よ

う

に
、

「
変

化

無

常

」

こ

そ

が

眞
実

で
あ

る

。

こ
れ

は
後

の
、
無

常

の
反
措

定

と

し

て

の
眞

常

に

つ
ら

な

る
考
え

で
あ

る

。

(
14
)
般

若

無
知

論

は

最
初

に
書

か

れ

た
も

の
だ
と

い
わ

れ

る
。

そ

の
眼

で
見

る
と

、

後
続

の
諸

論

は
、

こ

の
論

に
述

べ
た

と

こ

ろ
を
広

め

深

め
た

も

の
で
あ

る

こ
と

が
解

る
。

肇
論

に
は

、

縁
起

法

界

、
眞

空

妙
有

、

三

諦

円
融

(第

一
眞

諦

と

い
う

語

を

用

い
て
、
眞

諦

(非

有

)

と
俗

諦

(
非
無

)

と

を
包

み
こ

む

)
、

一
切

衆

生

本

来

成

仏

な
ど

の
考

え

が

す

べ

て
出

揃

っ

て

い
る
。

こ

れ
ら

の
点

に

つ
い
て
は

、
稿

を

改

め

て
論

じ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。


