
輝

、
,學

研

究

の

研

究

謝

象

ミ
し

て

の

佛

教

ー

1
-

言

葉

及

び

、概

念

.
か

ら

の

離

脱

レ
ー

小

笠

原

、
六

、

秀

實

〆

＼

、
1

一

心

の

内

外

'

噌
⊥

、

佛

教

の
研

究

方

法

と

し

て
特

に
別

に
珍

ら

し

い
も

の

が
あ

ろ

う
筈

は

な

い
、

や

は

り

一
般

的

研
究

法

の
原
則

に

立

つ
て
精

密

に
途

行

す

る

だ

け

の
も

の

で
あ

る
。

、

そ

れ

は

硯

に
あ

る
も

の

、
曾

て
あ

り

し
も
・の
を

そ

の
ま

N

に
學

ぶ

こ
と

で
あ

り

、
-且

つ
そ
れ

の
便

値

つ

げ

に
進

む

と

い

う
嵐

味

の
も

の

で
あ

る
。

-

2

、

.

-

、

ま

一
盤

研
究
と
し
て
は
知
性
能
力
接

止
す
る
・
封
象
と
し
最

り
あ
げ
高

て
妄

も
の
の
讐

を
客
観
曽

・
藷

實
在
魁

・

そ

し

て

又
誰

れ

も

正

し

い

と
納

得

す

る

こ
と

の
出

來

る
よ

う

牝
規

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

'

こ

の

こ
と

は
當

然

鑑

賞

的

態

度

と

か

、

遊

化

三
昧

的

に
味

識
享

有

す

る

と

い

う

こ
と

と

は
蓮

う
。

'
か

の
感

激

の
毒

ま

り
手

の
舞

ひ

足

の
・

踏

む
と

こ
ろ

を

知

ら

な

い
と

い

う
内

槻

自

足

境

で

も

な

く

、
'又

ア

ポ

ロ
ー
的
常

照
、

寂

照

と

い

う
安

住

浮

悦

境

と
も

違

い

、

一
が

の
系

統

と

し

て

は
別

の
段

階

に
な

つ

て

い
る

の
で

あ

る

。

・

か

玉
る
悦

惚

猷
態

が

無

い

と

い

う

の

で
も

な

く
、

又
要

ウ

な

い
と

い

う

の

で
も

な

い
。

む

し

ろ
生

命

そ

の
も

の

の
本

質

と

し

て
、

か

玉



、

ご

　

る
境
地
を
閑
却
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
れ
を
忘
却
す
る
な
ら
ば
生
命
で
も
な
く
、

鴨入
文
現
象
で
も
な
く
、
物
膿
界
と
同
じ
も

の
と
な

つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
本
質
的
な
境
地
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
、
こ
の
境
地
の
み
に
止
り
ぬ
く
こ
と

が
出
來
な
い
。
要
求
と
も

て
は
何
慮
ま
で
も

こ
の
」本
質
活
動
の
み
に
定
住
し
た
い
の
で
あ
る
か
、
不
幸
に
も
、
又
不
本
意
に
も
こ
の
境
を
分
析
し
た
り
、
評
債
し
允

り
、
條
件
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
段
階
に
と
移
ら
ね
ば
な
ち
ぬ
。

し

何
故
に
内
湘観
常
照
界
を
守
り
ぬ
く
こ
と
が
出
來
な
い
か
。
そ
れ
は
抵
抗
感

に
櫓
…鼠

さ
れ
、
本
…性
な
ら
ざ
る
も

の
、
他
者
的
な
る
も
の
に

移
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
段
階
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
自
ら
自
然
に
求
め
て
移
り
動
く
の
で
は
な
く
、
好
む
好
ま
ぬ
に
拘

ぽ

し

ら
す
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
實
状
な
の
で
あ
る
。
從
來
忽
然
念
起
と
呼
ば
れ
て
い
お
も
の
は
、
こ
の
賜
の
溝
息
を
語
る
。
ま
こ
と
に

一
心
の
本

性
よ
り
す
る
な
ら
ば
忽
然
と
で
も
最
わ
ね
ば
外
に
表
現
の
出
來
ぬ
性
質
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
心
理
的
實
感

の
當
相
と
し
て
抵
抗
感
と

い
う
の
で
あ
る
。
又
不
如
意
感
と
、名
づ
け
る
こ
と
も
出
來
る
で
あ
ら
う
。
形
而
上
學
的
に
は
依
然
と
し
て
忽
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3

教
相
は
す
べ
て
月
を
指
す
指
と
い
う
こ
と
に
な
?
て
い
る
。
す
べ
て
言
詮

の
領
域
は
月
を
指
す
指
で
あ
る
。
敦
相
教
義
に
限
ら
れ
る
べ

fき
で
は
な
く
、
表
現
は
す
べ
て
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。

指
無
く
て
は
月
の
方
向
が
解
ら
ぬ
場
合
」
指
は
要
ら
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。
指
し
示
し
て
い
る
指

0
慈
悲
親
切
を
深
く
感
謝

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
し
月
を
見
て
し
ま
え
ば
指
に
は
要
が
な
い
。

要
は
な
い
が
啓
蒙
指
導
の
恩
徳
を
い

つ
ま
で
も

忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
。
更
に
我
が
見
て
い
る
月
と
指
さ
れ
元
指
と
Q
關
係
に
關
し
て
も
、
適
否
を
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
。

そ
し
て
精

々
樂
に
指
頭
か

ら
月

に
進
み
行
か
れ
る
よ
5
に
新
し
い
方
法
を
見
出
し
た
つ
又
修
正
さ
れ
て
竜
い
玉
筈
溶
あ
お
。
か
《
て
教
相
と
研
究
と
内
誰
境
と
は
π

え
す
關
…連
し
合

っ
て
、
い
玉
も
の
、
、深
い
も
ρ
、
適
切
な
も
の
に
進
み
行
ス
筈
で
あ
る
。

指
頭

に
こ
だ
わ
る
の
臓
、
貫
蜜

忽
丹
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
偵
ら
許

し
て
月
を
見
π
り
乏
し
て
も
指
頭
が
氣
に
か
玉
る
乱間
は
ま

だ
未
完
成
領
域
に
さ
ま
よ
つ
て
い
る
の
で
あ
る
コ
藥
の
数
能
を
忘
れ
は
て
允
時
が
本
復
で
あ
り
、
数
能
の
詮
議

や
ら
實
諮
や
ら
に
急
な
場

伽憐
究
蜥郵
舶即と
し
て
の
佛
紺畝

'℃

/

聖



縄

學

研

究

-

.

八

合
は
、
健
康
の
自
畳
を
持
つ
て
い
る
に
し
て
も
、
樹

一
抹

の
淡
雲
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
、

4

「
丈
宇
の
法
師
」

と
い
う
の
は
教
相
の
指
頭
に
固
着
し
、
實
講

の
浮
悦
を
忘
却
し
、
、
清
風
明
月
の
爽
快
を
知
ら
な
い
表
面
的
分
別
智
え

の
非
難
で
あ
る
。

「
暗
謁
の
灘
師
」
乏
い
う
の
は
外
縁
景

の
朦
朧
を
把
住
し
、
こ
れ
で
得
掩
り
と
し
て
自
ら
許

し
て
は
見
る
が
、
時

々
動

揺
と
危
瞼
と
を
感
す
る
、
こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て

一
段
の
光
輝
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
の
に
、
反
省
を
輕
硯
し
、
猫
断
盲
進
を
敢
て

し
て
性
簸
の
眞
を
破
る
愚
昧
え
の
戒
め
で
あ
る
コ

教
外
別
傳
、
不
立
文
字
は
、

「
文
字
の
法
師
」
に
な
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
警
策
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は

「
暗
讃
の
脚
師
」
た
る
こ
と

を
奨
働
す
る
如
何
な
る
意
岡
も
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
直
指
人
心
、
見
性
成
佛
は
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
實
在
と
實

謹
と
を
提
示
す
る
。
「
見
」

は
明
見
で
あ
り
、
暗
諮
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

然
し
又
直
指
人
心
も
言
詮
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
限
り
、
.簡
約
で
は
あ
る
が
教
相
の

一
つ
で
あ
る
。
月
を
指
す
指
頭
で
あ
る
。
直
指

、

入
心
を
口
頭
に
舖
記
す
る
こ
と
が
實
在
え
の
肉
薄
を
寳
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
心
の
實
感
に
透
入
す
る

こ
と
の
外
に
、
指
頭
の
翼

理
は
な
い
筈
で
あ
る
。

5

佛
教
各
宗
に
於
げ
ゐ
制
繹
な
る
も
の
は
、
開
耐
各
自
の
研
究
に
依
り
、

一
定
の
標
準
を
見
出
し
、
こ
れ
に
依

つ
て
全
佛
教

々
理
の
債
値

ほ

批
判
を
し
允
も
の
で
あ
る
。
標
準
に
正
閏
あ
り
、
長
短
あ
つ
て
贋
値
づ
け
は
多
岐
に
分
れ
る
、
日
本
佛
教
史

一
千
有
鯨
年
に
わ
た
り
、
こ

の
研
鐙

の
絶
え
允
こ
と
は
な
い
。
世
界
文
化
史
上
の
盛
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
來
る
。
東
大
寺
凝
然
大
徳

は
こ
の
間

の
研
究
を
讃
美

し
て
蘭
菊
美
を
争
う
と
記
載
し
て
い
る
。
然
七
蘭
菊

の
間
"
別
に
猫
草
あ
つ
て
臭
を
競
つ
距
こ
と
も
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
。
如
實
を
學
ぶ

こ
と
が
歴
史
學
的
良
心
で
あ
る
。
利
弊
常
に

一
つ
で
な
い
の
が
世
界
史

の
通
規
で
あ
る
。
弊
を
去
り
利
に
就
く
に
急
な
集
厨
は
榮
え
、
弊

に
固
着

し
利
を
疎
外
す
る
群
團
は
褻
亡
す
る
。
史
的
分
水
…嶺
上
の
一
線
に
あ
る
現
在
の
佛
教
研
究
と
し
て
は
、
利
弊
を
看
取
し
封
虚
す
る



に
當
つ
て
怠
慢
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
研
究
方
法
論

の
切
要
な
理
由
だ
あ
る
。

皿

言

語

學

的

方

法

ρ

1

現
在
學
術
的
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
語
學
的
分
析
方
法
と
論
理
思
辮
學
的
方
法
の
二
つ
に
要
約

さ
れ
る
。
何
れ
も
與

え
ら
れ
た
る
佛
教
文
鰍
を
分
析
し
允
り
、
綜
合
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
い
る
9
言
語
學
的
方
法
は
要
素

の
箪
複
を
見
出
す
の
に
便
宜
で
あ

・、

り
馬
論
…理
思
蜘
…も
ま
た
概
念
の
分
解
と
綜
合
と
に
特
異
の
数
果
を
示
す
。
共
に
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
隻
翼
で
あ
る
。

教
祀
時
代
の
教
理
は
根
本
佛
教
と
呼
ば
る
エ
も
の
で
あ
り
、
四
諦
十
二
因
縁

の
如
き
も
の
が
要
旨
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
十
二

因
縁
は
や
Σ
複
合
的
で
あ
り
、

一
層
原
態
的
の
も
の
も
見
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
解
繹
す
る
に
あ
た
つ
て
も
言
語
學
的
な
方
法
と
論

理
學
的
な
方
法
と
が
並
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
共
に
補
成
し
合
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

佛
教
に
し
て
も
、
根
本
佛
教

に
し
て
も
、
そ
の
も
の
自
盟

の
性
質
は
は
つ
き
P
さ
せ
に
く
い
。
そ
の
こ
と
は
認
識
論
上
の
物
自
盤
と
同

様
で
あ
る
。

つ
ま
り
與
え
ち
れ
π
資
料
に
依
り
推
定
組
織
す
る
と
い
う
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
…推
定
が
言
語
墨
'的
知
識
に
基
礎
を
置

く
か
、
論
理
の
必
然
推
理
に
立
脚
す
る
か
に
依
つ
て
結
果
を
別
に
す
る
と
い
う
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
客
観
的
口
學
術
的
正
確

を
目
的
と
す
る
限
り

一
定

の
度
に
於
て

一
致
黙
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
、
大
膿

こ
の
程
度
の
も

の
が
、
佛
教
な
り
、
又
根
本
佛
教
な
り
と

し
て
定
読
化
す
る
。
細
微
な
分
岐
に
關
し
て
は
更
に
研
究
の
領
域
に
移
さ
れ
、
未
定
の
歌
態
が
つ
黛
く
。
こ
の
こ
と
は

一
般
研
究
の
通
則

で
あ
り
、
自
然
と
人
文
と
の
爾
面
に
適
用
さ
れ
る
。

、

、

」

・

2

げ

古
代
に
わ
控
る
研
究
と
し
て
は
、
資
料
の
濡
失
が
あ
り
、
精
密
認
識
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
の
こ
と
も
亦

一
般
的
で
あ
る
。
然
し
又
人

聞
債
値
に
關
す
る
限
り
、
そ
の
も
の
無
く
て
は

一
日
も
人
間
存
立
を
許
さ
な
い
と
い
う
、
重
要
性
よ
り
綿

々
と
し
て
'千
歳

一
日
の
如
く
に

ご

ぱ

研

究

劃

象

と

し

て

の
佛
教

㌔

-

,

九

。



、

輝

學

研

・究

一
〇

績
ぎ
來
た
る
も
の
も
見
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

四
諦
の
理
の
如
き
は
根
本
中

の
根
本
で
あ
り
、
普
通
に
根
本
と
見
な
さ
れ
る
も

の
の
皮
肉
を

さ
え
剥
落
し
妻

つ
て
骨
氣
だ
け
を
淺
し
つ

し

の

壁
け
た
と
見
る
こ
と
も
出
來
る
。
然
し

一
暦
こ
れ
を
要
約
し
且
つ

一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
r苦
を
離
れ
て
苦
で
な
い
も

の
に
成
る
方
法
と
い

＼

う
こ
と
に
齢
す
る
。
離
苦
得
樂
と
か
激
苦
與
樂
と
か
い
う
簡
軍
な
標
語
が
佛
教

の
根
本
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
、こ
の
こ
と
を

離
れ
て
佛
教
を
解
輝
し
た
り
、
研
究
す
る
と
い
う
の
は
拙
來
ぬ
筈
で
あ
る
。
幽
玄
な
概
念
を
詮
義
す
る
に
し
て
も
、
微
細
な
教
理
を
論
謹

す
る
に
し
て
竜
、

抜
苦
與
樂

の
目
的
を
徐
所
に
討
究
す
る
が
如
き

態
度
は
本
末
を
逆
に
す
る
も

の
で
あ
り
、

誤

謬
に
結
果
す
る
の
で
あ

・

る
。
月
を
指
す
指
と
し
て
讐
烹
ら
れ
て
い
る
教
義
教
相
も
、.
眞
如
自
盤
と
か
、
畢
寛
察
自
髄
と
か
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
抜
苦

の
方
法
と

し
て
解
脱
の
道
を
指
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㍉

3

離
苦
得
…樂
、
抜
苦
與
樂
が
佛
教

の
根
本
性
格
で
あ
る
こ
と
は
そ
れ
で
い
玉
と
し
て
、

さ
て
か
玉
る
性
質
は
あ
ち
ゆ
る
人
文
學
、
入
聞
思

辮
學
の
根
本
目
的
で
あ
つ
て
特

に
佛
教
に
限
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
提
議
さ
れ
る
で
も
あ
ら
う
。
宗
教
と
呼
ば
る
玉
も
の
の
す
べ

て
、
哲
學
、
杜
會
科
學

一
般

は
悉
く
人
間

の
苦
を
去
り
樂
え
の
道
を
擁
立
し
よ
う
と
す
る
意
圓
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
杢
人
文
の
學
は
離
苦

得
…樂
の
允
め
で
あ
る
。

こ
れ
を
忘
れ
る
限
り
人
文
の
學
は
目
的
を
喪
失
し
て
あ
ら
ぬ
方
に
さ
迷
う
こ
と
と
な
る
。

甚
だ
奇
怪
で
は
あ
る
が

　

　

人
丈
の
學
は
往

々
あ
ち
ぬ
方
に
さ
迷

う
の
で
あ
り
、
現
在
こ
の
弊
害
か
ら
自
由
に
な
つ
て
は
い
な
い
。
當
然
修
正

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

佛
教
の
特
性
を
ご
の
聞
に
求
め
る
な
ら
ば
、
畢
・寛
離
苦
の
方
法
が
ど
う
い
う
理
論
、
ど
う
い
う
認
識
を
根
擦
と
し
て
擁
立
さ
れ
て
い
る

＼

か
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
は
時
代
性
、
地
域
性
、
歴
史
的
傳
統
性
な
ど
諸
要
素
が
考
慮

さ
れ
る
。
二
千
数
百
年
前
に
於
け
る
印

度

の

一
般
的
な
世
界
闘
人
生
観
と
い
う
も
の
が
具
膿
的
な
・性
質
を
興
え
る
。
＼そ
こ
に
は
須
彌
的
宇
宙
観
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
し
、
璽
魂
輪

〆

廻
の
確
信
も

一
般
的
空
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
又
そ
こ
に
は
紳
話
的
要
素
の
多
い
形
而
上
學
、
認
識
の
學
も
あ

つ
π
で
あ
あ
う
し
、
四
種
姓

擁
護

の
階
級
就
.會
観
も
存
立
し
て
い
た
で
あ
ら
ち
。
こ
の
環
境
に
あ
り
な
が
ら
時
代
の
合
理
性
に
依
つ
て
抜
苦
與
…樂
を
達
成
し
よ
う
と
し



た
教
理
が
根
本
佛
教
で
あ
り
、
又
佛
教

の
骨
器
た
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
世
界
11
人
生
観
、
輪
廻
擬
、
紳
話
ー1
形
而
上
學
、
砒
會
階
級
観
に
封
し
、
佛
教
が

一
定
の
修
正
を
加

え
た
で
あ
ら
う
こ
と
は

推
定
さ
れ
る
。
然
し
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
徹
底
的
で
あ
つ
た
か
は
容
易
に
判
定
さ
れ
得
な
い
。
た
と
え
ば
輪
廻
観
の
如
き
が
徹
底
的
に
破
ら

れ
て
い
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
稜
展
に
於
け
る
佛
教
史
は
今
と
別
の
状
態
を
示
し
た
で
も
あ

ら
う
。
又
四
種
姓
の
不
等
化
が
相
當

,
に
数
果
的
で
泌
つ
拠
と
す
る
な
ら
ば
印
度
批
會
史
は
現
在
の
も
の
乏

は
な
ら
な
か
つ
允
で
あ
ら
う
。
佛
教
は
無
論

こ
れ
ら
を
改
訂
修
正
す

べ
き
理
論

の
源
泉
を
懐
き
持
つ
て
ば
い
た
が
、
現
實
化
の
足
ど
り
は
凝
滞
的
で
あ
つ
π
Q
叉
た
と
い
少
数
知
識
暦

、
聖
賢
層
中
に
は
純
正

、

な
合
理
性
を
支
持
し
た
人
々
も
あ

つ
た
で
み

ら
う
が
、
大
勢
を
動
か
す
に
足
る
力
で
は
な
か
つ
た
。

の
み
な
ら
う
時
代
の
経
渦
と
共

に
政

.治
的
模
勢
に
誘
惑
撹
制

さ
れ
て
、
抜
苦

の
目
的
が
あ

ら
ぬ
か
た
に
移
動
し
た
面
も
伺
わ
れ
る
。
資
料
の
正
確
さ
ば
別
と
し
て
、
ウ
ェ
ル
ズ

は
こ
の
黙
を
指
摘
し
、
罪
を
阿
育
王
に
戯
し
て
さ
え
い
る
。

、

,曹

4

、

歴
史
的
過
去
を
現
在
的
に
再
組
織
す
る
場
合
、
概
ぬ
著
し
ぐ
現
在
の
も
の
が
過
去

へ
投
爲

さ
れ
る
。
現
在
の
も

の
を
そ
の
ま
玉
過
去
に
・

し
π
り
、
現
在
あ
り
た
き
も
・の
、
又
あ
り
允
く
な
い
も

の
を
渦
去
の
姿

に
す
る
こ
と
は
甚
だ
多
い
。
た
と
え
ば
共
産
主
義
者
は
原
始
共
産

膿
を
想
定
し
、・
こ
れ
が
犬
類
螢
足
の
姿
で
あ
り
、
又
願
わ
し
い
形
態
で
あ

ゐ
か
の
如
き
考
を
挿
入
す
る
。
然
し
叉
資
本
家
制
を
欲
す
る
も

の
は
原
始
共
産
騰
中
に
既
に
資
本
性
の
萌
芽
が
存
在
し
、
自
然
な
獲
展
を
し
た
か
の
よ
う
に
立
澄
す
る
。
つ
ま
り
渦
去
の
再
組
織
に
は
現
.

在
の
主
観
要
求
が
も
り
込
ま
れ
勝
ち
で
あ
る
。
主
観
が
ど
こ
ま
で
墜
縮
さ
れ
る
か
は
認
識
論
上
の
問
題
で
あ
り
、
7歴
史
的
探
究
は
つ
と
め

て
客
観
的
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
雷
菰惣
學
的
古
代
の
再
組
織
も
主
観
を
堅
縮
す
る
ζ
と
に
向
つ
て
科
學
的
良

心
性
の
鋭
敏
が
要
求
さ

れ
る
。

四
諦
就
中
十
二
因
縁

の
読
明
に
關
し
、
獲
生
的
に
三
世
に
わ
た
る
と
す
る
三
世
爾
重
因
果
と
呼
ば

れ
る
解
繹
も
成
立
す
る
が
、
又
論
理

的
認
識
講
成
観
と
し
て
比
較
的
合
硬
的
に
眺
め
よ
う
と
す
る
態
度
も
見
出
ざ
れ
る
。
今
こ
れ
ら
を
是
非
し
歌
う
と
い
う
の
で
は
な
い
の
然

研
究
封
象
と
し
て
の
佛
教

、

・

.
コ



輝

學

研

究

、

、

、

一
ご

し
こ
の
種
の
相
蓮
は
輪

廻
観
の
取
り
入
れ
方
に
輕
重
め
差
が
あ
つ
た
り
、
又
再
組
織
に
於
け
る
主
観
的
要
求
に
從

つ
て
著
し
く
影
響
を
受

け
る
べ
き
筈
で
あ
る
。

げ

教
義
は

一
定
の
理
論
で
あ
る
限
り
、
時
代
と
し
て
の
合
理
性
が
要
求
さ
れ
、
又
實
現
も
さ
れ
て
い
る
。
然
し

一
般
的
な
時
代
の
通
念
、

.
信
仰
、
意
見
と
い
う
よ
う
な
竜
の
が
、
純
粋
な
合
理
要
求
を
制
限
し
た
り
、
・擁
齪
し
て
い
獄
跡
も
追
跡
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

一

つ
の
理
論
が
如
何
に
時
代
化
し
、
歴
史
化
し
、
耐
會
化
す
る
か
の
原
則
を
學
ぶ
資
材
と
、な
る
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
又
逆
に
多
様
な
俗

學
的
、
俗
情
的
時
代
性
に
封
し
、
入
間
の
合
理
性
が
如
何
に
苦
し
み
な
が
ら
自
己
を
擁
護
叢
展
し
よ
う
と
努
力
し
た
か
の
苦
衷
も
洞
察
さ
.

,
れ
る
め

で
あ
る
。
云
は
Ψ
そ
れ
は
眞
理
性
と
時
代
常
識
性
と
の
摩
擦
並
び
に
融
合
の
原
理
を
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5

宗
教

に
し
て
も
思
想

一
般

に
し
て
も
、
末
蓮
に
及
べ
ば
租
師

の
源
流
に
蹄
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
に
、は
相
當
な
理
由
が
あ
る
。

然
し
原
始
、

初
頭
必
す
し
も
高
級
な
眞
理
を

懐
い
て
い
る
と
も
限
ら
れ
な
い
し
酒

後
代
ま
た
必
す

衰
頽
腐
敗
し

て
い
る
と
も
云
わ
れ
な

い
。
時
代
に
依
り
加
わ
る
も

の
に
正
と
閏
と
が
あ
り
、
叉
捨
て
ら
れ
、
忘
れ
ぢ
れ
る
も
の
に
曲
と
直
と
が
あ
る
・
正
理
の
加
わ
る
こ
乏
が

"進
展
と
呼
ば
れ
、
邪
曲
の
」増
加
が
退
歩
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
歴
史
は
す
べ
て

一
進

一
退
の
記
録
で
あ
り
、

一
義
的

に
進
展
皮
と
は
呼
ば
れ

-得
な
廓
。
願
ゆ
し
い
ど
と
は
邪
曲
と
.錯
誤
と
の
根
涼
を
絶
無
に
し
、
進
展
の

一
道
を
進
み
尭
い
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
學
的
研
鐙

の
目
的
も

　

　

專
ら
こ
の
錯
誤
性
の
墜
理
で
あ
り
、
そ
れ
え
の
示
唆
を
學
び
π
い
た
め
で
あ
る
。

正
雅
曲
直
、
進
歩
頽
屡
を
識
別
す
る
嚴
正
癒
標
準
は
朦
朧
晦
澁
な
形
而
上
學
的
本
盤
概
念
の
自
己
展
開
な
る
奇
蹟
で
な
く
、
專
ち
苦
樂

を
自
識
す
る
全
入
類
の
實
感
で
あ
り
、
離
苦
得
…樂
の

一
般
的
増
進
で
あ
る
。
全
盤
主
義
的
文
化
概
念
が
如
何
よ
う
に
進
展
開
獲
し
よ
う
と

'
も
、

一
切
衆
生
の
苦
患
日
々
に
塘
大
し
、
刻

々
に
深
刻
化
す
る
が
如
き
は
世
界
史
的
退
化
で
あ

つ
て
、
進
展
史

の
頁
に
は
縁
が
な
い
。

、

。

皿

論
理
思
辮
學
的
方
法

・

'



1

言
語
學
的
分
析
研
究
が
現
在
の
理
解
相
を
多
量
に
投
映
す
る
よ
う
に
、
論
理
思
辮
學
的
解
繹
も
同
じ
も
の
を
挿
入
す
る
。
認
識
の
通
性

と
し
て
宿
命
的
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
つ
て
過
去
を
現
在
の
ま
ふ
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
な
い
し
、
又
そ
れ
で
は

　

研
究
の
意
味
を
備
え
な
い
。
過
去

の
研
究
は
學
び
取
ら
れ
る
も

の
、
受
け
…教
え
ら
れ
る
も
の
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。

「
法
」
は
軌
と
し
て

ゑ

物
の
解
を
生
す
る
こ
と
に
あ
る
と
定
義

さ
れ
て
い
る
。
軌
と
は
客
槻
的
軌
道
で
あ
り
、
好
む
好
ま
ぬ
に
拘
ら
す
從

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
外
面
的

規
約
標
準
で
あ
る
。
軌
道
の
是
非
は
評
便
β
れ
、
誤
謬
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
來
る
に
し
て
も
隔
過
去
を
學
び
過
去
を
再
組
織
す
る
と

し

て
は
、

一
慮
正
確
に
規
範
に
從
つ
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。
軌
道
規
範
に
依
り
,、
現
在
の
理
解
力
に
足
ら
ぬ
も
の
あ
り
、
誤
れ
る
も
の
あ
ち

こ

と
が
見
出

さ
れ
る
な
ら
ば
速
か
に
修
正
の
道
に
就
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

'

.

現
在
通
念
化
し
て
W
る
も

の
、
圭
槻
的
偏
荻
化
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
そ
の
ま
玉
過
去
に
投
入
し
て
、
遮
二
無
二
我
が
欲
す
る
も
の
を

作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
研
究
で
は
な
い
。
牽
張
附
會
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
特

に
宗
派
的
信
仰
な
ど
の
張
化
さ
れ

て
い
る
場
合
馬
主
観
的
偏
狭
性
が
赤
熱
す
る
。
反
省
し
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。
竜

と
よ
り
過
去
そ
の
も
の
の
復
活
と

い
う
こ
と
は
認
識
論
的

に
不
可
能
で
あ
る
が
、
學
が
外
界
的
封
象

の
軌
に
從
い
、
學
び
教
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
諏
も

の
で
あ
る
限
り
、
つ
と
め
て
主
槻
的
臆
見
を
墜

縮
し
、
物
の
解
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.。

、

,

2

r

ぞ

軌
と
し
て
物
の
解
を
生
す
る
と
い
う
法

の
意
味
が
往

々
缶
心
却
さ
れ
勝
ち
で
あ
り
、
牽
張
附
會
…性
の
漫
歩
に
遭
遇
す
る
…場
合
は
多
い
。
東

西
思
想
の
交
流
す
る
こ
と
に
な
つ
て
以
來
、
牛
世
紀
以
上
に
わ
允
つ
て
我
々
は
目
ま
ぐ
る
し
き
佛
教
研
究
の
走
馬
燈
を
見
守
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。

嗣

、

。

.

へ
ー
ゲ
ル
哲
學
流
行
期
に
及
べ
ば
佛
教
學
の
全
貌

が
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
化
し
臥
カ

ン
ト
流
行
期
に
は
カ
ン
ト
哲
學
化
し
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
流

行
期
に
は
生
命
進
勢
化
し
、

マ
ル
ク
ス
唯
物
論
期
に
は
佛
教
唯
物
論
が
櫨
大
映
爲

さ
れ
る
。
蘭
菊
美
を
宰
う
批
観
で
あ
り
、
こ
れ
に
依
0

研
究
謝
象
、と
し
て
の
佛
…教

し
.

騒
一
三

!



輝

學

碑

究

'

ー

一
四

て
啓
獲
さ
れ
る
部
分
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
二

貫
し
て
何

が
.「
是
諸
佛
教
」
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
甚
だ
多
岐
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

充
や
が
て
流
行
思
想
に
迎
合
し
て
生
命
を
保
持
し
よ
う
と
す
遭
末
期
性
の
な
さ
け
な
さ
を
さ
え
想
到
さ
せ
る
。

佛
教
は
無
論
廣
汎
で
あ
る
。
八
萬
四
千
の
法
門
を
懐
い
て
い
る
と
傳
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
實
に
八
萬
四
千

の
軌
道
が
並
べ
.置
か
れ

て
い
る
と

と
に
も
な
る
。
大
藏
経
と
呼
ば
れ
ち
理
由
は
、
・し
も
生
死
よ
り
か
み
浬
契
に
到
る
ま
で
の
す
べ
て
を
含
む
が
故
に
大
藏
と
呼
ば

れ
る
と
註
繹
さ
れ
て
い
る
。
生
死
と
浬
葉
と
に
包
括

さ
れ
な
い
人
間
現
象
は
あ
り
得
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
人
闇
現
象

を
含
む
が
故
に
、

へ
ー

　

ゲ
ル
思
辮
も
カ
ン
ト
批
判
も

マ
ル
ク
ス
唯
物
も
含
ま
れ
て
い
て
差
支
な
い
。
辮
讃
法
理
論
と
し
て
も
崇
高

の
も

の
を
持
ち
、
相
封
性
原
理

と
し
て
も
幽
玄
な
堂
奥
を
備
え
て
い
る
。
理
と
し
て
含
ま
ざ
る
な
く
、
行
く
と
し
て
可
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
意
を
張
う
す
る
に
足
る
の
で

は
あ
る
が
、
さ
て

一
貫
し
て

「
是
諸
佛
教
」
を
墨
示
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
心
細
い
研
究
の
末
流
で
あ
る
。

「
流
れ
に
沿
う
て
や
ま

す
」
と
い
う
の
は
臨
濟
遺
偶
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
最
近
牛
世
紀
に
わ
た
る
我
が
佛
教
學
研
究
の
流
韓
は
、
ま
こ
と
に
流
れ
に
没
う
て
や
ま

ざ
る
底
の
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
有
爲
、
有
漏
底

の
流
縛
で
あ
り
、
無
爲
無
漏
底

の
基
盤
を
持
つ
て
は
い
な
い
。
思
え
ば
荒
涼
で
あ
る
。

、
3

八
萬
四
千
の
大
藏
は
た

Ψ
理
論

の
す
べ
て
を

含
む
ば
か
り
で
ぱ
悔
く
、
實
跨
的
現
實
封
廣

の
す
べ
を
さ
え

教
え
て
い
る
。

政
治
を
含

み
、
政
梅
と
の
關
係
を
も
考
え
、
法
制
よ
り
軍
國
の
こ
と
に
さ
え
及
ん
で
い
る
と
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ

な
ら
ば
侵
略
の
こ
と
軍

國
軍
政
の
要
求
と
し
て
提
起
!さ
れ
る
場
合
、
.
こ
れ
に
迎
合
す
ゐ
こ
と
が
出
來
た
か
ら
で
あ
、り
、
記
憶
は
今
術
新
し
く
容
妨
に
傷
痕
を
拭
う

わ
け
に
も
行
か
な
い
。
舞
文
と
論
辮
と
に
精
妙
を
鑑
す
も
、
犯
さ
れ
た
る
錯
誤
の
傷
痕
を
何
づ
す
る
こ
と
も
出
來

な
い
。
翻
つ
て
不
和
の

天
使
を
望
む
や
ま
允
當
然
進
ん
で
そ
の
清
姿
を
仰
ぐ
。

こ
の
間

一
定
の
理
法
あ
る
が
如
く
又
無
き
如
ぎ
で
あ
る
。

云
わ
ば
全
盤
專
制
主
義

に
も
殉
す
る
こ
と
潮
跡
來
る
と
共
に
、
個
入
心
嬢

の
奪
重
か
ら
民
主
的
自
由
を
も
論
謹
す
る
こ
と
が
出
來

る
。
胡
來
ら
ば
胡
・
漢
來
ら
民

と

漢
、
潤
蓬
即
癒
の
妙
趣
を
開
示
す
る
と
共
に
、
把
佳
す
る
最
後
の
唯

一
眞
實
を
忘
却
す
る
。
融
通
無
碍
自
在
が
悪

い
、の
で
は
な
く
、
こ
れ

を
悪
用
す
る
こ
と
が
悪
い
の
で
あ
り
、
悪
用
可
能
の
原
理
を
批
判
し
霧

さ
な
い
の
が
悪
い
の
で
あ
る
り
好
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
の
種
の
歴
皮



は
相
轡
岡長
く
、
現
在
整
理
さ
れ
盤
さ
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
な
い
o
流
れ
に
沼
う
て
や
ま
す
底
で
あ
る
o

嘱

へ

4

'

「

是
非
善
悪
を
離
れ
内
観
寂
照
界
の
高
遠
な
境
地
も
無
論
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
な
く
し
て
入
も
な
く
生
命
も
な
ぐ
性
霧
も
あ
り

得

な

い

か

ら

で
あ

る
。

ビ

/

然
し
こ
れ
と
共
に
是
を
'是
と
し
非
を
非
と
し
《
善
を
善
と
し
悪
を
悪
と
し
て
糺
明
し
な
け
れ
ば
存
立
し
得
な
い
實
在
の
領
域
が
あ
る
。

一
は
十
で
あ
り
、
十
は
一
で
あ
る
義
も
成
立
す
る
と
同
時
に
何
腱
ま
で
も

一
は

一
で
あ

つ
て
十
で
な
く
、
十
は
十
で
あ

つ
て

一
で
な
い
存

在
の
實
相
も
擁
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
内
観
の
寂
照
は
無
く
て
な
ら
ぬ
生
命

の
本
質
で
あ
る
が
ふ
そ
れ
の
擁

立
さ
れ
る
べ
き
限
界
を
越

え
、
欲

求
に
鷹
じ
て
識
別
限
定
界
を
撹
鼠
す
る
こ
と
は
佛
道
で
な
く
て
む
し
ろ
魔
道
た
る
べ
き
で
あ
る
。

[

分
別
智
を
無
分
別
界
に
適
用
す
る
こ
と
も
誤
謬
で
あ
る
が
、・
無
分
別
轡
を
分
別
境
に
向

つ
て
強
要
す
る
こ
と
も
無
論
誤
謬
で
あ
る
。
杓

観
寂
照
の
浮
悦
魔
に
於
て
は

一
も
二
も
分
肘
智
の
一
二
で
は
な
く
、
全
く
別

の
意
味
を
持

つ
の
で
、
分
別
附
規
約
を
以
つ
て
律
す
る
こ
と

は
出
來
な
い
。
こ
れ
と
共
に
分
別
規
約
界
は

一
と
二
と
の
匠
別
が
嚴
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
に
於
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
必
然
を

無
硯
し
、
無
分
別
的
な
も
の
を
彊
制
的
に
挿
入
す
る
の
は
越
模
で
あ
る
。

一
心
の
系
統
的
展
開

の
意
味
を
確
立
し
、
こ
れ
に
依

つ
て
各
機

,
能
の
任
務
と
段
階
と
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
舟
は
水
に
'行
き
車
は
陸
に
軋
る
。
順
蓮
を
誤
る
こ
と
は
決
し
て

「
是
諸
佛
教
」
で
は

な
い
。

・

、

W

實
威

と

し
で

の
苦
樂

h

、

.

,

ノ

ー

佛

…教

の
研

究

は
佛

教

を

封
象

と

し

て

の
研
究

で
あ

る
。

何

故

に
佛

教

が
封

象

と

し

て
取

上
げ

ら
れ

ね

ば
な

ら
ぬ

か

。

こ
れ

が
究

明

さ
れ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

,

、

一

ド

研

究
謝
象
と
し
て

の
佛
教

「

、

.

一
五

、



輝

墨
・

研

究

/

　
山ハ

、

佛
教
は
抜
苦
與
樂
の
爲
に
擁
立
き
れ
た
理
論
で
あ
り
又
實
践
で
あ
る
。
根
元
の
由
來
は
人
間
の
苦
と
樂
と
に
あ

る
コ
苦
樂
な
く
ば
か
玉

1

る
理
論
…と
實
践
と
の
生
れ
」來
る
一根
櫨
…は
な
い
。

.

'

苦
…樂
ど
は
何
か
。
そ
れ
は
入
心
の
實
感
す
る
も
の
で
あ
り
。
人
心
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
竜
の
で
あ
る
。
こ
の
根
元
に
立
ち
蠕
り
第

一
歩
を
踏
み
出
す
の
が
佛
教
研
究
の
端
初
た
る
べ
き
で
あ
る
。
直
指
人
心
'が
佛
教
研
究

の
原
則
で
あ
り
、
出
獲
で
あ
る
。

然
し
こ
の
こ
と
は
佛
教
研
究
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
人
文
學

一
切
は
悉
く
直
指
人
心
か
ら
出
褒
七
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
不
幸
に

も
佛
教
を
含
め
て
人
交
學
の
す
べ
て
は
こ
の
原
則
を
閑
却
し
、
第
二
次
的
な
言
葉
か
ら
出
嚢
し
π
り
、
複
合
化
さ
れ
充
概
念
か
ら
端
初
し

た
り
、
叉
は
輿
え
ら
れ
た
る
文
章
、
定
義
、
常
識
、
通
念
を
基
礎
と
し
て
出
護
す
る
。
大
罷
我
々
の
教
養
杢
般
は
雷
葉

の
脅
得
か
ら
始
め

ら
れ
る
。
既
成
概
念
を
頭
脳
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
が
文
化
杜
會
に
入
り
こ
む
入
場
雰
に
な
つ
て
い
る
。
暗
號
の
習
得
に
依
つ
て
歩
哨
警
戒

線
を
次

ゴ
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
つ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
暗
號
に
意
味
の
あ
ら
う
筈
は
秩

が
、
き
め
ら
れ
π
も
の
を
そ
の
ま
廃

え
込
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
鵬
鵡
も
同
じ
よ
う
な
方
法
で
言
葉
を
教
え
ら
れ
る
。
鵬
鵡

に
は
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
意
味
の
生
れ
る
こ
と

は
な
い
が
、
入
間
は
幸
に
も
言
葉
を
畳
え
て
か
ら
漸
次
意
味
を
創
造
し
了
解
す
る
。
理
解
の
正
閏
は
叉
自
ら
別
で
あ
る
。

私
個
入

の
佛
教
學
カ
ツ
キ
ユ
易
ム
は
言
葉

の
脅
得
か
ら
始
つ
潅
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
時
代
性
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
に
依
つ
て
規

定
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
初
歩
の
教
科
書

に
は

「
数
目
問
答
」
と
い
う
の
が
あ
つ
た
。
三
寳
と
は
佛
法
倫
、
三
藏
と
は
経
律
論
、

,
四
大
と
は
何
、
五
乗
と
は
何
と
い
う
よ
う
に
軍
語
と
解
繹
と
の
記
憶
に
す
ぎ
な
か
つ
允
。
佛
と
は
自
畳

汝
他
畳
行
窮
満
と
畳
え
允
が
そ
れ

が
何
の
こ
と
か
解
ら
う
は
す
は
な
い
。
元
壁
素
晴
ら
し
い
立
派
な
も
φ
で
あ
る
と
思
つ
て
い
た
。
僧
は
知
合
の
義
と
了
解
し
允
が
和
含
の

意
味

の
わ
か
る
は
す
は
な
く
、
和
合
な
ら
ざ
る
僧
寳
の
現
象
態
を
も
我
が
肉
眼
を
以

つ
て
見
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
多
か
つ
穴
。

へ

鵬
鵡
の
煎
茶
を
呼
ぶ
の
と
違
う
と
云
え
ば
違

い
、
違
わ
ぬ
と
云
え
ば
違
わ
な
か
つ
π
。
そ
れ
は
初
歩
の
私
の
み
で
は
な
く
、
先
達

の
指
導

者
達
に
於
て
も
格
段
な
相
違
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
佛

敦
が
そ
の
後
興
隆
し
な
か
つ
た
こ
と
が
阿
よ
り
の
誰
篠
で
あ
る
。
自
畳
々
他
の

義
、
和
合
の
義
が
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
實
感
と
し
て
把
佳

さ
れ
て
い
掩
な
ら
ば
錯
誤
衰
頽
恥
辱

の
歴
史
と
は
な
ら
な
か
つ
掩
筈
で
あ



る
。
そ
の
後
學
習
カ
リ
キ
ユ
ラ
ム
に
も
攣
化
が
あ
つ
た
。
何
庭
の
教
程
に
も

「
数
目
問
答
」
を
見
な
い
こ
と
に
な

つ
た
。
そ
れ
に
代
わ
る

も
の
と
し
て
佛
教
概
論
、

佛
教
史
な
'ど
が
も
ら
れ
た
。

理
論
と
歴
史
之
か
ら
組
織
的
に
佛
教
を

理
解
さ
そ
う
と
.い
う
親
甥
か
ら
で
あ

つ

た
。
教
程

の
攣
化
は
研
究
に
攣
化
か
起
つ
て
い
允
か
ら
で
あ
る
。
科
學
的
方
法
な
る
も
の
が
採
揮
さ
れ
π
か
ら
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
の
科

學
的
方
法
も
組
織
的
解
詮
も
言
葉
の
習
得
と
概
念
の
結
合
關
係
に
於
て
は
依
然
と
し
て

「
数
目
問
答
」
期
に
於
け
る
形
式
性
を
踏
襲
す
る

こ
と
に
な
つ
て
い
π
。
寧
ろ
こ
れ
を
踏
襲
し
た
が
爲
に
、
國
と
し
て
も
、
教
團
と
し
て
も
存
立
を
許
し
て
い
た
と
も
見
ら
れ
る
。
純
粋
な

意
味
に
於
て
自
畳
覧
他
が
實
現
さ
れ
る
と
い
う
ζ
と
に
な
れ
ば
、
俗
世
聞
的
國
家
性
に

一
大
攣
革
が
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
專
制
も
可
、
軍
國
も
可
、
侵
略
も
亦
可
と
い
つ
た
歴
史
的
な
錯
誤
の
態
度
が
今
日
露

の
命
脈
を
支
持
し
て
い
る
と
云
う
こ

と
が
出
來
る
。
漢
來
ら
ば
漢
、
胡
來
ら
ば
胡
と
い
う
慮
封
が

一
貫
し
た
傳
統
と
な
つ
て
い
る
。
民
主
來
ら
ば
民
主
、
共
産
來
ら
ば
共
産
、

猫
占
來
ら
ば
猫
占
、
潤
達
自
在
の
妙
用
で
は
あ
る
か
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
實
在
の
原
理
に
は
接
隅
…し
な
い
。

つ
ま

り
言
葉
と
概
念
と
の
習

得
で
あ
り
、
言
葉
も
概
念
も
挑
め
や
す
き
柔
軟
性
の
も
の
で
あ
り
、
實
在
自
膿
の
如
き
不
屈
の
も
の
を
持
わ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
概
括
す
れ
ば
畢
寛
直
指
人
心
と
い
う
根
本
指
針
を
離
れ
、
言
葉
と
概
念
と
名
目
と
に
囚
え
ら
れ
距
り
、
又
そ
れ
ら
の
襲
生
、

分
解
に
の
み
注
意
を
佛
い
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
こ
と
は
た
貸
我
が
佛
教
學
だ
け
の
弊
害
で
は
な
く
、
哲
學
そ
の
他
全
文

化
學

一
般

の
通
弊
で
あ
り
、
部
門
に
依
つ
て
は

一
暦
激
化
せ
る
も
の
さ
え
も
見
ら
れ
る
。
佛
教
學
だ
け
の
罪
で
は
な
く
、
倒
錯
迷
妄
の
大

海
中
に
於
け
る

一
波
瀾
…に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
許

さ
れ
る
こ
と
も
出
來
る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
ほ
ど
狂
瀾
中
に
漂
つ
て
い
る
我

汝
の
現
在
で
あ

る
o
正
に
反
省
期
で
あ
る
o

＼

,

2

直
指
人
心
の
上
か
ら
甚
だ
頽
展
性
を
示
し
、
抜
苦
與
樂
の
逆
に
扱
…樂
與
苦
を
結
果
し
た
り
、
又
離
苦
得
樂
の
反
封
現
象
な
る
離
樂
得
欄

の
歌
態
に
さ
え
沈
[ん
で
い
る
、
然
し
,か
ム
る
逆
理
が
ま
た
世
界
皮
的
な
制
度
な
る
も

の
に
依
つ
て
支
持

さ
れ
て
い
る
と
い
う
奇
態
な
事
情

に
も
な
つ
て
い
る
。
蕾
套
墨
守
に
は
と
に
角
」
定
の
利
釜
と
魅
力
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

一
身

一
己
の
小
利
得
、
小
便
釜
を
掴
む
に
は
甚
だ

研
究
謝
象
と
し
て
の
佛
教

、

一
七

-



'

藤

學

硯

究

・

一
八

も

適
當
な
要
路
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
身
の
離
苦
記得
樂
、
偏
狭
偏
頗
な
る
蕪
派
の
抜
苦
興
樂
に
は
甚
だ
手
近
で
あ
る
。

思
想
史
的
反
動
と
は
こ

の
状
態
で
み
り
、
忌
避
さ
れ
な
が
ら
も
又
活
濃
な

一
面
の
魅
力
、
誘
拐
力
を
備
え
て
い
る
。
人
間
史
の
宿
命

の
よ
う
に
も
見
ら
れ
冷
。
然

し
宿
命
を
破
る
と
こ
ろ
に
思
索
止
研
究
と
が
あ
る
。

直
指
人
心
の

「
人
心
」
と
は
我
が

一
心
で
あ
る
と
共
に
萬
心
で
あ
る
。
我
が

一
心
の
苦
樂
を
自
畳
膿
認
し
、
こ
れ
を
萬
心
に
投
映
し
て

實
感

の
交
流
を
螢
み
、
我
が
離
苦
得
樂
と
萬
人
の
離
苦
得
…樂
と
が
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈

の
も
の
で
あ
る
。
寧
ろ
萬
心
の
苦
痛
に
先

き
,立
つ
て
苦
し
み
、
萬
心
の
喜
び
に
後
れ
て
喜

ぶ
底
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
天
下
の
憂
に
先
き
立
ち
、
天
下
の
樂
に
後
れ
て
樂
む
と
い
う

の
が
前
進
的

一
心
の
態
度
た
る
べ
き
で
あ
る
。
萬
心
の
喜
び
に
先
き
立
つ
て
喜
び
、
萬
心
の
苦
痛
に
後
れ
て
苦
し
む
が
如
き
は
學
究
の
本

義
で
は
な
い
。
天
下
の
憂
を
鯨
所
に

一
身
.一
派
の
得
樂
を
握
り
、
三
界
の
苦
患
を
尻
目
に
か
け
て
猫
往
の
享
樂
に
遊
化
す
る
と
"
う
こ
と

は

「
是
諸
佛
教
」
で
は
な
い
。

、

ヒ

「

V

直

指

人

,
心

,

-

'

學
の
名
に
値
す
る
學
は
實
在
の
眞
相
に
肉
薄
し
て
行
く
こ
と
で
あ
り
、
客
観
的
存
在
の
理
法
を
確
實

に
把
佳
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉

と
概
念
と
の
傳
統
形
式
を
、
あ
れ
こ
れ
と
繋
ぎ
合
わ
す
こ
と
で
は
な
い
。
人
文
學
、
文
化
學

一
般
の
基
底

は
人
心
で
あ
る
。
人
心
は

一
心

　

に
し
て
萬
心
に
擁
が
る
の
で
あ
り
、
苦
樂

の
圭
膿
で
あ
り
、
離
苦
得
樂
の
願
望
で
あ
る
。
か
」
る
本
性
を
達
成
せ
ん
が
爲
に
學

一
般
が
組

織

さ
れ
る
。
佛
教
ま
た
こ
れ
に
向
つ
て
重
要
な
方
途
を
示
す
。
時
虞
に
慮
じ
多
様
に
分
岐
す
る
も
要
旨
は
こ
の
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
の

昔
教
相
的
檬
朧
を
破

つ
て
直
指
人
心
が
方
法
の
第

幽
義
と
し
で
提
示
さ
れ
た
態
度
は
、
今
術
そ
の
ま
L
に
擁
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

、

2

'

噛

、

/

神
話
的
教
義
は
時
代
の
移
る
と
共
に
、
形
而
上
學
的
形
態
を
備
え
沸
別
の
組
織
性
を
持

つ
こ
と
に
な
つ
允
』
そ
れ
は
無
限
と
か
、
絶
封



＼

、

/

と
か
、
本
禮
ど
か
、
自
存
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
幽
玄
概
念
に
依
つ
て
嚴
密
化
さ
れ
た
。
然
し
そ
れ
ら
は
省
何
れ
に
し
て
も
超
越
的
な
概
念

要
素
を
多
量
に
含
ん
で
い
る
。

の
み
な
ら
す
、
入
間
性
、
人
心
そ
の
も

の
を
離
脆
す
る
こ
と
が
高
遠
性
を
示
す
と
し
て
優
越
を
誇
る
こ
と
-

に
も
な
つ
た
。
晦
濃
こ
れ
に
絡
み
、
奇
蹟
と
迷
信
と
こ
れ
に
結
合
し
た
。
然
し
文
藝
復
興
と
し
て
の
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
は
こ
れ
ら
の
志
向
を

蓉
同
さ
ぜ
、
專
ら
人
間
そ
の
も
の
、
人
心
そ
の
も
の
に
向
う
動
機
を
與
え
た
。

こ
れ
が
歓
羅
巴
近
代
史
の
基
礎

を
な
す
が
、
然
し
同
じ
も

の
が
東
洋
古
代
に
於
て
も
直
指
人
心
と
し
て
奉
示
さ
れ
て
い
る
。

一
千
年
以
上
に
及
ぶ
先
行
卓
越
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
優
越
的
閃

光
は
瞬
闇
的
閃
光
で
あ
り
、
又
偶
襲
的
で
も
あ

つ
た
。
健
實

な
る
學
術
の
建
設
に
向
つ
て
輩
固
な
基
礎
盤
と
は
な
り
得
な
か
つ
た
。
あ
ま

り
に
も
天
才
的
閃
光
て
あ

つ
π
。
人
類
健
全
の
思
想
史
は
萬
人
均
等

の
知
性
能
力
に
依
つ
て
支
持
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
か
玉
る
能
力

の
絶

ゐ　

　

え
ぎ
る
探
求
に
依
り
抜
苦
與
樂

の
常
道
を
建
設
す
る
に
あ
る
。
直
指
人
心
の
天
才
的
閃
光
を
、
萬
人
萬
心
の
中

の
常
佳
光
た
ら
し
め
る
べ

き
で
あ
り
、
こ
れ
が
入
文
科
學

一
般
の
原
則
九
る
べ
き
で
あ
る
。

,

、

3

.

言
語
學
的
探
究
に
し
て
も
、
論
理
的
贋
値
討
究
に
し
て
も
、
要
は
直
指
人
心
允
る
こ
と
に
あ
り
、
叉
實
在
せ
る

一
心
の
苦
樂
實
感
を
基
、・

礎
に
し
、
抜
苦
與
樂

へ
の
大
道
を
擁
立
す
る
に
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
雷
葉
と
概
念
と
の
戯
れ
と
な
り
人
間
そ
の
も
の
は
救
わ
れ
な
い
の
で

ら

あ
る
。

又
允
と
い
救
.わ
れ
る
に
し
て
も
、

圃
身

一
小
團
の
利
己
的
盗
奪
で
あ
り
、

萬
人
萬
心
萬
讐
は
苦
愚
の
中
に

沈
倫
し
絡
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
離
脆
し
て
全
法
界
萬
璽

の
抜
苦
與
樂
を
實
現
す
る
道
程
を
進
む
こ
と
が

「
是
諸
佛
教
し
の
眞
髄

で
あ
る
。
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