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問
題
の
所
在

仏
教
学
を
ど
の
よ
う
に
し
て
研
究
す
る
か
と
い
う
問
題
を
、
禅
学
を
含
め
て
考
え
る
と
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
仏
教

学
に
し
て
も
、
禅
学
に
し
て
も
、
「
学
問
」
で
あ
る
た
め
に
は
、

と
く
に
科
学
で
あ
る
た
め
に
は
、

論
理
的
整
合
性
が
要
求
せ
ら
れ
る
。

し
か
る
に
研
究
対
象
で
あ
る

「仏
教
」
そ
の
も

の
、
あ
る
い
は

「
禅
」
を
考
え
た
場
合
、
果
し
て
こ
れ
が
論
理
的
で
あ

る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
と
く
に

「
非
思
量
底
を
思
量
す
る
」
と
い
わ
れ
る
禅
は
、
論
理
を
超
え
た
性
格
が
顕
著
で
あ
る
と
思
う
。
即

ち
論
理
を
超
越
し

た
禅

を
、
論
理
を
性
格
と
す
る
学
問
に
よ
っ
て
、
取
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
非
論
理
的
な
も
の
を
論
理
で
い
か
に
取

扱
う
か
と
い
う
問
題
に
な
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

い
か
な
る
範
囲
ま
で
、

こ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。

例

え
ば

『碧
巌
録
』
を
考
え
た
場
合
、
こ
れ
は
禅
を
実
習
し
て
、
か
な
り
高

い
証
悟

に
達
し
た
人
で
な
い
と
、
読
ん
で
も
理
解
で
き
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
く
と
も

『
碧
巌
録
』
の
内
容
を
正
確

に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
禅
の
実
習
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
論
理
的
理

解
は
役
に
立
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
故
、

ま

っ
た
く
禅
を
や
ら
な
い
人
が
、
『碧
巌
録
』
の
解
説
書
を
出
し
た
と
し
た
ら
、
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そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
持

つ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
い
う
う
門
外
漢
の
解
説
書
が
世
間
に
迎
え
ら
れ
、
歓
迎
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
そ

れ
を
ど
う
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
『碧
巌
録
』
は
難
解
で
あ
る
か
ら
、
し
ろ
う
と
に
は
取
扱
え
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し

『臨
済
録
』

は
し
ろ
う
と
で
も
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
も

の
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
道
元
の

『
正
法
眼
蔵
』
に
つ
い
て
も

問
題
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
、

普
通
の
論
理
で
は
理
解
で
き

な

い
文
章
が
多

い
。
例
え
ぽ

「海
印
三
昧
」
の
巻
に

「
こ
の
ゆ
え
に
起
は
知
覚
に
あ
ら
ず
、
知
見
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
不
言
我
起
と
い
う
。

我
起
を
不
言
す
る
に
、
別
人
は
此
法
起
と
見
聞
覚
知
し
、
思
量
分
別
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
さ
ら
に
向
上
の
相
見
の
と
き
、
ま
さ
に
相
見
の

落
便
宜
あ
る
な
り
。
云
々
」
と
説
き
、
或
い
は

「諸
悪
莫
作
」
の
巻
に
、
「諸
悪
な
き
に
あ
ら
ず
、

莫
作
な
る
の
み
な
り
。

諸
悪
あ
る
に

あ
ら
ず
、
莫
作
な
る
の
み
な
り
。
諸
悪
は
空
に
あ
ら
ず
、
莫
作
な
り
。
諸
悪
は
色
に
あ
ら
ず
、
莫
作
な
り
。
諸
悪
は
莫
作
に
あ
ら
ず
、
莫

作
な
る
の
み
な
り
。
云

々
」
等
と
説
か
れ
て
い
る
の
を
、
形
式
論
理
の
範
囲
内
で
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
学
者
に
ょ

っ
て
は
、
『正
法
眼
蔵
』
の
文
章
を
、

論
理
の
範
囲
内
で
解
釈
す
る
人
も
あ
ろ
う
。

現
在
、
多
く
の
学
者
に
よ

っ
て

『
正
法
眼
蔵
』

の
解

説
書
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
若
し
道
元
が
現
代
に
現
れ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
解
説
書
を
読
ん
で
何
と
言
う
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
、
し
ろ
う
と
は

『正
法
眼
蔵
』
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
禅

を
や
ら
な
い
人
で
も
、

『
正
法
眼
蔵
』
を
読
ん
で
、

そ
れ
な
り
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

む
し
ろ
し
ろ
う
と
に
は
、
し
ろ
う

と

の
解
釈
の
方
が
、
分
り
易
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
難
解
な
禅
の
書
を
、
禅
者
が
解
説
し
て
も
、
そ
の
解
説
は
し

ろ
う
と
に
は
近
づ
き
難
い
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
未
知

の
世
界
に
人
を
ど
う
導
き
入
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
仏
教
の
中
で
は
、

先
ず
禅
が
、
西
欧
世
界

に
入

っ
て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
論
理
で
は
な
し
に
、
坐
禅
と
い
う
実
践
を
媒
介
と
し
た

こ
と
が
、
成
功
の
大

き

な
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
ぎ
り
ぎ
り

の
真
理
は
、
実
践
に
よ
っ
て
は
伝
え
う
る
が
、
論
理
で
は
伝
え
難
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
禅
で
弟
子
の
接
得
に
、
払
子
を
用
い
た
り
、
拳
骨

・
棒

・
喝
等
を
用
い
る
の
は
、
師
が
弟

子
に
悟
り
の
境
地
を

伝
え
る
の
に
、
言
葉
で
は
伝
え
得
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。



以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
学
に
し
て
も
、
禅
学
に
し
て
も
、
現
代
的
な
意
味
で
の
文
化
科
学
の
一
翼
を
に
な
う
学
で
あ

る
た
め
に
は
、
論

理
的
整
合
性
を
そ
な
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
研
究
対
象
は
、
必
ら
ず
し
も
論
理
的
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
解
決
困

難
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
禅
は

「教
外
別
伝
、
不
立
文
字
」
を
主
張
す
る
か
ら
、
と
く
に
烈
し
い
の
で
あ
り
、

一

般
の
仏
教
学
で
は
、
研
究
対
象
も
広
く
、
多
様
性
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
事
情
は
同
じ
で
な
い
と
考
え
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ

は
程
度
の
差
の
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
仏
教
学
の
場
合
に
も
如
上
の
困
難
は
と
も
な
う
と
考
え
る
。
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空
と
四
句
分
別
の
意
味

こ
の
困
難
は
、
例
え
ば
大
乗
仏
教
の
説
く

「
空
の
思
想
」
を
考
え
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
空

の
思
想
は
、
大
乗
仏
教
に
広
く
行
き

わ
た

っ
て
い
る

最
も

一
般
的
な

思
想
で
あ
る
が
、

し
か
し
外
部

の
人
に
は
最
も
理
解
の
困
難
な
仏
教
思
想
の

一
つ
で
あ
る
。

そ
の
理
由

は
、
空
は
論
理
で
理
解
で
き
な
い
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『般
若
心
経
』
の
説
く

「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」

の
説
や
、
『
中
論
』
で
説

く

「
四
句
分
別
」
の
否
定
の
説
な
ど
は
、
論
理
で
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
を
論
理
の
範
囲
内
で
解
釈
す
る
説

も
あ

る
が
、
も
と
も
と
論
理
学
は
西
洋
で
発
達
し
た
学
問
で
あ

っ
て
、
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
の
論
理
学
に
対

応
す

る
も
の
は
、
イ
ソ
ド
で
は

「
因
明
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
見
る
学
者
も
あ
る
。
近
代

の

科
学

は
西
欧
に
起

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
性
格
を
持

っ
て
い
る
。
仏
教
学
も
禅
学
も
西
欧
的
な
意
味
で
の

「
学
」
で
あ
ろ
う
と

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
論
理
的
性
格

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
仏
教
そ
の
も
の
も
、
さ
ら

に
禅
も
、
論
理
的

で
あ

る
と
き
め
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
学
が
論
理
的
だ
か
ら
、
仏
教
も
論
理
的
だ
と
は
い
え
な

い
。
も
と
も
と
論

理
学

は
イ
ン
ド
に
存
在
し
な
か
っ
た
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
若
し
仏
教
や
禅
が
論
理
的
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
論
理
的

に
構
成

し
よ
う
と
す
る
仏
教
学
や
禅
学
は
、
本
来

の
仏
教
や
禅
か
ら
は
遊
離
し
て
し
ま
う
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
仏
教

思
想

は
論
理
的
で
あ
る
か
否
か
を
、
先
ず
問
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
は
じ
め
か
ら

「空
の
論
理
」
等
と
言

っ
て
、
こ
れ
を
論
理
的
な
も
の
と



仏教学の学び方4

前
提
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

空

の
思
想
に
つ
い
て
深
入
り
す
る
こ
と
は
、
主
題
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
た
め
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
空

の
性
格
を
示
す
た
め
に
、

四
句
分
別
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
き
た
い
。
四
句
分
別
に
は
種

々
の
型
が
あ
り
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
で
は
、
二
極
と
中
間

の
あ
る
も

の
で

四
句
分
別
を
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
と
を
、
第

一
句
と
第
二
句
と
す
れ
ば
、
第
三
句
は
日
本
人
で
あ

っ
て
同
時
に

ア

メ
リ
カ
人
で
あ
る

人

(
二
世
な
ど
の
二
重
国
籍
者
)、

第
四
句
は
日
本
人
で
も
ア
メ
リ
カ
人
で
も
な
い
人

(例
え
ば
中
国
人
)

の
場
合

で
あ
る
。
か
か
る
場
合

の
四
句
分
別
は
、
論
理
で
割
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
二
極
が
あ

っ
て
も
、
そ
の
中
間
の
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
と
他
と
い
う
場
合

の
如
き
は
、

一
切

の
存
在
は
自
己

(第

一
句
)
と
他

(自
己
な
ら
ざ
る
も
の
、
第
二
句
)
と
に
分
か
れ
る
か
ら
、
中
間
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ

の
場
合
に
、
第
三
句
と
し

て
、
自
で
あ

っ
て
同
時
に
他
で
あ
る
も
の
、
第
四
句
は
自
で
も
な
く
他
で
も
な
い
も

の
と
い
う
風
に
四
句
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
或
い
は

有

と
無
で
言
え
ば
、
有
が
第

一
句
、
無
が
第
二
句
、
亦
有
亦
無
が
第
三
句
、
非
有
非
無
が
第
四
句
で
あ
る
。
そ
し
て
四
句
分
別
の
否
定
と

は
、
有
に
非
ら
ず
、
無
に
非
ら
ず
、
亦
有
亦
無

(有
で
あ

っ
て
同
時

に
無
で
あ
る
も
の
)
に
も
非
ら
ず
、
非
有
非
無

(有
で
も
な
く
無
で

も
な
い
も
の
)
に
も
非
ら
ず
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
間
の
な
い
も
の
の
四
句
分
別
は
、
論
理
で
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
く
に
第
三
句
の

「
有
に
し
て
無
な
る
も

の
」
、

第
四
句
の

「有

に
も
非
ら
ず
無
に
も
非
ら
ざ
る
も

の
」
等
は
論
理
で
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
う
。
空
は
、
こ
れ
ら
の

四
句
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
理
解
は
仏
教

の
研
究
者
に
と

っ
て
も
容
易
で
な
い
。
長
年
に
わ
た

っ
て
考
え
を
め
ぐ

ら
し
、
苦
心
し
て
理
解
を
深
め
て
、
辛
じ
て
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う

「
有
」
と

「無
」
と
は
、

存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、

概
念
で
あ
る
。
(但
し
概
念
も

一
種
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は

言

う
ま
で
も
な
い
)。

こ
の
有
と
無
と
の
二
つ
の
概
念
と
、

こ
の
概
念
を
適
用
し
て
把
握
さ
れ
る
対
象

(存
在
そ
の
も
の
)
と
の
間
に
は

ギ

ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
側
に
、
有
と
無
と
い
う
概
念
が
あ
る
か
ら
、
対
象
界

に
も
そ
れ
に
対
応
す
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る
有

と
無
と
い
う
存
在
が
あ
る
と
考
え
や
す
い
。

し
か
し

「
有
が
あ
る
」
と
は
言
え
る
が
、
「
無
が
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
。

無

は
ほ
ん

ら
い
あ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
有
と
無
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
を
把
握
す
る

「概
念
」
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
対

象
界

に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
対
象
界
は
、
「有
」
と
も
把
握
さ
れ
、
「無
」
と
も
把
握
さ
れ
る
が
、
同
時

に
、
有
に
し
て
無
、

有

に
も
非
ら
ず
無
に
も
あ
ら
ず
と
も
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し

『中
論
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
四
種
類
の
把
握
は
、
対
象
界

の
正
し
い
把
握
で

な
い
と
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
四
句
分
別
の
否
定
で
あ
る
。

こ
の
点
を
理
解
し
易
す
く
す
る
た
め
に
、

有
と
無

の
代
り
に
、
「光
り
と
闇
」

の
関
係
と
し
て
考
え
て
み
る
。

夜
間

で
も
部
屋
に
電
灯

を
と
も
せ
ぽ
、
そ
こ
に
光
り
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
明
る
さ
は
、
日
中
の
白
日
の
太
陽

の
下
の
明
る
さ
に
は
及
ば
な
い
。
し
た
が

っ
て
電

灯
の
と
も

っ
て
い
る
部
屋
に
は
、
な
お
闇
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
部
屋
に
は
、
光
り
と
闇
と
が
同
時

に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ

は
、
光
り
を
第

一
句
、
闇
を
第
二
旬
と
す
れ
ば
、
光
り
と
闇
と
が
同
時
に
あ
る
の
は
第
三
句
に
な
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
観
念
で

は
、
光
り
と
闇
と
は
互
い
に
排
拒
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
同
時
に
同
処
に
あ
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
概
念
と
し
て

は
、
光
り
と
闇
が
同
時
に
あ
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
お
こ
る
の
は
、
光
り
と
闇
と
い
う
概
念
が
、
対
象
界
を
理
解

す
る
の
に
十
分
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

光
り
と
闇
と
い
う
概
念
は
、
相
互
に
相
手
に
依
存
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
相
対
的
存
在
、
す
な
わ
ち
縁
起

に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
互
い
に
相
手
の
中
に
自
己
の
存
在
の
根
拠
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
独
立
し
た
概
念
で
は
な
い
。
し
た

が

っ
て
か
か
る
概
念
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
た

「
光
り
と
闇
」
と
い
う
存
在
が
、
対
象
界
に
存
在
す
る
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
言
う
の

が
、
仏
教
の
立
場
で
あ
る
。
闇
と
は
観
念
で
あ
る
。
闇
と
い
う
も
の
が
、
対
象
界
に
実
在
す
る
の
で
は
な
い
。
常
識
で
は
、
闇
と
い
う
も

の
が
外
界
に
あ
る
と
思

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
人
間
に
と

っ
て
は
闇
で
あ
る
も
の
が
、
夜
間
目
の
見
え
る
昊
や
み
み
つ

く
等
に
と

っ
て
は
、

闇
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
彙
や
み
み
つ
く
に
と

っ
て
は
、
太
陽

の
直
射
日
光

の
方
が
か
え

っ
て
視
力
を
奪
う
と
い
う
。
し
た
が

っ
て

人
間
が
闇
と
し
て
把
握
す
る
も
の
は
、
実
体
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
視
力
と
外
界

の
状
態
と
の
相
対
的
な
関
係
の
中

で
成
立
す
る
も
の
、
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す

な
わ
ち

「縁
起
」
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
四
句
分
別
は
、
『中
論
』
に
な
っ
て
始
め
て
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

原
始
仏
教
の

『
阿
含
経
』
に
も

随
処
に
説
か
れ
て

い
る
。
例
え
ば
人
間
の
受
け
る

「
苦
」

に
つ
い
て
、
こ
れ
は
自
業
自
得
で
あ
り
、
自
分
の
ま
い
た
種
を
自
分
で
刈
る
の
で
あ
る
か
、
或
い

は
他
人

の
行
為
が
原
因
に
な

っ
て
、
そ
の
結
果
自
分
が
苦
を
受
け
る
の
か
、
或
い
は
自
分
と
他
人
の
両
方
の
行
為
が

一
緒
に
な

っ
て
、
そ

の
結
果
自
分
が
苦
を
受
け
る
の
か
、
或
い
は
自
分

の
受
け
る
苦
に
は
、
自
分
に
も
他
人
に
も
原
因
が
な
い
と
見
る
の
か
等
の
問
題
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
或
る
人
が
、
仏
陀

に
た
い
し
て
、

苦
は
自
作
で
あ
る
か

(自
業
自
得
)

と
尋
ね
た
ら
、
仏
陀
は
そ
う
で
は
な
い
と
答
え
た
。

苦
は
他
人
の
作
で
あ
る
か

と
尋
ね
た
ら
、
同
様
に
そ
う
で
は
な
い
と
答
え
た
。

苦
は
自
作
に
し
て
他
作
で
あ
る
か

と
尋
ね
た
ら
、
同
じ
く
そ
う
で
は
な
い
と
答
え
た
。

苦
は
自
作
に
も
非
ら
ず
他
作
に
も
非
ら
ざ
る
や

と
尋
ね
た
ら
、
同
じ
く
そ
う
で
は
な
い
と
答
え
た
。

そ

こ
で
質
問
者
は

そ
れ
で
は
苦
は
存
在
し
な
い
の
か

と
尋
ね
た
ら
、
仏
陀
は

「
苦
は
あ
る
」
と
答
え
た
。

そ

こ
で
質
問
者
は
、

仏
陀

の
答
え
が
理
解
で
き
ず
、
混
乱

に
陥

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
れ
に
た
い
し
て
仏
陀
は
、
「苦

は
縁

に
よ

っ
て
生
ず

る
」
と
答
え
て
、
そ
こ
で
十
二
縁
起
を
説
い
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
に
は
、
苦
に
関
す
る
四
句
分
別
の
否
定
が
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、



そ
し

て
仏
陀
の
説
く

「
縁
起
」
は
、
四
句
を
超
え
た
第
五
の
道
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
、
『阿
含
経
』

に
も
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
四
句
分
別
の
否
定
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仏
教
の
研
究
と
三
種
の
智
慧

こ
の
場
合
、
四
句
分
別
そ
の
も
の
は
形
式
論
理
の
範
囲
内
で
解
釈
し
う
る
と
主
張
す
る
学
者
も
あ
る
が
、
し
か
し
四
句
分
別
の
否
定
ま

で
も
形
式
論
理
の
枠
内
で
解
釈
し
う
る
と
見
る
の
は
無
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
際
、
概
念
の
世
界
と
、
事
実

の
世
界
と
を
区
別
し
て

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
事
実

の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
際
、
仏
教
で
は
聞
慧

・
思
慧

・
修
慧

の
三
種

の
智

慧
を
説
い
て
お
り
、
真
実
の
智
慧
は
修
慧
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
し
か
し
修
慧
と
は
、
禅
定
に
お
け
る
観
法
を
修
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

得
ら
れ
た

「
習
慣
性
と
な

っ
た
智
慧
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我

に
基
く
判
断
で
は
な
い
。
修
慧
は
、
修
行
と
鍛
錬
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た

智
慧

で
あ
る
か
ら
、
自
我
の
執
著
に
支
持
さ
れ
て
い
る
理
性
と
は
同
じ
で
な
い
。
日
常
的
な
理
性
の
活
動
は
、
三
慧

の
中
で
も
聞
慧

の
段

階
で
あ
り
、
若
干
そ
れ
に
思
慧
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
仏
教

の
教
説
は
、
修
慧
の
段
階
に
至

っ
て
、

正
し
く
理
解
さ
れ
、

そ
の
理
解
が
自
己
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
空

の
理
解
に
し
て
も
、
或
い
は
四
句
分
別
の
否
定
の
理
解

に
し
て
も
、
聞
慧

の
段
階
で
の
理
解
は
、
十
分
な
る
理
解
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

例

え
ば

「無
我
」
の
教
え
に
つ
い
て
言
え
ぽ
、
論
理
的
に
、
固
定
的
な
自
我

の
な
い
こ
と
を
知
る
の
は
、
聞
慧
の
段
階
で
あ
る
。
即
ち

自
己

の
身
体
が
絶
え
ず
老
い
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
何
人
に
も
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
心
理
的
に
も
、
学
問
を
し
た

り
、
経
験
を
深
め
た
り
し
て
、
心
理
的
な
自
己
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
し
か
も
心
の
全
体
が
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

心
の
ど
こ
に
も
、
変
化
し
な
い
常
住
の
自
我
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で

「無
我
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
無
我
の
上

に
、
種
々
の
心
理
的

・
身
体
的
な
力
が
集

っ
て
人
格
が
成
立
し
、
認
識
主
観
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
で
も
認
め
て
い
る
。
こ
れ

を

「
仮
我
」
(℃
邑

§
℃
8

と
言

っ
て
い
る
。

と
も
か
く
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、

固
定
的
な
自
我
の
な
い
こ
と
を
無
我
と
い
う
の
で
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あ

る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
習
慣
的
に
固
定
的
な
自
我
を
認
め
て
い
る
。
昨
日
の
自
己
と
今
日
の
自
己
と
は
同
じ
で
あ
る
と
、
本
能

的

に
認
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
習
慣
的
に
は
固
定
的
自
我
を
立
て
る
が
、
論
理
的
に
は
無
我
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

若

し
仏
陀
の
教
説
に
基
い
て
無
我
を
認
め
る
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
教
説
に
基
く
理
解
を
聞
慧
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
無
我

の
理
解
を
、
く
り
返
し
く
り
返
し
思
念
す
る
の
が
、
思
慧
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
五
纏
無
我
観
や
縁
起
観
等
に
よ

っ
て
、
禅
定

に
お
い

て
観
法
を
修
し
て
、
無
我
の
理
解
が
深
ま
り
、
理
解
が
全
く
自
己
の
も
の
に
な
っ
た
段
階
が
修
慧
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
研
究
が
聞
慧
の
段
階
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
聞
慧

の
段
階
で

正
し
い
知
見
の
得
ら
れ
る
教
説
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
教
説
に
よ
っ
て
修
慧
の
段
階
に
達
し
な
け
れ
ぽ
、
正
し
い
知
見
の
得
ら
れ

な
い
教
説
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
修
慧
を
得
な
け
れ
ば
正
し
い
知
見
の
得
ら
れ
な
い
教
説
を
、
聞
慧
の
段
階

で
無
理

に
解
釈
し
つ
く
す
こ

と

は
正
し
く
な
い
。

し
た
が

っ
て
聞
慧
の
段
階
で
は
、
聞
慧
で
理
解
で
き
る
範
囲
内
に
研
究
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
聞
慧
で
は
理
解

で
き
な
い
教
説
や
、

不
合
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
教
説
等
は
、
括
孤
の
中
に
入
れ
て
保
留
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
理
に
論
理
で
も

っ
て
解
釈

す

る
の
は
正
し
く
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
括
孤
に
入
れ
た
教
説
も
、
他
日
理
解
が
進
め
ぽ
正
確
な
理
解
に
達
す
る

こ
と
が
期
待
で
き
る

の
で
あ
る
。

と
も
か
く
思
慧
や
修
慧
は
禅
定
の
修
練
に
お
け
る
実
践
的
な
智
慧
で
あ
る
。
『般
若
経
』
に
説
く

「般
若
波
羅
蜜
」
も
修
慧

の

一
種
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
聞
慧
の
段
階
に
お
け
る
仏
教
研
究
に
、
限
界
の
あ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。

釈
尊
の
悟

っ
た
智
慧
は
修
慧
で
あ
り
、
そ
の
立
場
で
教
説
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
い
ま
だ
悟
り
を
得
て
い

な
い
凡
夫
を
、
聞
慧
か
ら
思
慧

・
修
慧
に
誘
引
す
る
善
巧
方
便
が
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
凡
夫
が
仏
陀

の
智
慧

に
入

っ
て
ゆ
く
通
路
は
設

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
聞
慧
で
理
解
で
き
る
教
説
も
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
聞
慧

か
ら
前
進
す
る
に
は
、
修
行
と
い
う
実
践

の
媒
介
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も

一
般
の
著
作
に
お
い
て
も
、
著
者
と
読
者
と
の
間
に
は
智
的
ギ
ャ
ヅ
プ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
著
者
は
そ
の
著
作
の
中

に
お
い
て
、
読
者
を
自
己
と
同
じ
思
想
の
領
域
内
に
誘
引

せ
ん
と
し
て
、
種

々
の
手
段

を
講
じ
て
い
る
で
あ



ろ
う
。
そ
し
て
読
者
が
こ
の
手
段
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
に
乗
ず
れ
ば
、
読
者
は
著
者
の
意
図
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
、

一
段

高
い
立
場
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
仏
教
研
究
の
場
合
に
は
、
経
典
の
意
図
を
理
解
す
る
と
は
聞
慧

の
段
階
に
進
入
し

た
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
修
行
を
積
ん
で
、
そ
の
知
的
理
解
を
自
己
の
も
の
と
す
る
段
階
が
あ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
学
で
も
、
と
く
に
禅
学
を
考
え
る
と
、
書
物
に
よ
る
禅

の
研
究
は
、
禅
の
実
習
の
補
助
的
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
こ
に
は
禅
学
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
禅
学
の
た
め
の
予
備
的
知
識
と
し
て
の

「
仏
教
学
」

に
つ
い

て
、

二
、
三
の
注
意
す
べ
き
点
を
叙
述
し
た
い
と
考
え
る
。

二

文
献
の
取
り
扱
い

9仏 教学の学び方

全
般
的
心
構
え

以
上
は
、
仏
教
の
教
義
、
思
想
を
ど
う
取
扱
う
か
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
文
献
を
正
確

に
読
む
問
題
が
あ
る
。
文

献
を
正
確
に
読
ま
な
く
て
は
、
正
し
い
研
究
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
中
に
は
、
文
章
を
正
し
く
解
読
す
る
こ
と
も
含

ま
れ
る
が
、
そ
れ

以
外

に
、
著
者
の
決
定
や
、
文
献
の
成
立
年
代
、
爽
雑
的
な
思
想

の
混
入
の
有
無
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
仏
教
の
経
典

は
長
年
月
に
わ
た

っ
て
伝
持
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
中
間
に
改
鼠
が
加
え
ら
れ
た
り
、
灌
滅
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
り
し
た
文
献
が
多

い
。
な
か
に
は
偽
経

も
あ
り
、
さ
ら
に
他
人
の
名
に
仮
託
さ
れ
た
文
献
も
あ
る
。
例
え
ば
最
澄
に
仮
託
さ
れ
た
著
作
に
よ

っ
て
、
最
澄
の
研
究
を
し
て
も
、
学

問
的

な
成
果
は
期
待
で
き
な
い
。
故
に
文
献

の
成
立
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
と
、
さ
ら
に
そ
の
文
献
を
正
確

に
読
む
た
め
の
語
学
力
を

身
に

つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
禅
学
の
場
合
に
は
、
語
録
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
特
別
な
漢
文

の
智
識
が
必
要
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
詩
文

の
文
学
的
な
鑑
賞
力
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

も

ち
ろ
ん
仏
教
の
範
囲
は
広
い
か
ら
、
そ
の
全
般
に
わ
た

っ
て
、
完
全
な
文
献
学
的
智
識
を
そ
な
え
る
こ
と
は
容
易

で
な
い
。
し
か
も

パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
、
チ
ベ

ッ
ト
語
、
さ
ら
に
漢
文
に
し
て
も
、
い
つ
れ
も
難
解
な
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
本
格
的
な
研
究
を



仏教学の学び方10

す

る
と
す
れ
ば
、

一
つ
の
言
語
だ
け
で
、

一
生
を
費
し
て
も
足
り
な
い
程
で
あ
る
。
む
し
ろ
語
学
の
勉
強
に
研
究
の
大
半
を
費
し
て
し
ま

っ
て
、
肝
心
の
思
想
の
研
究
に
進
ま
な
い
で
、

一
生
を
終

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
た
が

っ
て
語
学
の
問
題
は
、
自
己

の
能
力
と
、
研
究
に
必
要
な
文
献

の
種
類
と
を
考
慮
し
て
、
準
備
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
完
壁
を
期
す
る
た
め
に
、
か
え

っ
て
不
徹
底

に
終

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
和
辻
哲
郎
博
士
の
名
著

『原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』

の
序
文

に
、

日
本

の
倫
理
思
想
を
研
究
す
る
た
め
に
は
仏
教

の
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
本
仏
教
の
研
究
に
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

っ
て

中
国
仏
教
や
イ
ン
ド
仏
教
の
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
日
本
の
倫
理
思
想

の
研
究
を
志

し
た
和
辻
博
士
が
、
『
原
始
仏
教

の
実
践
哲
学
』
を
著
わ
さ
れ
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
和
辻
博
士
の
如
く
す
ぐ
れ
た

才
能

の
所

有
者
で
あ
る
か
ら
、
パ
ー
リ
語
を

マ
ス
タ
ー
し
、
原
始
仏
教
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
研
究
を
纒
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
般
の
学

者

に
は
真
似

の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

和
辻
博
士
は
そ
の
後
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
研
究
や
、
大
乗
仏
教
、
と
く
に
法
華
経

の
研
究
等
で
斬
新
な
研
究
成
果
を
挙
げ
た
。
し
か

し
中
国
仏
教
や
日
本
仏
教
に
関
し
て
は
、
組
織
的
な
研
究
成
果
は
見
ら
れ
な
い
。
注
目
す
べ
き
も

の
と
し
て

「沙
門
道
元
」
が
あ
る
。

こ

れ

は
学
界

の
注
目
を
集
め
た
が
、
そ
の
外
に
は
特
に
注
目
す
べ
き
研
究
成
果
は
見
当
ら
な
い
。
和
辻
博
士
が
日
本
思
想
の
研
究
を
志
向
し

な
が
ら
、
日
本
仏
教
に
つ
い
て
思
想
史
的
研
究
に
、
特
に
注
目
す
べ
き
成
果
の
少
な
か

っ
た
の
は
、
日
本
仏
教

の
教
理
史
的
研
究
が
極
め

て
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
思
う
が
、
同
時
に
和
辻
博
士
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
才
能

の
所
有
者

で
も
、
仏
教
の
す
べ

て
を

マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
故
に
わ
れ
わ
れ
が
研
究
を
進
め
る
場
合
に
は
、
自
己
の
研
究
対

象
、
研
究
領
域
を
は
っ
き
り
と
見
極
め
て
、
能
力
に
応
じ
て
研
究
対
象
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
専
門
以
外
の
領
域

に
つ
い
て
は
、
概
説
書
で
智
識
を
補
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
史
や
仏
教
概
論
等
に
よ

っ
て
、
イ
ン

ド
仏
教
か
ら
日
本
仏
教
ま
で
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
正
し
い
智
識
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
仏
教
全
体

の
教
理
を
知
る
た

め
に
は
、
凝
然
の

『
八
宗
綱
要
』
等
に
よ
っ
て
、

教
理

の
理
解
を
得
る
の
が
よ
い
。
『
八
宗
綱
要
』
は
古
典
で
あ
る
が
、

現
代
で
も
仏
教
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の
教

理
を
知
る
に
は
第

一
級
の
書
で
あ
る
。
『
八
宗
綱
要
』

に
は
、

講
義
や
解
説
書
が
多
く
著
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ら
を
い
ろ
い

ろ
読

み
く
ら
べ
て
見
る
と
よ
い
。

一
冊
の
本
だ
け
で
、
す
べ
て
を

マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
い
く
つ

か
の
書
物
を
読
み
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
が
深
ま
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ

に
仏
教
文
献

の
主
な
る
も
の
を
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
初
学
者
の
た
め
に
は
、

水
野

・
中
村

・
平
川

・
玉
城
編

『仏
教
解
題
事
典
』
春
秋
社
刊

が
手
頃
な
大
い
さ
で
よ
い
と
思
う
。
詳
し
い
も
の
と
し
て
は
、
大
東
出
版
社
の

『
仏
教
解
説
大
辞
典
』
が
あ
る
。
そ
の
他
の
辞
書
類
に
つ

い
て
は
、
近
刊
の

平

川
彰
編

『仏
教
研
究
入
門
』
大
蔵
出
版
社

を
参

照
さ
れ
た
い
。

な
お
こ
れ
と
同
種

の
も
の
に
、

大
谷
大
学
仏
教
学
会
編

『仏
教
学

へ
の
道
し
る
べ
』、
及
び
深
浦
正
文
著

『
仏
教
研

究
法
』

等
が
あ
り
、
さ
ら
に
諸
学
者

の

『仏
教
入
門
』
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
小
論
に
、
文
献
を
詳
し
く
挙
げ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、

示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
仏
教
関
係
の

『著
作
目
録
』
や

「
論
文
目
録
』
を
注
意
し
て
し
ら

べ
、
自
己
の
研
究

に
関
係

す
る
参
考
文
献
を
調
べ
て
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
参
考
書
や
関
係
論
文
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
自
分
が
新
学
説
を
発
見
し
た
と
思

っ
て

も
、

す
で
に
他
の
学
者
に
よ

っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
価
値

は
半
減
す
る
。
し
か
も
研
究
は
こ
れ
ま
で
の
学
者
の
研
究
成
果

を
正
当
に
尊
重
し
、
そ
の
上
に
立
脚
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
研
究
成
果
は
、
で
き
う
る

限
り
探
索
し
、
そ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
研
究
は
、
あ
く
ま
で
直
接
資
料
に
基
い
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
者

の
研
究
成
果
を
適
当
に
ま
と
め
れ
ぽ
よ
い

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
自
己
の
研
究
に
独
創
性
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
直
接
資
料
を
解
読
す

る
語
学
力
を
養
う

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
語
学
を
マ
ス
タ
ー
す
る
の
は
容
易
で
な
い
の
で
、
及
ぼ
な
い
点

は
、
信
頼
に
足
る
学
者
の
翻
訳
を
利
用

す
る
必
要
が
あ
る
。
自
力
で
解
読
で
き
る
場
合
で
も
、
す
で
に
翻
訳
が
発
表
さ
れ
て
お
れ
ぽ
、
そ
れ
を
参
照
し
、
自
己

の
勉
強
に
役
立
て
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る

の
が
正
し
い
研
究
態
度
で
あ
る
と
思
う
。

さ
ら
に
諸
学
者

の
研
究
成
果
に
つ
い
て
も
、
自
ら
直
接
資
料
に
基
い
て
研
究
し
た
結
果
と
、
諸
学
者

の
研
究
成
果
と
を
比
較
し
て
検
討

す

る
と
よ
い
。
そ
れ
に
よ

っ
て
諸
学
者
の
研
究
の
仕
方
、
特
色
な
ど
が
自
然
に
会
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
学
者
の
研
究
成
果
だ
け
を
見

る
と
、

博
引
傍
証
で
、

す
ば
ら
し
い
研
究
の
如
く
見
ら
れ
る
場
合
で
も
、

実
際
に
調
べ
て
見
る
と
、

孫
引
き
で
う

ま

っ
て
い
た
り
、
引

用
ペ
ー
ジ
の
誤
り
な
ど
が
多

い
も

の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
点
は
、
自
分
で
原
典
を
研
究
し
、
そ
れ
を
諸
学
者

の
研
究
成
果
に
照
し
あ
わ
せ

て
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
わ
か
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
研
究
を
自
分
で
や
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
、
周
辺
の

研
究
は
他
の
学
者
の
研
究
成
果

に
依
拠
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
は
、
確
実
な
研
究
成
果

に
拠
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

そ

の
た
め
に
は
ど
の
研
究
が
確
実
で
あ
る
か
を
判
別
す
る
能
力
を
函
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
流
の
研
究
成
果

を
見
抜
く
力

の
あ
る

人

は
、

一
流
の
研
究
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
能
力
を
養
う
た
め
に
は
、
上
述
の
如
く
、
自
ら
第

一
資
料
を
研
究
し
つ
つ
、
諸
学
者

の
研
究
成
果
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
然
に
会
得
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

と
も
か
く
大
学
院
の
修
士
課
程
に
在
学
す
る
時
代
に
は
、
自
己
の
研
究
領
域
に
お
け
る
在
来
の
研
究
成
果
を
広
く
学
習
す
る
こ
と
が
大

切

で
あ
る
。
修
士
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
広

い
知
見
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
博
士
課
程
は
、

独
創
的
な
研
究
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
博
士
論
文

に
は
独
創
的
な
知
見
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
院
の
学
則
に

も
、
修
士
課
程
に
つ
い
て
は
、
「修
士
課
程
は
、

広

い
視
野

に
立

っ
て
精
深
な
学
識
を
修
め
、

専
攻
分
野
に
お
け
る
理
論
と
応
用
の
研
究

能

力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
う
た
わ
れ
て
お
り
、
専
門
分
野
に
つ
い
て
、
広
く
研
究
し
、
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て

「博
士
課
程
は
、
独
創
的
研
究
に
よ
っ
て
、
従
来
の
学
術
水
準

に
新
し
い
知
見
を
加
え
、
専
攻
分
野
に
関
し
て

研
究
を
指
導
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
等
と
規
定
さ
れ
、
独
創
的
な
研
究
を
な
し
う
る
学
力
を
養
う

こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
修
士
の
時
か
ら
、
あ
ま
り
狭
い
範
囲
に
研
究
を
限
定
し
て
し
ま
う
と
、
修
士
論
文

に
は
立
派
な
成
果
が
ま
と
ま
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
他
日
の
大
成
を
期
待
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
よ
う
に
思
う
。
故
に
修
士
の
時
代
か
ら
心
掛
け
て
、
広
い
視
野
に
立

っ



て
勉
強
を
し
、
基
礎
的
学
力
を
豊
富
に
蓄
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

よ
う

に
心
掛
け
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
他
日
、
ど
の
方
向

へ
も
自
己
の
研
究
を
進
め
て
行
き
う
る
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仏
教
文
献
の
特
色

仏
教
研
究

の
文
献
と
し
て
は
、
パ
ー
リ
語
文
献

・
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
文
献

・
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献

・
漢
文
文
献
等
が
主
な
る
も
の
で
あ

る
。

さ
ら
に
日
本
仏
教

の
研
究
に
は
和
文
の
文
献
も
あ
り
、
近
代
の
西
欧
学
者
の
研
究
成
果
も
重
要
な
参
考
文
献
で
あ

る
。

こ

の
中
、
パ
ー
リ
語

の
文
献
は
、
原
始
仏
教
の
研
究
や
、
上
座
部
の
教
理
を
研
究
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
。
仏
教
の
古
い
形
が
パ
1
リ

語
で
保
存
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
釈
尊

の
思
想
を
知
る
た
め
に
は
、
パ
ー
リ
語
の
文
献
を
読
む
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
阿
含
経

に
は
、
漢
訳
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典
も
あ
る
か
ら
、
原
始
仏
教
の
研
究
に
は
漢
訳
の
阿
含
経
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
阿
含
経
は
、
チ
ベ
ヅ

ト
訳

に
も
少
し
で
あ
る
が
翻
訳
が
存
在
す
る
。

サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

の
文
献
は
、
仏
教
が
イ
ン
ド
で
ほ
ろ
び
た
た
め
に
、
完
全
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
ネ
パ
ー
ル
に
は
サ
ン

ス
ク
リ

ッ
ト
語
の
大
乗
経
典
や
、
密
教

の
経
典
が
多
数
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
や
、
ギ
リ
ギ

ッ
ト
や
チ
ベ

ヅ
ト
、
そ
の
他
で
発
見
さ
れ
た
経
論
が
か
な
り
の
量
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
阿
含
関
係
の
経
典
も
あ
る
。
故

に
研
究
を
は
じ
め
る
前
に
、
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
研
究
資
料
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
て
お
き
、
遺
漏

の
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る

必
要
が
あ
る
。
と
く
に
大
乗
仏
教
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
研
究
、
律

の
研
究
、
密
教
の
研
究
等
に
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
文
献
の
存
在
を

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
(拙
著

『
イ
ソ
ド
仏
教
史
』
上
巻
三
七
六
頁
以
下
に
大
体

の
こ
と
は
記
し
て
お
い
た
)。

つ
ぎ
に
チ
ベ

ヅ
ト
語

の
文
献
は
、

チ
ベ
ヅ
ト
大
蔵
経
が
多
数
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
分
量
の
点
で
も
漢
訳
大
蔵
経
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
多

数
に
あ
る
。
チ
ベ
ヅ
ト
仏
典
と
漢
訳
仏
典
と
は
、
相
互

に
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
仏
教
の
前
半
の
資
料
は
、
漢
訳
仏

典
に
重
要
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
後
半
の
資
料
は
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国

へ
の
大
蔵
経

の
翻
訳
は
玄
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美

(六
〇
二
ー
六
六
四
)
を
頂
点
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
義
浄

(六
三
五
ー
七

一
三
)

の
翻
訳
、
さ
ら
に
不
空
等

の
密
教
経
論

の

翻
訳
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
宋
の
時
代
に
も
経
論
の
訳
出
は
な
さ
れ
て
お
り
、
分
量
的
に
は
翻
訳
は
盛
ん
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
義
浄
以
後
の
訳
出
経
論
は
、
中
国
仏
教
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
唐
末
に
会
昌
の
破
仏

(
八
四
三
)
が

あ

っ
て
、
仏
教
は
全
体
と
し
て
衰
え
た
が
、
と
く
に
唐
中
期
に
新
し
く
伝
来
し
た
密
教
は
、
会
昌
の
破
仏
以
後
復
興

の
力
を
持
た
な
か

っ

た

の
で
あ
る
。
会
昌
の
破
仏
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本

の
円
仁
の
入
唐
時
代
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
円
仁
は
帰
国
で
き
ず
、
中
国
に
な
が

く
留
ま

っ
た
。
そ
の
た
め
に
か
え

っ
て
密
教
を
広
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
と
も
か
く
中
国
の
密
教
は
、
最
澄
や
空
海
、
円
仁

・
円
珍
等

に
よ

っ
て
、
日
本
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
将
来
せ
ら
れ
、
日
本
に
お
い
て
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宋
以
後

の
中
国
仏
教
は
禅
宗

と
浄
土
教
が
主
流
と
な

っ
た
た
め
に
、
宋
代

に
は
密
教
経
典
が
多
数
に
翻
訳
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
中
国
仏
教
に
ほ
と
ん
ど
影

響
を
与
え
な
か
っ
た
。

し
た
が

っ
て
義
浄
以
後
の
翻
訳
経
論
は
、
若
干
の
も
の
を
除

い
て
、
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
中
国
仏
教
が
イ
ソ
ド
仏
教
と
関
係
を
絶

っ
た
あ
と
で
、
チ
ベ
ッ
ト
は
イ
ン
ド
仏
教
と
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン

ド
仏
教
が
ほ
ろ
び
た
後
に
は
、
そ
の
遺
産
を
全
的
に
受
け
つ
ぎ
、
チ
ベ
ヅ
ト
仏
教
、
ラ
マ
教
と
し
て
発
展
し
、
現
在

に
至

っ
て
い
る
。

チ

ベ

ッ
ト
に
仏
教
が
伝

っ
た
の
は
七
世
紀
で
あ
る
が
、
本
格
的
に
流
入
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
チ
ソ
ソ
デ
ツ
ァ
ン
王

(七
四
ニ
ー
七
九

七
)

の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
は
、
不
空

(
七
〇
五
ー
七
七
四
)
の
密
教
経
典
の
漢
訳
が
終

っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
国
家
事
業
と
し
て
、
仏
教

の
受
容
や
経
論

の
翻
訳
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
も
中
国
人
が
あ

ま
り
関
心
を
持
た
な
か
っ
た

「
因
明
」
の
仏
教
や
、
清
弁
や
月
称
以
後
に
発
達
し
た
後
期
中
観
派
の
思
想
、
さ
ら
に
後
期
喩
伽
行
派
の
思

想

等
が
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
好
み
に
合
致
し
た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
論
書
が
多
数
に
翻
訳
さ
れ
、
盛
ん
に
研
究
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

密

教
が

チ
ベ
ヅ
ト
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
主
流
と
な

っ
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

因
明
の
論
師
と
し
て
は
、
陳
那
と
法
称
が
重
要
で
あ
る
が
、
陳
那
の
著
作
は
真
諦
や
玄
　

・
義
浄
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
。
と
く
に
陳
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那

の
主
著
で
あ
る

『集
量
論
』
も
四
巻
と
し
て
、
義
浄

に
よ

っ
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
法
称
の
著
作
は
漢
訳
さ
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し

『集
量
論
』
は
中
国
で
は
研
究
す
る
人
が
な
か

っ
た
た
め
か
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
そ
の
他
の
因
明
の
論
書
も
、
中
国
で
は
あ
ま

り
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
清
弁
の

『
般
若
灯
論
』
や
、
安
慧

の

『大
乗
中
観
釈
論
』
な
ど
も
、
漢
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
中
国

仏
教
者
に
は
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
著
作
は
因
明
を
研
究
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

後
期
中
観
派

の
著
作
や
、
後
期
喩
伽
行
派
の
著
作
は
、
若
し
中
国
仏
教
者
が
熱
心
に
研
究
し
た
と
す
れ
ば
、
宋
代
に
翻
訳
さ
れ
て
も
よ
か

っ
た

の
で
あ
る
。

宋
の
太
宗

(九
七
六
ー
九
九
七
在
位
)

は
仏
教
の
復
興
を
計
り
、

そ
れ
に
よ

っ
て
法
天

・
天
息
災

(法
賢
)、
施
護
等

が
来
朝
し
、
仏
典
の
翻
訳
を
再
開
し
た
。
そ
し
て
宋
代
に
六
〇
〇
巻
近
い
経
論
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
後

期
の
中
観
派
や
喩

伽
行
派
、
さ
ら
に
法
称
等
の
因
明
の
著
作
等
が
中
国
に
翻
訳
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
中
国
仏
教
者
が
こ
れ
ら
の
論
書

に
関
心
を
示
さ
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
宋
代
は
言
う
ま
で
も
な
く
禅
宗

の
最
も
盛
ん
な
時
代
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
七
世
紀
ご
ろ
よ
り
以
後
の
イ
ン
ド
仏
教
の
論
書
は
中
国
仏
教
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

チ
ベ

ッ
ト
仏
教
に
は
翻
訳

さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
い
る
。
故
に
後
期
の
イ
ン
ド
仏
教
を
研
究
す
る
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
資
料
を
第

一
資
料
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
イ
ン
ド
の
仏
教
が
ほ
ろ
び
た
後
に
も
、
チ
ベ

ッ
ト
仏
教
は
存
続
し
、
多
く
の
学
派
に
分
れ
て
発
展
し
、
プ
ト
ソ
や
ツ
ォ
ン
カ
バ
等

の
学
僧
が
輩
出
し
、
チ
ベ

ッ
ト
仏
教
独
自
の
教
理
が
形
成
さ
れ
た
。
現
在
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

今
後

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
研
究
が
長
足
に
進
歩
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
仏
教
研
究
の
資
料
に
は
、
パ
ー
リ
語
文
献
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
献
、
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
、
漢
文
文
献
等
が
あ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ

に
資
料
は
彪
大
で
あ
り
、
簡
単
に
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
こ
こ
に
は
漢
文
文
献
に
限

っ
て
、
要
点
を
示
す
に
と

ど
め
た
い
。

漢
文
仏
典
の
特
色
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漢
文
の
仏
典
は
、
イ
ン
ド
よ
り
翻
訳
せ
ら
れ
た
経
論
と
、
中
国
撰
述

の
論
書
と
に
分
か
れ
る
。
両
者
を
合
し
て
大
正
大
蔵
経
で
は
第

一

巻

よ
り
五
五
巻
ま
で
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
全
部
で
二

一
五
八
部
で
あ
る
。
こ
の
外
に
大
正
大
蔵
経
第
八
五
巻
古
逸

部

・
疑
似
部
が
あ
り
、

敦
煙
写
本
等
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
で
も

っ
て
、
イ
ン
ド
撰
述

の
漢
訳
経
論
は
、
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
正
大
蔵
経
に
お
さ

め
る
中
国
撰
述
の
仏
典
は
不
完
全
で
あ
る
。
こ
の
外
に
卍
大
蔵
経
の
続
蔵
経
が
あ
り
、
こ
こ
に
中
国
撰
述
の
仏
典
が
多
数

に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
明
版
大
蔵
経
の
続
蔵

・
又
続
蔵
等
に
も
、
他
に
見
ら
れ
な
い
中
国
の
仏
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
で
も

っ

て
中
国
撰
述
の
仏
典
が
尽
く
さ
れ
る
筈
は
な
い
か
ら
、
他
の
方
面
か
ら
も
、
で
き
る
限
り
の
手
段
を
講
じ
て
資
料
の
入
手
を
計
ら
ね
ば
な

ら

な
い
。
そ
れ
に
は
近
年
中
華
民
国

(台
湾
)
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
仏
書
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
翻
訳
経
論
に
つ
い
て
見
る
と
、
翻
訳
の
場
合
は
訳
者
と
訳
時
を
決
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
真
正

の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
翻
訳
年
代
が
確
定
す
れ
ば
、
そ
の
経
典
が
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
下
限
を
確
定
す
る
こ
と

が

で
き
る
し
、
同
時
に
そ
の
経
典
が
中
国
仏
教
に
与
え
た
影
響
の
は
じ
ま
り
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
六
世
紀
に
訳
出
さ
れ
た
経

典
が
、
四
世
紀

の
中
国
仏
教
に
影
響
を
与
え
る
筈
は
な
い
。
故
に
経
典

の
訳
者
と
訳
時
を
決
定
す
る
こ
と
が
研
究

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

例
え
ば
、
中
国
に
仏
典
が
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
後
漢
の
明
帝
の
時
で
あ
り
、
最
初

に
訳
出
せ
ら
れ
た
経
典
は

『四
十
二
章
経
』
で
あ

っ

た
と
い
う
伝
説
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
漢
の
明
帝
が
夢
に
金
人
を
見
て
、
使
を
大
月
支
に
遣
わ
し
、
迦
摂
摩
騰

・
竺
法

蘭
を
洛
陽
に
招
き
、
四
十
二
章
経
を
訳
せ
し
め
た
と
い
う
伝
説
は
、
歴
史
的
事
実
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
説
が
学
界
で

も
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
明
帝

(五
七
-
七
五
在
位
)

の
時
代

に
経
典
が
中
国

に
翻
訳
せ
ら
れ
た
と
い
う
説
は
正
し
く
な
い
。

経
典
が

中
国
に
翻
訳
せ
ら
れ
た
年
代
は
、

そ
れ
よ
り
約
百
年
お
く
れ
る
の
で
あ
り
、

後
漢

の
桓
帝

(
一
四
六
-

一
六
七
在
位
)
、
霊
帝

(
一
六
八
ー

一
八
九
在
位
)

の
時
代

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
安
息
よ
り
安
世
高
が
来
つ
て
、
小
乗

の
経
論
三
十
余
部
を
訳
出
し
、

つ
い
で
月
支
よ
り
支
婁
迦
識
が
来

つ
て
、
大
乗
の
経
典
十
余
部
を
訳
出
し
た
。

こ
れ
が
中
国

に
仏
典
が
訳
出
せ
ら
れ

た
最
初
で
あ
る
。

経
典

の
訳
出
に
つ
い
て
は
大
正
大
蔵
経
に
は
、

い
ち
い
ち
の
経
典

に
、
そ
の
訳
者
が
示
さ
れ
て
お
り
、
訳
者
不
明

の
場
合
は

「
失
訳
」
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と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
大
蔵
経
の
訳
者
の
比
定
は
、
主
と
し
て
智
昇
の

『
開
元
釈
教
録
』

の
記
述

に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
必
ら
ず
し
も
正
確
で
な
い
。
『開
元
釈
教
録
』
は
そ
れ
以
前
の
諸
経
録
を
は
じ
め
、

種

々
の
資
料
を
精
査
し
て
、

訳
者
を
決
定
し
て

い
る
の
で
、
大
部
分
に
つ
い
て
は
開
元
録
の
比
定
で
よ
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
す
べ
て
が
彼
の
比
定
で
よ
い
と
言
う

の
で
は
な
い
。
な

お
研
究
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。
翻
訳
経
典
の
訳
者
の
決
定
に
は
、
内
容
的
に
は
訳
語
や
訳
文
を
検
討
し
、
さ
ら
に
経
録
や
高
僧
伝

の
記
述

等
を
参
照
し
て
判
定
す
る
。
「経
序
」
や

「訳
出
後
記
」
、
そ
の
他
の
資
料
が
あ
る
も
の
は
、
勿
論
そ
れ
ら
を
も
参
照
す

る
。
と
く
に

「経

録
」

の
記
述
を
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
古

い
時
代

の
訳
経
に
は
、
道
安

(ゴ
ニ

四
-
三
八
五
)

の

『綜
理
衆
経
目
録
』
が
あ
り
、

こ
れ
が
最
も
信
頼
さ
れ
る
。
こ
の
経
録
は
現
存
し
な
い
が
、
僧
祐

(四
四
五
-
五

一
八
)

の

『
出
三
蔵
記
集
』

に
そ
の
ま
ま
含
ま
れ
て
い

る
か
ら
、
僧
祐
録
を
仔
細
に
見
る
な
ら
ば
、
道
安
録
の
実
際
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の

『
四
十
二
章
経
』

の
こ
と
も
、
僧
祐
録
は

『
四
十

二
章
経
』
の
訳
出
を
事
実
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

道
安
録
に
は
こ
の
記
述
の
な
か

っ
た
こ
と
を
、

僧
祐
録
が
こ
と
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
僧
祐
の

『
出
三
蔵
記
集
』
も
、
訳
者

の
比
定
に
は
慎
重
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か
ら
、
か
な
り
信
頼
し

て
よ
い
経
録
で
あ
る
。

大
正
大
蔵
経
五
十
五
巻
に
は
、
『出
三
蔵
記
集
』
に
つ
づ
い
て
、

法
経
等
撰
の

『
衆
経
目
録
』、

彦
瑳
撰
の

『衆
経
目
録
』、
静
泰
撰

の

『
衆
経
目
録
』
と
、
同
名

の
三
種
の

『衆
経
目
録
』
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
同
名
の
経
録
で
あ
る
た
め
に
、

選
者

に
よ

っ
て
呼
称
を

変
え

て
、
「
法
経
録
」
「
彦
線
録
」
「静
泰
録
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

彦
珠
録
は
仁
寿
年
間
に
作
ら
れ
た
の
で

「仁
寿
録
」
と
も
い
う
。

さ

ら
に
法
経
録
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
、

費
長
房
に
よ
っ
て

『
歴
代
三
宝
紀
』
が
作
ら
れ
て
い
る
。
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
、

釈
迦
入
滅

の
年
代

等
に

つ
い
て
も
、
諸
説
を
調
べ
て
出
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
世
の
仏
滅
年
代
論

の
典
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
特
徴
の
あ
る
経
録
で
あ
る
コ

し
か
し
記
録
に
杜
撰
な
点
が
あ
り
、
内
容
が
信
頼
さ
れ
な
い
ぼ
か
り
で
な
く
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
経
録
に
影
響
を
与
え
た
た
め
、
禍
根
を

残
す

こ
と
と
な

っ
た
。
さ
き
の
僧
祐
の

『
出
三
蔵
記
集
』
が
、
訳
者

・
訳
時
を
決
定
す
る
の
に
余
り
に
慎
重
で
あ

っ
た
た
め
、
少
し
で
も

疑
問

の
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て

「
失
訳
」
と
し
て
し
ま

っ
た
の
で
、

失
訳
経
が
非
常
に
多
く
な

っ
た
。
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
、

こ
の
僧
祐
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が

「失
訳
」
と
し
て
残
し
た
経
典
を
、
た
い
し
た
根
拠
も
な
い
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
者
に
割
り
振
り
、
訳
経
者
の
訳
経
を
非
常
に
多
く

水
増
し
し
て
い
る
。
例
え
ば

『出
三
蔵
記
集
』
で
は
、

安
世
高
の
訳
経
は

「
三
十
四
部
四
十
巻
」、

支
婁
迦
識
の
訳
経
は

「
十
三
部
二
十

七
巻
」

で
あ
る
が
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
で
は
、
安
世
高

の
訳
経

「
一
百
七
十
六
部

一
百
九
十
七
巻
」、
支
婁
迦
識
の
訳
経
は

「
二
十

一
部
六

十
三
巻
」

に
増
大
し
て
い
る
。
と
く
に
安
世
高
の
訳
経
の
増
加
が
著
し
い
。
し
か
し
費
長
房
が
こ
の
よ
う
に
訳
経
を
増
加
し
た
こ
と
に
は
、

確

か
な
根
拠

は
見
当
ら
な
い
も

の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
安
世
高

・
支
婁
迦
識

の
場
合
だ
け
で
な
く
、
他
の
訳
経
家
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
後

の
経
録
で
は
、
費
長
房
の
増
加
し
た
も
の
で
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
も

の
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
な

お
除
か
れ
て
い
な
い

も

の
が
多

い
。
さ
き

の

『開
元
釈
教
録
』
で
も
、

安
世
高
の
訳
経
は

「
九
十
五
部

一
百
十
五
巻
」
、

支
婁
迦
識

の
訳
経
は

「
二
十
三
部
六

十
七
巻
」
を
数
え
て
お
り
、
『出
三
蔵
記
集
』
に
較
べ
る
と
、

安
世
高
で
は
三
倍
弱
に
な

っ
て
い
る
。

中
国
で
の
大
蔵
経

の
開
版
は
宋
代

の
は
じ
め
か
ら
で
あ
る
が
、
大
蔵
経
を
開
版
す
る
に
際
し
、
翻
訳
者

の
決
定
に
専
ら
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は

『
開
元
釈
教
録
』
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
そ
の
後
の
大
蔵
経
の
出
版
で
も
、
受
け
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
大
蔵
経
の
示
し
て
い
る
訳
者
は
、
な
お

検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
か
ら

『
歴
代
三
宝
紀
』

の
記
述
は
す
べ
て
荒
唐
無
稽
で
あ
る
か
と
い
え
ぽ
、
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば

『善
見
律
毘
婆

抄
』

の
訳
出
に
際
し
て
紹
介
し
て
い
る

「衆
聖
点
記
」

の
説
は
、
『
三
宝
紀
』

の
み
に
出
る
の
で
あ
る
が
、

確
か
な
資
料
に
拠

っ
た
も

の

で
あ
る
こ
と
が
、
学
界
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
外
に
も

『三
宝
紀
』
の
真
諦
三
蔵
の
訳
経
録
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
高
く
評
価
す
る

学
者
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
資
料
に
つ
い
て
は
、
ヶ
イ
ス
・
パ
イ

・
ヶ
イ
ス
で
慎
重
に
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
出
三
蔵
記
集
』
に
つ
づ
い
て

『法
経
録
』
が
正
確
な
経
録
と
し
て
、

学
者

の
信
頼
を
博
し
て
い
る
。

た
し
か
に

『法
経
録
』
は
調
べ

の
行
き
と
ど
い
た
経
録
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
法
経
等
の
大
興
善
寺
の
翻
経
衆
の
合
作
で
あ
る
か
ら
、
協
同
作
業

の
弱
点
を
も
含
ん

で
い
る
。
例
え
ば
そ
の

「
衆
律
異
訳
」

の
中
に
、
羅
什
訳
と
し
て

「
菩
薩
戒
本

一
巻
」
を
挙
げ
な
が
ら
、
同
じ
く

「
衆
律
疑
惑
」
に

「梵

網
経
二
巻
」
を
挙
げ
て
い
る
。

一
般
に
は

『梵
網
経
』
の
下
巻
が
、
羅
什
訳

「
菩
薩
戒
本
」

に
相
当
す
る
と
見
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
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ら
、

こ
の
よ
う
に
二
本
を
挙
げ
る
の
は
、
手
分
け
し
て
行

っ
た
調
査
の
不
徹
底
と
思
わ
れ
る
。

'な
お
法
経
録

・
仁
寿
録

・
静
泰
録
等
の

『衆
経
目
録
』
で
は
、
そ
れ
ら
の
内
容

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
細
か
な
点

で
微
妙
な
相
違
が

あ
る
か
ら
、
入
念

に
比
較
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
に
も
経
録
は
多

い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
経
録
の
特
徴
を
見
極
め
て
利
用
す

る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば

『大
唐
内
典
録
』
は

『歴
代
三
宝
紀
』
を
踏
襲
す
る
点
が
多

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
著
者
道
宣
は
す
ぐ
れ
た

歴
史
家
で
あ

っ
た
た
め
に
、
彼
自
身

の
発
揮
も
多
い
点
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に

『大
周
刊
定
衆
経
目
録
』

は
十
五
巻
と
い
う

大
部

の
経
録
で
あ
る
が
、
則
天
武
后

の
勅
命
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
極
め
て
杜
撰
な
経
録
で
あ
る
。
こ
れ
を
重
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
或
い

は

『
開
元
釈
教
録
』
は
、
そ
の
成
立
年
代
の
制
約
の
た
め
に
、
義
浄
の
訳
出
経

に
つ
い
て
は
不
完
全
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
注
意
す
べ
き

で
あ

る
。

そ
の
完
全
な
目
録
は
、

次
の

『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
に
拠
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ

の
後
に
は

『
続
貞
元
釈
教
録

一

巻
』
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後

の
宋
代
ま
で
の
訳
経
に
つ
い
て
は
、
経
録
で
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
欠
け
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
、
宋

・
元

・
明
の
諸
大
蔵
経
版
本

の
目
録
や
、
金
刻
大
蔵
経
に
収
め
ら
れ
る
惟
浄

の

『大
中
祥
符
法
宝
録
』
そ

の
他
に
よ
っ
て

調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

漢
訳
大
蔵
経
の
特
徴
は
、
訳
出
年
代
が
古
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
紀
百
五
十
年
頃
か
ら
は
じ
ま
る
た
め
に
、
大
乗
仏
教
の
出
現
に

非
常

に
近
い
。
し
か
も

一
つ
の
経
典

に
異
訳
が
多
い
。
例
え
ば
般
若
経
に
つ
い
て
見
る
と
、
支
婁
迦
識
訳
の

『道
行
般
若
経
』
か
ら
、
玄

　
の

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
六
百
巻
に
至
る
ま
で
、
多
数
の
般
若
経
が
訳
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
小
品
般
若
経

・
大
品
般
若
経

・
金
剛

般
若
経

・
般
若
心
経
等
に
は
、
多
数

の
異
訳
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
並
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
般
若
経

の
発
展
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
過
去
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
般
若
経
の
起
源
、
ひ
い
て
は
大
乗
仏
教

の
発
生
に

つ
い
て
の
推
定
を
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

或

い
は
法
華
経
の
場
合
で
も
、
竺
法
護
訳
と
羅
什
訳

・
添
品
法
華
経
等
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
華
経

の
成
立
に
つ
い
て
、
実

に
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
原
則
と
し
て

「
一
経

一
訳
」

で
あ
り
、
し
か
も
訳
出
年
代
が
遅
い
た
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め

に
、
経
典

の
原
始

の
形
は
保
存
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
経
典

の
成
立
経
過

の
研
究
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
役
立

つ
点
が
少
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
チ
ベ
ヅ
ト
訳
は
直
語
訳
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
言
葉

の
性
質
上
、
チ
ベ
ヅ
ト
訳
か
ら
サ
ソ
ス
ク
リ
ヅ
ト
原
典
の
形
を

推
定
し
う
る
点
が
大
き
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
イ
ソ
ド
仏
教
研
究
に
さ
い
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典

の
残
る
も

の
が
少
い
現
在
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
経
典
の
価
値

は
高

い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
原
典
は
、
分
量
の
少
い
こ
と
が
難
点
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
原
典
で
あ
る
た
め
に
、
大
乗
仏
教

の
研
究
に
は
、

サ

ソ
ス
ク
リ

ヅ
ト
原
典
の
価
値
は
無
視
で
き
な
い
。
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
研
究
の
中

心
に
据
る
ぺ
き
で
あ

る
。
し
か
し
写
本
の
成
立
年
代
が
新
し
い
た
め
に
、
後
世

の
改
変
が
大
き
い
。
し
た
が

っ
て
サ
ン
ス
ク
リ

ヅ
ト
原
典

は
、
経
典

の
原
初

の

形
態
を
保
存
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
点
は
漢
訳
資
料
に
分
が
あ
る
と
思
う
。

以
上
、
梵

・
漢

・
蔵
、
そ
れ
ぞ
れ
に
資
料
的
特
色
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
長
所
と
欠
点
之
を
よ
く
見
き
わ
め
て
、
研
究
に
利
用
す
べ

き

で
あ
る
。

つ
ぎ

に
中
国
撰
述
の
経
典
に
つ
い
て
は
、
文
献
は
無
数

に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ

る
。
さ
き
に
指
摘
し
た
大
正
大
蔵
経
の
中
国
撰
述
部
や
、
卍
続
蔵
、
明
版
続
蔵
等
で
、
中
国
撰
述
の
経
典
が
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
禅

宗

に
は
特

に
後
代
に
文
献
が
多
い
。
さ
ら
に
漢
文
の
敦
燈
文
書
が
あ
り
、
或

い
は
漢
文
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典
も
あ
る
。

そ
れ
ら
の
中
に
は
漢
文
原
典
は
失
わ
れ
て
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
在
来

の
研
究
者

の
業
績
を
調
べ
て
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
か
を
知
る
以
外

に
よ
い
方
法
は
な
い
。

さ
ら
に
中
国
仏
教

の
研
究
に
は
、
金
石
文
を
は
じ
め
、
歴
史
学
の
方
面
の
資
料
も
重
要
で
あ
り
、
正
史
も
参
照
さ
れ
ね
ば
ら
な
い
。
さ

ら

に
儒
教
や
道
教
等

の
文
献
を
参
照
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
最
近
は
、
三
教
交
渉
を
無
視
し
て
中
国
仏
教
の
研
究
は
で
き
な

い
と
見
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
漢
文
文
献
を
正
確
に
読
む
に
は
、
漢
文
の
読
み
方
を
科
学
的
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
仏
教
学
者
は
、
長
い
間

の
修



練
で
、
勘
に
た
よ

っ
て
漢
文
を
読
ん
で
き
た
嫌
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
無
駄
が
多

い
。
漢
文
を
正
確
に
読
む
た
め
に
は
、
漢
文

の
文
法

的
な
特
色
を
研
究
す
る
と
か
、
標
準
的
な
漢
文
を
選
ん
で
学
習
を
く
り
返
し
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
習
熟
す
る
と
か
、
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
を

考
案

す
る
と
か
等
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
若
い
時
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
。
漢
文
は
い
ろ
い
ろ
に
読
め
る
か
ら

「
な
ぜ
こ

う
読

む
の
か
」
と
反
問
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
答
え
る
だ
け
の
資
料
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

と
も
か
く
こ
れ
等

の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
小
論
の
取
扱
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
中
国
仏
教

の
専

門
家

の
著
作
に
よ

っ
て
、
研
究
方
法
を
会
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

三

教

理

の

問

題
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す
で
に
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
残
り
少
な
く
な

っ
た
の
で
、
こ
の
問
題
を
余
り
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
点
を
示
す
に
と
ど

め
る
が
、

仏
教
の
研
究
に
は
、

昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、
「
倶
舎

・
唯
識
」
を
ま
ず

マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
、
と
く
に

唯
識
仏
教
の
根
抵
に
は
倶
舎
論
の
教
理
が
あ
る
か
ら
、
ま
ず
倶
舎
論
を
勉
強
す
べ
き
で
あ
る
。
倶
舎

の
教
理
は
、
天
台
宗
の
研
究
に
も
大

切
で
あ
る
。
天
台
大
師
智
顎

(
五
三
八
ー
五
九
七
)
が
天
台
の
教
学
を
大
成
し
た
時

に
は
、
す
で
に
真
諦

(
四
九
九
-
五
六
九
)

に
よ

っ

て

『倶
舎
釈
論
』
は
翻
訳
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
智
顕
は
真
諦
の

『倶
舎
訳
論
』
を
勉
強
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
智
顕

の
教
学
に
は

『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
等

の
論
書

の
影
響
が

強

い
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も

天
台

の

「
五
時
八
教
」
の
教
理
に
は
、

「
蔵
教
」
と
し
て
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
教
理
が
根
底

に
あ
る
か
ら
、

説

一
切
有
部

の
教
理
に
精
通
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た

め
に
は

『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
に
依
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
参
考
書
や
解
説
書

の
多

い

『倶
舎
論
』
を
研
究
す
れ
ば

よ
い
。

さ
ら
に
中
国
の
六
朝
時
代
に
は

『成
実
論
』
が
よ
く
研
究
さ
れ
た
が
、
『成
実
論
』
の
理
解
に
も

倶
舎
の
法
相
は
役
立

つ
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぼ

か
り
で
な
く
倶
舎
論
は
大
乗
仏
教
の
基
礎
学
で
あ
り
、
華
厳
や
真
言
は
言
う
に
及
ば
ず
、
禅
宗
や
浄
土
教

の
研
究
に
も
、
倶
舎
論

の
素
養

は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば

『観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
極
楽
の
観
法
は
、
清
浄
業
処
観

に
よ

っ
て
い
る
。
そ
し
て

「
業
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処
」

の
観
法
が
パ
ー
リ
上
座
部
の
教
相
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
パ
!
リ
仏
教
の
説
く
業
処
の
内
容
は
十
遍
処
や
不
浄
観

・

十
随
念

・
四
梵
住
、
そ
の
他
の
教
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
教
義
は
倶
舎
論
や
成
実
論
等
の
北
伝
仏
教
の
論
書

に
も
説
か
れ
て
い
る
。
し

か
る
に
倶
舎
論
や
成
実
論
等
の
北
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
は
、

こ
れ
ら
の
教
義
を

「業
処
」
と
し
て
纒
め
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
の
で

あ

る
。
す
な
わ
ち

「業
処
」
と
い
う
用
語
を
倶
舎
論
等
に
は
用
い
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て

『観
無
量
寿
経
』
が
極
楽
の
観
想
を
、
業
処

の
観
法
で
説
く
場
合
、
こ
の
観
法
を
ど
こ
か
ら
採
用
し
た
か
が
問
題
に
な
る
。
若
し

『観
無
量
寿
経
』
の
成
立
が
イ

ソ
ド
で
あ
る
場
合
に

は
、
問
題

に
な
ら
な
い
が
、
中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
北
伝
仏
教

の
ア
ビ
ダ
ル

マ
で
説
い
て
い
な
い

こ
の
教
義
を
、
『
観
無
量
寿
経
』
が
ど
こ
か
ら
得
た
か
を
解
決
し
な
け
れ
ぽ
な
ち
な
い
で
あ
ろ
う
。

業
処
の
観
法
を
ど
こ
か
ら
採
用
し
た
か
を

解
明
し
な
い
限
り
、
『
観
無
量
寿
経
』

の
中
国
撰
述
を
主
張
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
か
と

思
う
。
こ
れ
は

一
例
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
倶
舎
の
教
理
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ン
ド
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
中
国
や
日
本
の
仏
教

の
研
究
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
若
い
時
に
、
倶
舎
論
、
乃
至
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
教
相
を
勉
強

し
て
お
く
こ
と
が
望

ま
し
い
。

次
に
唯
識
仏
教
に
つ
い
て
も
、

一
応

の
素
養
を
持

つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
唯
識
仏
教
に
対
立
す
る
も
の
は
如
来
蔵
思
想
で
あ
る
が
、

如
来
蔵
思
想
に
通
ず
る
た
め
に
も
、

唯
識
の
教
理
を
知

っ
て
お
く

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
『楊
伽
経
』
は
、
唯
識
の
ア
ラ
ヤ
識
と
如
来
蔵

思
想
と
の
融
合
を
企
て
た
経
典
で
あ
る
が
、
如
来
蔵
は
唯
識
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
心
の
理
論
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
大
乗
起
信
論
に
お
い
て
具
体
化
し
て
い
る
。

唯
心
思
想
は
如
来
蔵
思
想
に
本
来
そ
な
わ

っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
唯
識

の
教
理
と
結
合
し
て
、
如
来
蔵
の
唯
心
思
想
が

成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
心
思
想
も
、
如
来
蔵
思
想
も
大
乗
仏
教
と
し
て
は
重
要
な
思
想
で
あ
る
。
如
来
蔵
や
仏
性
の
思
想
は
、

大
乗
仏
教
を

一
貫
す
る
中
心
思
想
で
あ
る
が
、
唯
心
思
想

に
基

い
て
如
来
蔵
思
想
を
説

い
て
い
る
大
乗
起
信
論
は
、
中
国

.
日
本
の
仏
教

界

で
は
特
に
歓
迎
さ
れ
た
論
書
で
あ
る
。
こ
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
唯
識

の
教
理
を
学
ん
で
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
唯
識
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の
教
理
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
は

『
成
唯
識
論
』
や

『唯
識
三
十
碩
』
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
遡
れ
ば
、
さ
ら
に

『
摂
大

乗
論
』
や

『
楡
伽
師
地
論
』
な
ど
が
あ
る
が
、
唯
識
の
組
織
を
知
る
た
め
に
は
、
『成
唯
識
論
』
を
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
『
成
唯

識
論
』
に
は
、
概
説
書
や
解
説
書
が
多

い
か
ら
、
専
門
家
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
場
合

に
は
、
そ
れ
ら
の
概
説
書
で
唯
識
の
教
理

に
通
ず

る
こ
と
も
、

一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

さ
ら
に
如
来
蔵
思
想
に
も
通
じ
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

『大
乗
起
信
論
』
を
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
起
信
論
に
は

解
説
書

が
多
い
か
ら
、
そ
れ
ら
か
ら
入

っ
て
い
く
の
が
よ
い
。
し
か
し
起
信
論
を

マ
ス
タ
ー
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
法
蔵
の

『
大
乗

起
信
論
義
記
』
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
『
義
記
』
に
は
刊
本
も
あ
る
が
、

さ
ら
に

『仏
教
大
系
』
に
、

元
暁
や
慧
遠
の
註
釈
と
共
に

会
本

に
な

っ
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
起
信
論
の
本
文
を
註
釈
と
照
し
合
せ
て
読
む
の
に
便
利
で
あ
る
。
但
し
誤
植
が
多
い
。

つ
ぎ
に
禅
学
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
禅
戒
や
清
規
を
理
解
す
る
基
礎
学
と
し
て
、
戒
律

・
律
蔵

の
研
究
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
禅
戒
は
、

大
乗
戒
と
く
に
梵
網
戒
や
優
波
離
間
仏
経
の
戒
の
精
神
に
つ
な
が
る
点
が
大
き
い
と
思
う
が
、
同
時
に
天
台
宗
の
繊
悔

の
思
想
に
も
関
係

が
深

い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
法
華
三
昧
を
修
す
る
時
の

「五
悔
」

の
修
法
と
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
ら
に
般
若

波
羅
蜜
や
首
楊
厳
三
昧
等

の
烈
し
い

「修
行
の
力
」
が
根
抵
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
大
乗
戒
の
伝
統
の
問
題
は
、
ま
だ
未
開

拓

の
部
分
が
多

い
。

こ
れ
に
た
い
し
て
叢
林

の
修
行
規
則
と
し
て
の

「清
規
」
に
は
、
律
蔵

に
説
く
僧
伽

の
運
営
規
則
が
豊
富
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
律
蔵
は
イ
ン
ド
仏
教
で
お
こ
り
、
清
規
は
中
国
仏
教
で
成
立
し
た
か
ら
、
両
者

に
は
気
候
や
風
俗
、
習
慣
の
違

い
が
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
も
ち
ろ
ん
異
る
点
も
多
い
。
し
か
し
そ
の
精
神
を
見
る
と
、
律
と
清
規
と
に
は
共
通
点
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、

た
だ
に
律
の

「
二
五
〇
戒
」
だ
け
で
な
く
、
僧
伽
運
営
の
規
則
を
研
究
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
清
規

の
意
図
し
て
い

る
と

こ
ろ
が

一
層
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。

最
後

に
、
禅

の
悟
り
と
い
え
ば
、
空
や
無
の
思
想
が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
般
若
経

の
般
若
波
羅
蜜
の
思
想
や

『
中
論
』

の
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空

の
思
想
等
を
学
ん
で
お
く
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
思
う
。

般
若
経
に
説
く
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
と
は
、
三
阿
僧
祇
劫
に
わ
た

っ
て
、
般
若
波
羅
蜜
の
修
行
を
な
し
て
、
成
仏

を
完
成
す
る
と

い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
阿
僧
祇
と
は

「無
量
無
数
」

の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
三
阿
僧
祇
の
修
行
と
は
、
永
遠
に
修
行
す
る
と
い
う
意
味
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
は
、
般
若
波
羅
蜜
に
は
、
こ
の
よ
う
な
は
て
し
の
な
い
修
行
を
な
さ
し
め
る
強
い
力
が
そ
な
わ

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
う
い
う
力
を
修
行
者
に
授
け
る
の
が
、

般
若
波
羅
蜜
の
教
え
で
あ
る
。

般
若
経
の
思
想
は
、

『
大
品
般
若
経
』

の
註
釈
で
あ

る

『大
智
度
論
』
と
あ
わ
せ
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
次

に
空

の
思
想

の
理
解
に
は

『中
論
』
の
研
究
が
有
意
義

で
あ
る
。
し
か
し
空

の
体
験

は
、
論
理
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
空
を
理
解
し
た
か
ら
空
に
住
し
う
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
く
り
返
し
空

の

実
修
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は

『
中
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
で
あ
る

『プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
i
』
を
じ

っ
く
り
と
読
み
進
む

こ
と
が
よ
い
と
思
う
。
『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
』
を
大
学
の
演
習
で
読
む
と
、

全
体
を
読
む
の
に
十
数
年
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
そ
う

い
う
長
年
月
に
わ
た

っ
て

『中
論
』
を
じ

っ
く
り
読
む
と
こ
ろ
に
、
理
屈
で
は
な
し
に
、
薫
習
力
と
し
て
、
空
の
思
想
が
身
に
つ
い
て
く

る
よ
う
に
思
う
。
無
我
や
空

の
理
解
に
は
、
こ
う
い
う
長
年
月
に
わ
た
る
絶
え
ざ
る
修
練
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。


