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小
論
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
と
い
う
概
念
が
、
仏
教
に
お
い
て
複
義
的
な
「
涅
槃
」
を
統
一
的
に
把
握

し
、
し
か
も
そ
の
構
造
契
機
を
、
未
だ
明
確
に
主
題
化
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
予
料
的
に
は
ほ
ぼ
余
す
と
こ
ろ
な
く
射
程
に
入
れ
て
い

る
こ
と
を
証
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
生
へ
の
意
志
」
は
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
を
継
承
し
た
概
念
で
あ
る
か
ら
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
の
功
績
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
以
降
の
哲
学
者
た
ち
が
不
要
な
も
の
と
し
た
「
物
自
体
」
に
、
彼
が
独
自
の
意
味
を
読
み
込
ん

だ
こ
と
の
賜
物
で
あ
る
。

考
察
の
手
順
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
最
初
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
基
本
概
念
で
あ
る
「
生
へ
の
意
志
」
と
そ

の
「
否
定
」
の
意
義
を
説
明
し
た
後
、「
意
志
の
否
定
」
が
も
た
ら
す
「
意
欲
し
な
い
こ
と
の
実
現
」
と
い
わ
ゆ
る
「
有
余
依
涅
槃
」
と

の
対
応
関
係
が
示
さ
れ
る
。
第
二
節
で
は
、「
意
志
の
否
定
」
は
そ
の
帰
着
点
と
し
て
の
「
無
」
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
い
わ
ゆ
る
「
無
余
依
涅
槃
」
を
も
射
程
に
入
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ば
か
り
か
、『
マ
ハ
ー
・
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー

ナ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
（
大
般
涅
槃
経
）』
に
説
か
れ
る
「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
こ
と
に
直
接
的
に
対
応
す
る
「
生
へ
の
意

志
の
否
定
」
に
よ
っ
て
「
涅
槃
」
を
受
け
止
め
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
現
代
の
仏
教
学
で
問
題
と
な
る
「
証
の
二
重
性
」
を
洞
察
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す
る
視
点
を
萌
芽
的
に
獲
得
で
き
て
い
る
こ
と
を
論
究
す
る
。
第
三
節
で
は
、「
意
志
の
否
定
」
は
「
恩
寵
」
の
は
た
ら
き
の
結
果
と
し

て
成
就
す
る
と
述
べ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
比
喩
の
意
味
を
仏
教
側
か
ら
確
か
め
る
。
そ
の
際
、
親
鸞
の
「
如
来
回
向
」
の
思
想
を

参
照
し
、
さ
ら
に
「
生
へ
の
意
志
」
の
親
族
概
念
と
も
言
え
る
「
本
能
」
と
「
本
願
」
の
内
在
的
超
越
に
お
け
る
関
係
を
基
礎
に
据
え
た

曽
我
量
深
の
教
学
が
援
用
さ
れ
る
。

一

意
志
の
否
定
と
涅
槃

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
彼
の
中
心
問
題
で
あ
る
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
折
に
触
れ
て
仏
教
の

「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
）」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
が
最
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
一
例
と
し
て
主
著
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世

界
（D

ie
W
eltals

W
ille

und
Vorstellung

）』
続
編
の
次
の
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
純
粋
に
道
徳
的
な
行
動
に
付
随
す
る
神
聖
性
は
す
で
に
、
そ
う
い
う
行
動
が
、
最
終
的
な
根
拠
に
お
い
て
は
、
す
べ

て
の
生
け
る
も
の
の
内
的
本
質
（inneres

W
esen

）
の
数
的
同
一
性
に
つ
い
て
の
無
媒
介
の
認
識
か
ら
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ

く
。
し
か
し
こ
の
同
一
性
は
本
来
、
意
志
の
否
定
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
の
状
態
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
肯
定

（
サ
ン
サ
ー
ラ
﹇
世
間
あ
る
い
は
輪
廻
﹈）
は
、
意
志
が
数
多
性
に
お
い
て
現
象
す
る
こ
と
を
形
式
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
へ

の
意
志
の
肯
定
、
現
象
世
界
、
す
べ
て
の
存
在
体
の
多
種
性
、
個
体
性
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
憎
し
み
、
悪
意
は
一
つ
の
根
か
ら
生
じ

る
。
同
様
に
、
物
自
体
の
世
界
、
す
べ
て
の
存
在
体
の
同
一
性
、
正
義
、
人
間
愛
、
生
へ
の
意
志
の
否
定
も
ま
た
﹇
一
つ
の
根
か
ら

生
じ
る
﹈」（IV

,713
f.

）。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
涅
槃

― ２ ―



こ
こ
で
は
「
意
志
の
否
定
」
は
た
だ
ち
に
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
自
己
自
身
の
内
に
盲
目
的
な
生
へ

の
意
志
を
見
出
す
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
生
け
る
も
の
、
す
べ
て
の
存
在
体
の
「
内
的
本
質
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
へ
の
意
志
が
「
数

多
性
に
お
い
て
現
象
す
る
」
表
象
の
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
内
的
本
質
の
同
一
性
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
「
ニ
ル

ヴ
ァ
ー
ナ
」、
す
な
わ
ち
生
へ
の
意
志
が
廃
棄
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
顕
示
さ
れ
る
特
性
で
あ
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
仏
教
理
解
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
前
に
、
ま
ず
「
生
へ
の
意
志
」
と
い
う
基
本
概
念
に
つ
い

て
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ど
の
よ
う
な
種
の
も
の
で
あ
れ
、

す
べ
て
の
表
象
、
す
べ
て
の
客
観
は
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
意
志
だ
け
は
物
自
体
で
あ
る
」（I,154

f.

）。「
意
志
は
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な

も
の
の
、
同
様
に
ま
た
全
体
の
最
内
奥
で
あ
り
核
心
で
あ
る
。
意
志
は
あ
ら
ゆ
る
盲
目
的
に
作
用
す
る
自
然
力
の
内
に
現
象
し
、
ま
た
人

間
の
熟
考
さ
れ
た
行
為
の
内
に
も
現
象
す
る
。
両
者
の
大
き
な
相
違
は
や
は
り
現
象
す
る
こ
と
の
度
合
い
に
関
わ
る
に
す
ぎ
ず
、
現
象
す

る
も
の
の
本
質
に
は
関
わ
ら
な
い
」（I,155
）。

で
は
、「
世
界
の
最
内
奥
の
本
質
」
で
あ
る
意
志
は
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。「
…
…
意
志
が
意
欲
す

る
も
の
と
は
こ
の
世
界
、
そ
れ
が
ま
さ
に
現
に
あ
る
と
お
り
の
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（II,347

）。「
し
た
が
っ
て
我
々
は
現
象
す
る
世

界
を
意
志
の
鏡
、
意
志
の
客
体
性
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
志
が
意
欲
す
る
の
は
つ
ね
に
生
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
は
表
象
に

対
す
る
か
の
意
欲
の
表
現D

arstellung

以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

我
々
が
端
的
に
『
意
志
』
と
言
う
か
わ
り
に
『
生
へ
の
意
志
』
と
言
う
場
合
、
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
冗
語
法
に
す
ぎ
な
い
」（ibid.

）。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
思
惟
方
法
は
、
意
志
が
欲
す
る
も
の
は
「
こ
の
世
界
」（
現
象
世
界
、
表
象
と
し
て
の
世
界
）
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
意
志
の
鏡
、
意
志
の
客
体
性
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
世
界
が
意
志
の
鏡
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
己
の
可
視
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性
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
物
自
体
と
し
て
の
「
意
志
」
は
自
己
を
見
ん
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
可
視
性
に

対
す
る
意
欲
の
「
表
現
」
が
「
生
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
意
志
は
あ
ら
ゆ
る
盲
目
的
に
作
用
す
る
自
然
力
の
内
に
現
象
し
、
ま
た
人
間

の
熟
考
さ
れ
た
行
為
の
内
に
も
現
象
す
る
」。
な
る
ほ
ど
人
間
の
熟
考
さ
れ
た
行
為
は
目
的
合
理
的
な
行
為
で
あ
り
、
意
志
は
表
象
能
力

を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
分
の
意
欲
に
つ
い
て
の
、
ま
た
自
分
が
意
欲
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
認
識
を
獲
得
す

る
」（II,347

）。
し
か
し
人
間
の
目
的
合
理
的
な
行
為
を
遂
行
す
る
こ
の
意
志
も
、
二
つ
の
意
味
で
依
然
と
し
て
、
あ
る
い
は
よ
り
一
層

「
盲
目
的
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
意
志
は
「
自
分
が
意
欲
す
る
も
の
」
を
表
象
の
対
象
の
内
に
見
定
め
る
の
で
あ
る
が
、
意

志
が
求
め
て
い
る
も
の
が
自
己
の
可
視
性
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
自
己
自
身
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
意
志
は
自
分
が
意
欲
す
る
も
の
を
決
し

て
手
に
入
ら
な
い
仕
方
で
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
表
象
に
よ
る
意
志
の
客
体
化
、
す
な
わ
ち
意
志
の
可
視
性

の
獲
得
に
よ
っ
て
、
意
志
は
自
己
を
実
体
化
し
、
自
己
を
自
分
の
意
欲
の
実
体
的
根
拠
で
あ
る
と
錯
認
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
生
へ
の
意
志
」
と
呼
ぶ
も
の
の
概
要
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。「
涅
槃
」
に
比
せ
ら
れ
る

「
意
志
の
否
定
」
は
、
意
志
の
こ
の
本
質
を
徹
底
的
に
認
識
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
「
…
…
認
識
に
基
づ
い
て
意
欲
が
終
わ

る
場
合
に
現
れ
る
」（II,359

）。
こ
の
認
識
と
は
「
苦
」
の
認
識
で
あ
る
。「
彼
﹇
表
象
と
し
て
の
世
界
が
「
個
体
化
の
原
理
」
と
い
う

「
マ
ー
ヤ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
者
﹈
は
全
体
を
認
識
し
、
全
体
の
本
質
を
把
握
し
、
そ
れ
が
無
常

の
内
に
、
空
し
い
努
力
、
内
面
の
抗
争
、
恒
常
的
な
苦
悩
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
彼
が
ど
こ
へ
目
を
向
け
よ
う
と
、

見
る
も
の
は
苦
悩
す
る
人
類
で
あ
り
、
苦
悩
す
る
動
物
で
あ
り
、
無
常
迅
速
の
世
界
で
あ
る
」（II,469

）。

「
個
体
化
の
原
理
」
と
い
う
「
マ
ー
ヤ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
看
破
し
て
い
る
者
は
自
己
の
意
志
の
盲
目
性
を
認
識
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
生
へ
の
意
志
と
は
自
分
の
欲
す
る
も
の
を
決
し
て
手
に
入
ら
な
い
仕
方
で
求
め
る
際
限
の
な
い
努
力
で
あ
り
、
意
志
の
自
己
錯
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認
で
あ
る
こ
と
、
生
全
体
の
本
質
が
苦
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
見
る
者
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
彼
を
「
諦
念R

esignation

」
に
導
く

（II,489
）。「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
と
は
こ
の
認
識
が
も
た
ら
す
意
志
の
在
り
方
の
転
換
で
あ
る
。『
パ
レ
ル
ガ
と
パ
ラ
リ
ポ
ー
ミ
ナ
』

で
は
次
の
よ
う
に
的
確
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
生
へ
の
意
志
の
否
定
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
実
体
の
絶
滅V

ernichtung
einer

Substanz

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
意
欲
し
な
い
こ
と
の
実
現A

ctus
des

N
ichtw

ollens

に
す
ぎ
な
い
」（IX

,339

）。
ま
た
主
著
正
編
で
は
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
意
志
が
…
…
永
久
に
鎮
ま
っ
て
い
る
人
間
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
身
体
を
維
持
し
身
体
と
共
に
消
え
果

て
る
で
あ
ろ
う
炎
の
あ
の
最
後
の
ゆ
ら
め
き
を
除
い
て
は
意
志
が
完
全
に
消
え
て
い
る
人
間
の
生
が
ど
れ
ほ
ど
浄
福
で
あ
る
こ
と
か
」

（II,483

）。

こ
う
し
て
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
中
心
問
題
と
仏
教
の
「
涅
槃
」
と
の
対
応
関
係
が
、
い
く
ら
か

見
え
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
現
象
世
界
、
す
べ
て
の
存
在
体
の
多
様
性
、
個
体
性
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
憎
し
み
、
悪
意
」
は

「
個
体
化
の
原
理
」
と
い
う
「
マ
ー
ヤ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
に
覆
わ
れ
た
現
存
、「
サ
ン
サ
ー
ラ
」
に
根
を
も
っ
て
い
る
。「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」

は
そ
の
対
極
に
あ
り
、「
意
欲
し
な
い
こ
と
の
実
現
」、「
身
体
を
維
持
し
身
体
と
共
に
消
え
果
て
る
で
あ
ろ
う
炎
の
あ
の
最
後
の
ゆ
ら
め

き
を
除
い
て
は
意
志
が
完
全
に
消
え
て
い
る
」
状
態
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」

は
、
い
わ
ゆ
る
「
有
余
依
涅
槃
」、
釈
尊
が
縁
起
の
法
を
明
ら
か
に
し
て
正
覚
を
取
っ
た
こ
と
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
物
自
体
を
「
生
へ
の
意
志
」
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
れ
を
「
す
べ
て
の
生

け
る
も
の
の
内
的
本
質
」
と
し
て
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
生
へ
の
意
志
」
が
「
物
自
体
」
の
継
承
で
あ
る
な
ら
、「
内
的
本

質
（inneres

W
esen

）」
と
い
う
規
定
は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
現
象
と
物
自
体
は
同
一
の

存
在
体
を
め
ぐ
る
二
つ
の
観
点
で
あ
り
、
両
者
は
存
在
（existentia

）
と
本
質
（essentia

）
の
関
係
に
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
物
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自
体
」
を
「
本
質
」
と
規
定
す
る
思
惟
方
法
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
一
貫
し
て
お
り
、
正
編
で
も
物
自
体
は
「
世
界
の
最
内

奥
の
本
質
（innerstes

W
esen

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（I,61

）。
し
か
も
、「
す
べ
て
の
生
け
る
も
の
の
内
的
本
質
」
は
「
数
的
同
一
性

（num
m
erische

Identität

）」
を
も
つ
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
同
一
性
」
は
物
自
体
の
世
界
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
が
、

明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
意
志
が
「
数
多
性
に
お
い
て
現
象
す
る
」
表
象
と
し
て
の
世
界
と
の
対
比
に
よ
る
特
徴
づ
け
で
あ
る
。
正
編

で
綿
密
に
考
察
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
数
多
性
」
は
表
象
と
し
て
の
世
界
が
「
個
体
化
の
原
理
」
に
従
属
し
て
い
る
ゆ
え
に
成
立
す
る
。

物
自
体
と
し
て
の
世
界
に
お
い
て
は
こ
の
原
理
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
と
な
る
「
同
一
性
」
は
数
的
な
一
、
す
な
わ
ち

〈
多
〉
を
排
除
し
た
〈
一
〉
で
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
同
一
性
」
と
「
数
的
一
」
の
等
置
に
は
、
や
は
り
「
存
在
」
の
背
後
に
あ

る
「
本
質
」
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
本
質
の
「
数
的
同
一
性
」
を
主
張
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
考
は
、
彼
に
と
っ
て
不

本
意
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
重
力
圏
内
で
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
問
題
と
な
る
「
同
一
性
」
は
「
意
志
の
否
定
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
の
状
態
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
主
著
正
編
の
最
終
節
で
、「
…
…
我
々
は
一
方
で
は
救
い
が
た
い
苦
悩
と
終
わ
り
の
な
い
悲

惨
と
が
意
志
の
現
象
、﹇
す
な
わ
ち
﹈
世
界
の
本
質
で
あ
る
と
認
識
し
、
他
方
で
は
、
意
志
が
廃
棄
さ
れ
た
と
き
に
は
世
界
が
溶
解
す
る

の
を
見
、
我
々
の
眼
前
に
空
虚
な
無
だ
け
を
留
め
置
く
」（I,507
）
と
述
べ
て
い
る
。「
意
志
が
廃
棄
さ
れ
た
と
き
」、
す
な
わ
ち
「
意
志

の
否
定
」
に
お
い
て
は
「
世
界
が
溶
解
す
る
」。
こ
こ
で
は
「
本
質
」
は
も
は
や
、
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
実
体
的
根
拠

と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
の
「
内
的
本
質
」
の
「
同
一
性
」
は
、
数
多
的
な
現
象
の
根
底
に
あ
る
一
者
の
属
性
と
見
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
志
の
否
定
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
の
状
態
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
「
同
一
性
」
と
は
、
物
自
体
と
し
て
の
意
志

が
数
的
に
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
志
の
否
定
の
帰
着
点
が
「
無
」
で
あ
る
こ
と
の
等
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
見
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
次
節
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
涅
槃
は
「
有
余
依
涅
槃
」
を
超
え
て
、
さ
ら
に
「
無
余

依
涅
槃
」
の
意
義
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
内
的
本
質
の
「
同
一
性
」
が
本�

来�

、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
意
志
の
否
定
の
帰
着
点
で
あ
る
「
無
」
は
意
志
の
本
来
性
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

二

涅
槃
の
複
義
性
と
内
的
構
造

前
節
の
最
初
に
引
用
し
た
主
著
続
編
の
一
文
に
お
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
を
「
涅
槃
」
と
積
極

的
に
同
一
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
正
編
最
後
の
重
要
な
箇
所
で
は
「
涅
槃
」
に
対
し
て
消
極
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
…
…

我
々
は
、
一
切
の
徳
と
神
聖
性
の
背
後
に
最
終
目
標
と
し
て
浮
か
ん
で
い
る
あ
の
無
、
子
ど
も
た
ち
が
暗
闇
を
怖
が
る
よ
う
に
我
々
が
怖

れ
て
い
る
あ
の
無
の
暗
い
印
象
を
払
い
の
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
人
が
神
話
や
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
へ
の
帰
入
、
あ
る
い
は
仏
教
の

涅
槃
の
よ
う
な
意
味
空
疎
な
語
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
よ
う
に
無
を
回
避
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（II,508

）。
こ
こ
で
は
、
仏
教
の

涅
槃
は
「
意
志
の
否
定
」
の
帰
着
点
で
あ
る
「
無
」
を
正
視
し
て
い
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

続
編
の
一
文
に
見
ら
れ
る
「
涅
槃
」
は
「
有
余
依
涅
槃
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
右
の
引
用
で
示
唆
さ
れ
る

「
涅
槃
」
は
、
意
志
の
否
定
の
帰
着
点
と
し
て
の
「
無
」
で
あ
る
か
ら
、
釈
尊
が
入
滅
に
お
い
て
証
し
た
「
無
余
依
涅
槃
」
に
相
当
す
る

と
推
察
さ
れ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
消
極
的
な
語
調
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
に
仏
教
批
判
を
見
る
論
者
が
い
て
も
当
然
で
あ
る
⑴
。

し
か
し
、
ウ
ル
ス
・
ア
ッ
プ
は
「
意
味
空
疎
な
語
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
の
よ
う
な
意
味
空
疎B

edeutungsleere

﹇
指
示
対
象
が
な
い
﹈
は
決
し
て
意
義
の
欠
乏Sinnarm

ut

で
は
な
く
、
反
対
に
唯
一
つ
有
意
義
な
も
の
（das

einzig
Sinnvolle

）
に
対
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す
る
ほ
の
め
か
し
で
あ
る
。
こ
の
種
の
語
は
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
の
内
部
に
あ
る
特
殊
で
積
極
的
な
内
容
を
伝
達
す
る
は
ず
は
な

く
、
世
界
の
『
消
滅Erlöschen

』（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
を
ほ
の
め
か
す
の
で
あ
る
」⑵
。
最
高
に
意
義
の
あ
る
も
の
は
消
極
的
に
し
か
表
現

で
き
な
い
の
で
あ
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
そ
の
流
儀
を
守
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、「
涅
槃
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
の
用
い
方
に
つ
い
て
は
ア
ッ
プ
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
右
の
文
で
は
、
こ
の
語

は
「
無
」
を
「
回
避
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
や
は
り
正
編
（
一
八
一
八
年
）
か
ら
続
編
（
一
八

四
三
年
）
ま
で
に
流
れ
た
年
月
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
仏
教
研
究
の
深
ま
り
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
続
編
に

は
「
無
余
依
涅
槃
」
に
相
当
す
る
事
柄
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
言
及
が
見
ら
れ
る
。

「
…
…
死
は
、
も
は
や
自
我
で
な
く
な
る
大
い
な
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
む
者
に
と
っ
て
の

こ
と
で
は
あ
る
が
。
生
き
て
い
る
間
は
人
間
の
意
志
は
自
由
を
も
た
な
い
。
彼
の
変
わ
ら
ぬ
性
格
に
基
づ
い
て
、
彼
の
行
為
は
動
機

の
連
鎖
に
縛
ら
れ
、
必
然
性
を
と
も
な
っ
て
進
行
す
る
…
…
し
た
が
っ
て
、
彼
が
自
分
の
本
質
の
胚
か
ら
外
に
出
て
、
新
た
な
他
の

も
の
と
し
て
現
れ
る
た
め
に
は
、
彼
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
死
は

か
の
縛
り
を
解
き
、
意
志
は
再
び
自
由
に
な
る
。
…
…
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
個
体
性
の
一
面
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
個

体
性
は
我
々
の
本
質
の
最
内
奥
の
核
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
迷
妄
の
一
種
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
真
の
、
根
源
的
な
自
由
が
こ
の
﹇
死
と
い
う
﹈
瞬
間
に
再
び
現
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
以
上
申
し
立
て
ら
れ
た
意
味
に
お
い

て
原
状
回
復restitutio

integrum

と
見
な
さ
れ
得
る
。
…
…
我
々
が
知
っ
て
い
る
生
存
を
彼
は
喜
ん
で
放
棄
す
る
。
生
存
に
代
わ
っ

て
彼
に
生
じ
る
も
の
は
、
我
々
の
目
に
は
無
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
の
生
存
は
、
か
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
無
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
信
仰
で
は
生
存
に
代
わ
っ
て
生
じ
る
も
の
を
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
、
す
な
わ
ち
消
滅Erlöschen

と
呼
ん
で
い
る
」（IV

,595
f.

）。
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シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
こ
で
、「
生
存
の
代
わ
り
に
生
じ
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
意
志
の
否
定
」
の
帰
着
点
と
し
て
の
「
無
」

が
、
仏
教
徒
に
よ
っ
て
「
涅
槃
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
肯
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
生
へ
の
意
志
の
否

定
」
を
涅
槃
に
比
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
有
余
依
涅
槃
」
と
「
無
余
依
涅
槃
」
の
両
方
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
者

が
「
意
志
の
否
定
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
二
つ
の
意
味
の
発
生
が
単
な
る
複
義
化
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
間
に
は
必
然
的
関
係
あ
る
い
は
構
造
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
の
必
要
性
は
仏

教
学
者
の
側
か
ら
も
指
摘
さ
れ
る
。
小
川
一
乘
は
、「
涅
槃
」
は
「
証
と
証
果
と
い
う
証
の
二
重
性
」⑶
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
言
う
。
そ
れ
は
「
有
余
依
涅
槃
」
と
「
無
余
依
涅
槃
」
の
二
重
性
に
他
な
ら
な
い
。
前
者
は
釈
尊
三
十
五
歳
の
と
き
の
「
正

覚
（
成
道
）」
で
あ
り
、
後
者
は
「
滅
度
（
畢
竟
涅
槃
）」
で
あ
る
。
小
川
は
こ
の
二
重
性
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
…
…
釈

尊
に
お
け
る
『
証
』
と
『
証
果
』
に
お
い
て
、『
証
』
か
ら
『
証
果
』
へ
の
仏
道
│
│
そ
れ
は
『
証
』
と
い
う
等
正
覚
﹇
誰
に
と
っ
て
も

「
等
し
く
正
し
い
覚
り
」
で
あ
る
正
覚
﹈
に
始
ま
り
、
そ
の
完
結
・
実
現
と
い
う
証
果
に
至
る
と
い
う
仏
道
│
│
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
が
、『
証
の
二
重
性
』
に
お
け
る
『
証
』
と
『
証
果
』
の
関
係
は
、『
証
』
が
因
で

あ
る
と
い
う
『
証
の
因
果
関
係
』
で
は
な
い
。『
証
』
の
始
ま
り
（
等
正
覚
）
と
終
わ
り
（
完
結
）
と
い
う
関
係
で
あ
る
」⑷
。
こ
の
よ
う

に
、「
滅
度
」
は
「
正
覚
」
を
原
因
と
し
て
起
る
の
で
は
な
く
、「
正
覚
」
を
起
点
と
す
る
仏
道
の
終
点
と
し
て
必
然
的
に
帰
結
す
る
。

し
た
が
っ
て
、「
有
余
依
涅
槃
」
と
「
無
余
依
涅
槃
」
は
、
孤
立
し
た
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
は
共
に
唯
一

の
仏
道
か
ら
意
味
を
汲
み
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
涅
槃
」
と
は
、
釈
尊
あ
る
い
は
求
道
者
の
生

涯
の
一
時
点
に
お
い
て
起
る
事
態
で
は
な
く
、
仏
道
の
歩
み
そ
の
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
涅
槃
」
観
を
最
も
よ
く
示

し
て
い
る
の
は
、
漢
訳
『
長
阿
含
経
』
に
収
め
ら
れ
た
『
遊
行
経
』
の
次
の
一
節
で
あ
る
。「
二
つ
の
因
縁
あ
り
て
、
如
来
の
光
色
は
常
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よ
り
殊
た
り
。
一
つ
は
、
仏
、
初
め
に
道
を
得
て
、
無
上
真
覚
を
成
せ
る
時
な
り
。
二
つ
は
、
滅
度
を
欲
す
る
に
臨
ん
で
、
性
命
を
捨

て
、
般
涅
槃
せ
る
時
な
り
。
阿
難
よ
、
こ
の
二
つ
の
縁
を
以
て
、
光
色
は
常
よ
り
殊
た
り
」⑸
。

『
遊
行
経
』
は
ま
さ
に
小
川
の
言
う
「
証
の
二
重
性
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
そ
の
二
重
性
そ
の
も
の

が
二
重
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
証
の
は
じ
ま
り
」
は
、
釈
尊
三
十
五
歳
の
正
覚
で
あ
る
と
同

時
に
、「
滅
度
を
欲
す
る
に
臨
ん
で
、
性
命
を
捨
て
」
た
と
き
で
あ
る
。
漢
訳
の
こ
の
表
現
で
は
事
態
は
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
パ
ー
リ
語
の
『
マ
ハ
ー
・
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
』
に
は
、「
そ
こ
で
尊
師
は
、
チ
ャ
ー
パ
ー
ラ
霊
樹
の
も
と
に
お
い

て
念
じ
て
、
よ
く
気
を
つ
け
て
寿
命
の
素
因
（
潜
勢
力
）
を
捨
て
ら
れ
た
」、
と
あ
る
⑹
。「
寿
命
の
素
因
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
パ
ー
リ
語

は
「
ア
ー
ユ
サ
ン
カ
ー
ラ
」
で
あ
り
、
生
を
表
す
「
ア
ー
ユ
ス
」
と
行
を
意
味
す
る
「
サ
ン
カ
ー
ラ
」
か
ら
成
る
。
サ
ン
カ
ー
ラ
は
十
二

縁
起
の
第
二
支
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
木
村
泰
賢
は
こ
れ
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
意
志
」
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。

「
煩
悩
の
根
元
は
い
う
ま
で
も
な
く
無
明
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
無
明
な
る
も
の
は
、
こ
れ
を
知
的
に
解
す
れ
ば
、
要
す
る
に
無
始

の
無
知
を
指
す
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
生
命
論
に
関
連
し
て
考
察
す
る
時
は
、
む
し
ろ
情
意
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、
生
き
ん
と
す
る
、
し
か
も
盲
目
的
な
元
本
的
意
志
を
意
味
す

る
と
み
る
べ
き
が
至
当
で
あ
る
。
…
…
し
か
れ
ば
、
す
な
わ
ち
無
明
に
よ
り
て
五
蘊
の
結
合
あ
り
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
生
き
ん
と

す
る
意
志
が
基
本
に
あ
っ
て
、
生
命
現
象
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」⑺
。「
…
…
識
と
名
色
と
の
関

係
は
主
観
客
観
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
主
観
あ
る
が
故
に
客
観
あ
り
、
客
観
あ
る
が
故
に
主
観
あ
り
、
両
者
の
結
合
に
よ
っ
て
世
間
あ
り

と
い
え
ば
、
認
識
論
上
、
一
先
ず
完
成
し
て
い
る
。
…
…
こ
れ
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
カ
ン
ト
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
…
…
仏

陀
の
立
場
は
、
何
れ
か
と
い
え
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
的
で
、
識
の
根
底
に
無
明
・
業
の
意
志
あ
り
と
い
う
の
で
あ
る
故
、
決
し
て
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認
識
の
主
と
し
て
の
識
の
み
で
一
切
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
」⑻
。

こ
の
よ
う
に
「
サ
ン
カ
ー
ラ
」
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、「
ア
ー
ユ
ス
の
サ

ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
と
い
う
事
態
は
、「
涅
槃
」
の
種
々
の
特
徴
づ
け
の
中
で
も
最
も
直
接
的
に
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
に
対
応
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
釈
尊
が
「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
」
を
捨
て
た
の
は
入
滅
の
三
ヵ
月
前
と
さ
れ
る
の
で
、
こ

れ
は
「
正
覚
（
成
道
）」
か
ら
も
「
入
滅
」
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
遊
行
経
』
は
、
釈
尊
三
十
五
歳
の
正
覚
に
お
い
て
始

ま
り
、
八
十
歳
の
入
滅
に
お
い
て
完
結
す
る
仏
道
の
歩
み
と
、
入
滅
の
三
ヵ
月
前
の
「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
こ
と
を
起

点
と
し
、「
般
涅
槃
」
に
帰
着
す
る
過
程
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
二
つ
の
仏
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
正
覚
」
に

お
い
て
始
ま
っ
た
仏
道
の
核
心
に
あ
る
も
の
が
、「
入
滅
」
の
三
ヵ
月
前
に
再
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
に
最
も
直
接
的
に
対
応
す
る
の
は
こ
の
「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
点
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、「
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
（
大
涅
槃
）」
と
い
う
帰
着
点
へ
向
か
う
一
つ
の

道
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
正
覚
」
に
お
い
て
始
ま
る
仏
道
の
核
心
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
有
余
依
涅
槃
」
と
「
無
余
依
涅
槃
」
は
分
か
ち

が
た
く
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
と
い
う
、「
有
余
依
涅
槃
」
と
「
無
余
依
涅
槃
」
の
い
ず
れ
で
も
な
い
い
わ
ば
第

三
の
意
義
が
あ
る
お
蔭
で
、「
涅
槃
」
の
内
的
構
造
を
明
瞭
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
縁
起
」
の
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
と
し
て
の
「
正
覚
」
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
流
に
言
え
ば
、「
認
識
」
の
転
換
で
あ
る
が
、
認
識
の
転
換
は
「
意
志
」
の
在
り
方

の
転
換
と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
「
滅
度
」、
す
な
わ
ち
「
涅
槃
」
の
完
成
に
至
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て

認
識
は
意
志
の
在
り
方
を
転
換
せ
し
め
る
の
か
。
主
著
正
編
に
は
以
下
の
よ
う
な
重
要
な
箇
所
が
あ
る
。「
…
…
意
志
の
か
の
自
己
廃
棄
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は
認
識
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
認
識
と
洞
察
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
随
意
に
依
存
し
て
い
な
い
の
で
、
意
欲
の
か
の
否

定
、
自
由
へ
の
躍
入
も
ま
た
意
図
し
て
克
ち
と
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
に
お
け
る
認
識
の
意
欲
に
対
す
る
最
も
内
的
な
関
わ
り
か
ら

生
じ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
突
然
、
外
か
ら
飛
来
す
る
よ
う
に
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
教
会
は
そ
れ
を
恩
寵
の
は

た
ら
き
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
」（II,499

）。

こ
こ
で
は
、
認
識
の
意
欲
に
対
す
る
「
最
も
内
的
な
」
関
係
は
、「
恩
寵
」
に
も
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、「
外
か
ら
飛
来
す
る
」
は
た
ら

き
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
意
志
の
否
定
が
「
意
図
し
て
克
ち
と
ら
れ
る
」
も
の
で
な
い
の
は
、
こ
の

「
否
定
」
に
お
い
て
は
、
意
志
が
自
分
の
意
欲
の
実
体
的
根
拠
で
あ
り
得
る
と
い
う
錯
認
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
当
の
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
志
の
否
定
を
も
た
ら
す
「
認
識
」
と
は
、
錯
認
が
破
ら
れ
、
盲
目
的
な
生
へ
の
意
志
が
自
力
無
功
の
自
己
自

身
を
甘
受
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
へ
の
意
志
自
身
の
内
か
ら
は
決
し
て
出
来
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
絶
対
否

定
の
媒
介
」⑼
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
」
を
捨
て
る
こ
と
に
お
い
て
、「
縁
起
」
の

法
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
知
的
な
認
識
が
、「
絶
対
否
定
の
媒
介
」
に
お
け
る
意
志
の
否
定
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
、

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
」
を
捨
て
た
釈
尊
の
姿
は
、「
光
色
は
常
よ
り
殊
た
り
」、
尋
常

で
は
な
い
輝
き
を
も
っ
て
い
た
と
表
現
さ
れ
る
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
齢
八
十
を
数
え
た
老
釈
尊
の
、
い
わ
ば
新
生
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
も
ま
た
、「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
は
「
新
生
（W

iedergeburt

）」
の
意
義
を
も
つ
と
述
べ
て
い
る
（II,500

）。

こ
の
よ
う
に
、「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
は
、「
正
覚
・
滅
度
・
新
生
」
と
い
う
、「
涅
槃
」
の
三
つ
の
意
義
を
統
一
的
に
把
握
す
る
概

念
で
あ
る
。
本
節
は
、
そ
れ
ら
の
三
つ
の
意
義
は
語
の
複
義
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、「
涅
槃
」
と
い
う
事
柄
が
有
す
る
内

的
構
造
に
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
思
わ
れ
る
。
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三

大
涅
槃
と
如
来
回
向

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
恩
寵
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
、「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
は
自
己
の
内
か
ら
出

来
し
な
い
は
た
ら
き
の
媒
介
に
よ
っ
て
成
就
す
る
、
と
い
う
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
自
己
の
内
か
ら
生
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
の
脈
絡
か
ら
比
喩
を
取
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
創
造

神
よ
り
も
「
人
と
な
っ
た
神m

enschgew
ordener

G
ott

」（II,500

）
を
重
視
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
が
相
対
と
な
る
と
い
う
、
絶
対

者
の
自
己
否
定
が
「
恩
寵
」
に
比
せ
ら
れ
る
は
た
ら
き
の
根
元
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
に
お
い
て
も
こ
れ
に
相
応
す

る
思
想
が
仏
身
論
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
る
。
小
川
一
乘
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
…
…
釈
尊
を
釈
尊
た
ら
し
め
て
い
る
、
根
源
的
な
仏

法
の
智
慧
で
あ
る
『
証
』
の
真
実
性
、
そ
れ
を
法
身
と
し
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
、
そ
の
法
身
が
具
体
的
に
世
間
的
な
存
在

と
な
っ
た
の
が
釈
尊
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。
言
葉
を
変
え
て
表
現
す
れ
ば
、
法
身
と
は
仏
法
の
智
慧
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
智
慧
が
一
切
衆
生
へ
の
目
覚
め
を
促
す
慈
悲
と
な
っ
て
は
た
ら
き
出
し
た
の
が
釈
尊
で
あ
る
」⑽
。

「
一
切
衆
生
へ
の
目
覚
め
を
促
す
慈
悲
」
は
釈
尊
を
し
て
向
涅
槃
道
を
歩
ま
し
め
、「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
こ
と
、
す

な
わ
ち
「
意
志
の
廃
棄
」
に
至
ら
し
め
た
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
大
慈
悲
」
は
「
大
非
」
で
あ
り
⑾
、「
絶
対
否
定
」
で
あ
る
。

上
述
の
仏
身
論
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、「
絶
対
否
定
」
は
「『
証
』
の
真
実
性
」、
す
な
わ
ち
「
大
涅
槃
」
を
起
点
と
し
て
は
た
ら
く
。
そ

れ
ゆ
え
「
絶
対
否
定
」
の
媒
介
と
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
「
大
涅
槃
」、
す
な
わ
ち
意
志
の
本
来
性
か
ら
の
呼
び
返
し
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
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し
か
し
、「
意
志
の
否
定
」
の
帰
着
点
で
あ
る
「
大
涅
槃
」
は
い
か
に
し
て
「
大
悲＝

大
非
」
の
は
た
ら
き
の
起
点
と
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
問
う
上
で
親
鸞
に
お
け
る
「
如
来
回
向
」
を
参
照
す
る
こ
と
は
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

「
如
来
回
向
」
の
思
想
は
、「
涅
槃
」
の
三
つ
の
構
造
契
機
（
正
覚
・
滅
度
・
新
生
）
を
、「
大
涅
槃
」
に
発
起
し
て
、
そ
こ
に
帰
着
す
る

動
的
過
程
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
「
如
来
回
向
」
の
意
義
を
簡
潔
に
述
べ
た
『
唯
信
鈔
文
意
』
の

中
心
部
分
を
解
釈
し
て
問
題
に
照
明
を
あ
て
て
み
た
い
。

「
大
涅
槃
と
も
う
す
に
、
そ
の
名
無
量
な
り
。
く
わ
し
く
も
う
す
に
あ
た
わ
ず
。
お
ろ
お
ろ
、
そ
の
名
を
あ
ら
わ
す
べ
し
。『
涅

槃
』
を
ば
、
滅
度
と
い
う
、
無
為
と
い
う
、
安
楽
と
い
う
、
常
楽
と
い
う
、
実
相
と
い
う
、
法
身
と
い
う
、
法
性
と
い
う
、
真
如
と

い
う
、
一
如
と
い
う
、
仏
性
と
い
う
。
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
。
す
な
わ
ち
一

切
群
生
海
の
心
な
り
。
こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。
仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法

性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。
法
身
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た

え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い

て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て

ま
つ
り
た
ま
え
り
」⑿
。

最
初
に
「
大
涅
槃
」
の
名
は
「
無
量
」
で
あ
る
、
固
定
化
さ
れ
た
名
に
よ
っ
て
は
汲
み
尽
し
が
た
い
と
言
わ
れ
る
。「
意
志
」
の
本
来

性
で
あ
る
「
無
」
は
現
象
の
背
後
に
存
在
す
る
同
一
的＝

実
体
的
な
本
質
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
「『
涅
槃
』
を
ば
、

滅
度
と
い
う
」
と
述
べ
ら
れ
、「
意
志
の
否
定
」
の
帰
着
点
と
し
て
の
「
涅
槃
」
の
意
義
が
示
さ
れ
る
。「
無
常
偈
」
の
「
生
滅
滅
已
、
寂

滅
為
楽
」
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
「
無
為
、
安
楽
、
常
楽
」
が
挙
げ
ら
れ
た
後
、「
実
相
、
法
身
、
法
性
、
真
如
、
一
如
」
と
い
っ
た
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語
が
列
挙
さ
れ
る
。
一
見
し
て
気
づ
か
れ
る
の
は
、
こ
の
流
れ
は
『
教
行
信
証
』「
証
の
巻
」
の
初
め
に
置
か
れ
た
「
証
果
の
徳
相
」
を

述
べ
た
文
⒀
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
星
野
元
豊
の
講
解
を
参
照
し
て
「
無
為
」
か
ら
「
一
如
」
ま
で
の
意

義
を
探
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
⒁
。「
涅
槃
」
は
「
働
き
も
せ
ず
働
か
れ
も
せ
ず
」、「
無
為
」
で
あ
る
。「
絶
対

無
」
で
あ
る
。
し
か
し
全
く
何
も
働
ら
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
「
働
く
存
在
と
い
う
面
」
を
と
ら
え
て
「
法
身
」
と
い

う
。「
無
為
法
身
」
は
「
形
而
上
学
的
理
念
的
存
在
」
で
は
な
く
、「
一
切
世
間
そ
の
も
の
の
あ
り
の
ま
ま
な
る
真
実
の
す
が
た
」
で
あ

る
。
そ
れ
が
「
実
相
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
一
切
の
存
在
の
本
性
」
で
あ
る
か
ら
「
法
性
」
と
呼
ば
れ
る
。「
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
本
性
」
は
「
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
そ
の
も
の
」
で
あ
る
か
ら
「
真
如
」
と
言
い
、
そ
れ
が
「
唯
一
無
二
」
で
あ
る
ゆ
え
に
「
一

如
」
と
言
う
。

「
証
果
の
徳
相
」
の
文
で
は
「
寂
滅
無
為
」
で
あ
る
「
涅
槃
」
は
、
仏
身
論
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
「
無
為
法
身
」
へ
と
展
開
さ
れ
て
い

る
。
小
川
一
乘
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、「『
証
』
の
真
実
性
」、「
仏
法
の
智
慧
」
が
「
法
身
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
慈
悲
」
と
な
っ
て
は
た
ら
き
出
す
。
星
野
の
言
い
回
し
に
幾
分
矛
盾
的
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、「
無
為
法
身
」
に
お
い
て
は
「
働
く
存

在
と
い
う
面
」（「
法
身
」）
に
「
絶
対
無
」
の
面
が
裏
貼
り
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
法
身
」
が
「
証
」
の
真
実
性

を
表
す
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
法
性
」
以
降
、「
真
如
・
一
如
」
へ
の
展
開
は
分
か
り
や
す
い
。「
意
志
」
の
本
来
性
で
あ

る
「
無
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
。「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
本
性
」
で
あ
る
「
法
性
」
は
、
存
在
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
「
形
而
上
学
的
理
念
的
」
な
本
質
で
は
な
く
、「
一
切
世
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
涅
槃
」
は
も
は
や
「
安
楽
」
や
「
常
楽
」
と
い
っ
た
大
涅
槃
を
成
就
し
た
者
の
境
涯
と
し
て
は
語
ら
れ
ず
、
世
界
の
真
実
相

と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
洞
察
し
た
と
お
り
、
意
志
の
否
定
の
帰
着
点
と
し
て
の
「
無
」
は
「
プ
ラ
ジ
ュ
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ニ
ャ
ー
・
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
」、
す
な
わ
ち
「
一
切
の
認
識
の
彼
方
、
す
な
わ
ち
、
主
観
と
客
観
が
も
は
や
存
在
し
な
い
地
点
」（II,508

）

で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、『
唯
信
抄
文
意
』
に
は
「
証
の
巻
」
の
「
証
果
の
徳
相
」
に
は
見
ら
れ
な
い
「
仏
性
」
の
語
が
「
一
如
」
の
後
に
置
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
一
連
の
語
を
集
約
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
応
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
道
元
の
「
一
切
は
衆
生
な

り
、
悉
有
は
仏
性
な
り
」⒂
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、「
仏
性
」
を
「
諸
法
の
如
実
観
」⒃
に
基
づ
く
言
説
と
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
親
鸞
の
独
自
性
は
「
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
「
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み

ち
た
ま
え
り
。
す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
り
」
と
言
わ
れ
る
。
曽
我
量
深
は
こ
こ
に
如
来
表
現
と
し
て
の
回
向
を
見
る
。「
廻
向
と

い
う
こ
と
は
つ
ま
り
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
浄
土
真
宗
の
廻
向
は
表
現
廻
向
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」⒄
。

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
長
谷
正
當
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
…
…
回
向
を
『
表
現
』
と
す
る
理
解
は
、
水
が
岩
や
石
に
沿
っ
て

自
ら
の
形
を
変
え
な
が
ら
の
高
き
か
ら
低
き
に
自
然
に
流
れ
て
い
く
よ
う
に
、
回
向
の
主
体
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
他
の
も
の
に
随
順
し

て
自
ら
を
変
え
つ
つ
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
自
ら
を
表
し
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
己
主
張
の
代
わ
り
に
自
己
否

定
が
前
面
に
現
れ
る
。
表
現
と
は
、
自
ら
を
直
接
示
さ
な
い
で
、
他
の
も
の
に
従
い
、
他
の
も
の
を
通
し
て
自
ら
を
表
し
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
回
向
が
表
現
だ
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
が
自
ら
を
主
張
す
る
こ
と
を
保
留
し
て
、
諸
々
の
縁
に
随
順
し
て
形
を
変

え
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
如
来
が
自
ら
を
否
定
し
て
、
衆
生
の
世
界
に
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
如
来
が
衆
生
の
世
界
に
形
を
変
え
て
現
れ
た
も
の
が
本
願
で
、
そ
こ
に
回
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

る
。
本
願
力
回
向
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
直
接
自
ら
を
顕
示
す
る
の
で
は
な
く
、
本
願
と
な
っ
て
衆
生
の
世
界
に
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
そ
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
…
…
（
中
略
）
…
…
阿
弥
陀
如
来
が
自
己
を
否
定
し
、
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空
し
く
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
衆
生
の
世
界
に
現
れ
た
と
こ
ろ
に
、
如
来
が
大
悲
心
で
あ
り
、
回
向
心
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
の
で

あ
る
。
親
鸞
は
回
向
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
は
、
法
蔵
菩
薩
を
『
一
切
群
生
海
の
心
』
と
し
て
捉
え

た
」⒅
。

こ
こ
で
鍵
と
な
る
「
表
現
」
と
は
、
長
谷
に
よ
れ
ば
「
自
己
に
他
な
る
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
映
す
（
移
す
）
こ
と
」⒆
と
し
て
定
義

さ
れ
る
。
そ
の
根
元
に
は
「
如
来
が
自
ら
を
否
定
す
る
こ
と
」、
絶
対
が
相
対
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
絶
対
者
の
自
己
否
定
が
あ
る
。

そ
う
い
う
仕
方
で
如
来
は
「
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
う
」
の
で
あ
り
、
盲
目
的
な
生
へ
の
意
志
の
苦
に
満
ち
た
世
界
、「
一
切
群
生

海
」
の
「
心
」
と
な
り
、
一
切
衆
生
と
同
苦
し
て
い
る
。
そ
の
象
徴
が
「
法
蔵
菩
薩
」
で
あ
る
。「
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
う
」
如

来
は
自
己
を
完
全
に
否
定
し
、
相
対
に
成
り
切
っ
て
い
る
の
で
、
本
願
と
い
う
如
来
の
救
済
意
志
は
盲
目
的
な
生
へ
の
意
志
と
一
体
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
曽
我
量
深
は
「
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
…
…
本
能
の
中
に
あ
る
大
生
命
で
あ
り
、
大
原
理
で
あ

り
、
大
精
神
で
あ
る
。
…
…
仏
の
本
願
は
本
能
を
貫
き
本
能
を
超
越
し
て
い
る
。
本
願
は
本
能
の
深
い
と
こ
ろ
に
根
を
も
っ
て
い
る
」⒇

と
述
べ
て
い
る
。
曽
我
の
思
考
が
「
本
能
」
と
い
う
「
盲
目
的
な
生
へ
の
意
志
」
を
想
起
さ
せ
る
概
念
を
軸
に
し
て
動
い
て
い
る
こ
と
は

き
わ
め
て
興
味
深
い
。
本
願
は
本
能
、
す
な
わ
ち
生
へ
の
意
志
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
気
づ
か
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、「
仏
の
本

願
は
本
能
を
貫
き
本
能
を
超
越
し
て
い
る
」。
こ
の
「
超
越
」
が
生
起
す
る
こ
と
を
曽
我
は
「
感
応
道
交
」
と
呼
ぶ
。「
…
…
感
応
道
交
│
│

そ
れ
を
機
と
し
て
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
が
は
じ
ま
っ
て
来
た
。
…
…
仏
の
本
願
は
、
そ
の
感
応
道
交
す
る
と
こ
ろ
の
本
能
、
そ
の
ハ
ズ

ミ
で
本
願
が
起
っ
て
き
た
」21
。

本
願
が
起
っ
て
き
た
「
ハ
ズ
ミ
」
は
、
教
学
の
用
語
で
は
「
随
縁
の
摂
化
」22
と
呼
ば
れ
る
。
長
谷
の
説
明
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
如
来

は
「
他
の
も
の
に
従
い
、
他
の
も
の
を
通
し
て
自
ら
を
表
し
て
ゆ
く
」。
つ
ま
り
、
我
々
が
宿
業
の
世
界
に
お
い
て
出
会
う
人
、
物
、
出
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来
事
を
機
縁
と
し
て
如
来
は
自
ら
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
表
現
回
向
に
お
い
て
出
会
い
の
事
実
は
呼
び
か
け
と
し
て
の
意
義
を
帯
び
る

が
、
こ
の
呼
び
か
け
は
知
的
に
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
感
応
道
交
」
を
と
お
し
て
聞
き
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
意
志
」

の
自
己
超
越
が
生
起
す
る
。
自
己
の
本
来
性
す
な
わ
ち
「
大
涅
槃
」
か
ら
呼
び
返
さ
れ
、「
絶
対
否
定
」
に
媒
介
さ
れ
て
、「
生
へ
の
意

志
」
は
自
己
を
廃
棄
す
る
に
至
る
。
親
鸞
は
「
意
志
」
の
こ
の
転
ぜ
ら
れ
た
姿
を
「
信
心
」
あ
る
い
は
「
信
楽
」
と
呼
ぶ
23
。
そ
れ
ゆ
え

「
こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
」
と
は
、「
一
切
群
生
海
の
心
」
と
な
っ
て
衆
生
と
同
苦
す
る
「
法
蔵
菩
薩
」
と
の
間
に
「
感
応
道
交
」
が

成
り
立
ち
、「
本
願
が
起
っ
て
く
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
信
心
の
獲
得
で
あ
る
。
親
鸞
は
「
真
実
信
心
う
る
ひ
と
は

す
な
わ
ち
定

聚
の
か
ず
に
い
る

不
退
の
く
ら
い
に
い
り
ぬ
れ
ば

か
な
ら
ず
滅
度
に
い
た
ら
し
む
」24
と
和
讃
し
て
い
る
。
ま
た
性
信
坊
宛
の
手
紙

で
は
、「
信
心
を
え
た
る
人
は
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
等
正
覚
の
く
ら
い
と
も
う
す
な
り
。
い
ま
の
『
大
無

量
寿
経
』
に
は
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
さ
だ
ま
る
を
正
定
聚
と
な
づ
け
、『
無
量
寿
如
来
会
』
に
は
、
等
正
覚
と
と
き
給
え
り
」
と
記
し

て
い
る
25
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
信
心
が
定
ま
る
こ
と
と
「
等
正
覚
」
を
同
等
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。「
信
心
」
を
「
意
志
」

の
転
ぜ
ら
れ
た
姿
で
あ
る
と
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
そ
れ
を
「
大
涅
槃
」
の
起
点
で
あ
る

「
正
覚
」
と
等
置
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
正
定
聚
」
に
住
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
信
心
獲
得
に
「
等
正
覚
」
と
等
し
い
位
が
与
え
ら

れ
、
そ
れ
が
必
ず
滅
度
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
位
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
心
獲
得
以
後
の
生
活
は
「
新
生
」
と
い
う
意
義
を

帯
び
る
。
親
鸞
の
思
考
圏
で
は
、
新
生
は
「
往
生
」
と
呼
ば
れ
る
26
。
こ
の
よ
う
な
思
考
に
お
い
て
は
、「
往
生
」
と
は
こ
の
有
限
な
生

を
生
き
尽
す
こ
と
で
あ
り
、「
涅
槃
」
は
、
贈
与
論
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
い
わ
ば
純
粋
贈
与
に
よ
る
《
消
尽
》
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
観
点
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
が
生
の
否
定
で
は
な
く
、「
生
へ
の
」
意
志
の
否
定
で
あ
る
こ
と
が
ま
っ
た

く
頷
け
る
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
生
の
ほ
か
に
な
お
生
が
欲
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
《
消
尽
》
と
は
正
反
対
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の
方
向
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
確
か
め
を
と
お
し
て
、
親
鸞
は
「
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
信
心
と
は
仏
性
の
内

在
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
」、
つ
ま
り
「
仏
性
」
を
絶
対
が
相
対
と
な
る
こ
と
と
し
て
捉
え
、
絶

対
者
の
自
己
否
定
が
「
如
来
回
向
」
と
し
て
の
「
信
心
」
と
い
う
か
た
ち
で
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
「
仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
」
と
い
う
箇
所
の
読
み
方
も
定
ま
っ
て
く
る
。

「
仏
性
」
は
│
│
「
す
な
わ
ち
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
お
り
│
│
「
法
性
」
お
よ
び
「
法
身
」
と
不
可
分
で
あ
る
が
、「
仏
性
↓
法

性
↓
法
身
」
と
い
う
順
序
は
崩
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
仏
性
」
と
は
、
西
田
幾
多
郎
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
「
絶
対
無
」
の
限

定
で
あ
る
。「
何
処
ま
で
も
相
対
的
に
、
自
己
自
身
を
翻
す
所
に
、
真
の
絶
対
が
あ
る
の
で
あ
る
」27
。「
法
性
」
は
絶
対
無
の
限
定
が

「
実
存
の
形
式
」28
で
あ
る
こ
と
に
相
当
し
、「
法
身
」
は
そ
の
形
式
の
実
な
る
こ
と
（
真
実
性
）
を
表
現
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。「
実

存
の
形
式
」
と
は
「
無
常
・
苦
・
無
我
」
で
あ
り
29
、
真
実
と
は
「
仏
法
の
智
慧
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
一
切
衆

生
へ
の
目
覚
め
を
促
す
「
慈
悲
」
と
し
て
実
働
す
る
。
こ
の
慈
悲
の
象
徴
が
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
そ
れ
を
実
体

化
せ
ず
、「
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
」、
す
な
わ
ち
『
無
量
寿

経
』
の
物
語
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
源
泉
は
、「
一
如
」
か
ら
は
た
ら
き
出
る
慈
悲
と
い
う
、
か
た
ち
の
な
い
も

の
に
か
た
ち
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
存
す
る
。「
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
す
」
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
衆
生
の
「
本
能
」、
す
な

わ
ち
「
生
へ
の
意
志
」
が
「
随
縁
の
摂
化
」
に
遭
い
、
そ
こ
に
「
感
応
道
交
」
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
「
本
願
」
が
聞
き
取
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、「
法
身
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
」
の
箇
所
に
つ
い
て
若
干
付
言
し
た
い
。「
い
ろ
も
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
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ず
」
は
「
空
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
理
解
が
普
通
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
卑
見
に
よ
れ

ば
、
こ
こ
は
先
述
し
た
「
無
為
法
身
」
の
両
面
性
、
す
な
わ
ち
「
絶
対
無
の
面
」
が
「
働
く
存
在
と
い
う
面
」
を
裏
打
ち
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
踏
ま
え
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、「
法
身
」
は
「
真
如
」、「
一
如
」
と
い
っ
た
世
界
の
真
実
相
（
空
）
と
切
り

離
す
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
同
一
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
両
者
の
関
係
を
敢
え
て
言
語
化
す
る
に
は
、

西
田
幾
多
郎
の
場
所
的
論
理
が
有
効
で
あ
る
30
。「
真
如
」、「
一
如
」
が
西
田
の
言
う
「
超
越
的
主
語
面
」（
真
の
個
物
）
と
「
超
越
的
述

語
面
」（
無
の
場
所
）
の
一
致
で
あ
る
の
に
対
し
、「
法
身
」
は
述
語
面
の
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
見
方
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
世
界
の
真
実
相
は
一
つ
で
あ
る
が
、「
法
身
」
は
述
語
面
が
主
語
面
を
限
定
す
る
と
い
う
構
造
を
内
包
す
る
概

念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
無
の
限
定
」
で
あ
る
「
仏
性
」
と
「
す
な
わ
ち
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
の
で
あ

る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
共
に
言
え
ば
、「
我
々
の
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
実
在
的
な
世
界
が
、
そ
の
太
陽
と
銀
河
の
す
べ
て
を
含
め
て

│
無
で
あ
る
」（II,508

）
と
い
う
と
き
の
「
無
」
に
、「
意
志
の
全
き
廃
棄
の
後
に
残
る
も
の
は
、
ま
だ
意
志
に
満
ち
て
い
る
す
べ
て
の

者
に
と
っ
て
は
た
し
か
に
無
で
あ
る
」（ibid.

）
と
い
う
と
き
の
「
無
」
が
裏
貼
り
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
「
い
ろ
も
な
し
、

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
」
と
言
う
と
き
の
「
い
ろ
も
か
た
ち
も
な
い
」
も

の
は
、
後
者
の
意
味
で
の
「
無
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
無
」
こ
そ
が
、「
意
志
の
否
定
」
の
帰
着
点
で
あ
り
、
か
つ
「
意
志
」

の
本
来
性
で
あ
る
「
大
涅
槃
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

本
節
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
比
喩
的
に
示
唆
さ
れ
た
事
柄
を
判
明
に
す
べ
く
、
親
鸞
に
お
け
る
「
如
来
回
向
」
の
思

想
を
参
照
し
た
。『
唯
信
鈔
文
意
』
の
解
釈
に
際
し
て
援
用
さ
れ
た
曽
我
教
学
は
、「
回
向
」
に
「
表
現
」
の
意
義
を
見
る
も
の
で
あ
る
。

曽
我
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
感
応
道
交
」
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
同
苦M

itleid

」
に
も
相
応
し
、「
人
間
に
お
け
る
認
識
の
意
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欲
に
対
す
る
最
も
内
的
な
関
わ
り
」
を
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
生
起
す
る
意
志
の
自
己
超
越
（
自
己
廃
棄
）
に
は
、
回

向
の
主
体
の
自
己
否
定
、
す
な
わ
ち
「
大
悲
」
が
不
可
逆
的
に
先
行
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、「
意
志
の
否
定
」
は

「
外
か
ら
飛
来
す
る
よ
う
に
訪
れ
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

結

語

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
仏
教
に
お
い
て
複
義
的
な
「
涅
槃
」
を
、『
マ
ハ
ー
・
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
』
に
説
か
れ
る

「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
こ
と
に
相
応
す
る
「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
と
い
う
一
語
に
よ
っ
て
受
け
止
め
た
。
彼
が
ど
こ

ま
で
意
識
的
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
結
果
的
に
こ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
。「
ア
ー
ユ
ス
の
サ
ン
カ
ー
ラ
を
捨
て
る
」
に
至
る
こ

と
が
な
い
か
ぎ
り
、「
正
覚
」、
す
な
わ
ち
縁
起
の
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
用
語
で
は
「
個
体
化
の
原
理
の

看
破
」）
は
「
大
涅
槃
」
の
起
点
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
恩
寵
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
生
へ
の
意
志
の
否
定
」
が
「
生
へ
の
意
志
」
自
身
か
ら
は
出
来
し
な
い
「
絶
対
否
定
」
の
媒
介
に
よ
っ
て
の
み
成
就

す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
ま
だ
萌
芽
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
親
鸞
が
洞
察
し
た
よ
う
な
、「
大
涅
槃
」
を
起
点
と
終
点

と
す
る
「
如
来
回
向
」
の
は
た
ら
き
の
中
に
「
涅
槃
」
の
三
つ
の
構
造
的
側
面
│
│
「
正
覚
・
滅
度
・
新
生
」
│
│
を
位
置
づ
け
る
視
点

が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
生
へ
の
意
志
」
と
い
う
概
念
を
思
考
の
軸
に
据
え
た
こ
と
に
よ
っ

て
、「
恩
寵
」
の
贈
り
手
（
回
向
の
主
体
）
を
実
体
と
し
て
立
て
ず
に
、「
生
へ
の
意
志
」
を
貫
き
か
つ
超
越
し
て
い
る
救
済
意
志
（
本

願
）
を
内
在
的
超
越
に
お
い
て
捉
え
る
方
途
も
開
か
れ
て
く
る
。
実
際
、
曽
我
量
深
は
、「
生
へ
の
意
志
」
と
親
族
的
類
似
性
を
有
す
る
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「
本
能
」
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
歩
み
始
め
た
道
を
、
そ
の
さ
ら
に
先
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

注
引
用
文
中
の
〔

〕
内
の
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
邦
語
文
献
の
中
の
旧
仮
名
遣
い
は
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
適
宜
改
め
た
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー（A

rthur
Schopenhauer,17881860

）の
著
作
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、Werke

in
zehn

Bänden,
D
iogenes

V
erlag,1977

の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
本
文
中
に
記
入
し
た
。

⑴

M
.N
icholls,“The

Influences
of
Eastern

Thoughton
Schopenhauer’s

D
octrine

of
the
ThingsinItself”,in

:
The

C
am
bridge

C
om
panion

to
Schopenhauer,

ed.by
C
.Janaw

ay,C
am
bridge

U
niversity

Press,1999,pp.1745.

⑵

U
.A
pp,“N

IC
H
TS.D

as
letzte

W
ort
von

Schopenhauers
H
auptw

erk”,
in
:
“D
as
Tier,

das
du
jetzt

tötest,
bist

du
selbst

.
.
.”
Arthur

Schopenhauer
und

Indien,
hrsg.v.J.Stollberg,V

ittorio
K
losterm

ann,2006,S.51
f.

⑶

小
川
一
乘
『「
顕
浄
土
真
実
証
文
類
」
解
釈
│
「
証
」
の
二
重
性
に
つ
い
て
の
試
論
│
』、
東
本
願
寺
、
二
〇
一
六
年
、
三
八
頁
。

⑷

同
書
、
三
九
頁
。

⑸
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
一
）「
阿
含
部
上
」、
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
年
、
一
九
頁
下
。

⑹
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
│
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
│
』
中
村
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
七
二
頁
。

⑺

木
村
泰
賢
『
原
始
仏
教
思
想
論
』（『
全
集
』
第
三
巻
）、
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
六
│
七
頁
。

⑻

同
書
、
二
〇
三
│
二
〇
四
頁
。

⑼

板
橋
勇
仁
「
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
に
お
け
る
否
定
性
│
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
意
志
の
〈
転
換
〉
を
手
が
か
り
と

し
て
│
」、
所
収：

『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
研
究
』
第
八
号
（
日
本
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
協
会
編
）、
二
〇
〇
二
年
、
三
〇
頁
。

⑽

小
川
一
乘
、
前
掲
書
、
三
二
│
三
三
頁
。

⑾

廣
瀬
杲
『
真
宗
救
済
の
道
理
│
廻
向
論
│
』（『
講
義
集
』
第
七
巻
）、
文
栄
堂
、
一
九
八
五
年
、
一
三
五
頁
。

⑿
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
、
一
七
〇
│
一
七
一
頁
。
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⒀
「
必
ず
滅
度
に
至
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
常
楽
な
り
。
常
楽
は
す
な
わ
ち
こ
れ
畢
竟
寂
滅
な
り
。
寂
滅
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
涅
槃
な
り
。
無
上

涅
槃
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
為
法
身
な
り
。
無
為
法
身
は
す
な
わ
ち
こ
れ
実
相
な
り
。
実
相
は
す
な
わ
ち
こ
れ
法
性
な
り
。
法
性
は
す
な
わ
ち
こ
れ

真
如
な
り
。
真
如
は
す
な
わ
ち
こ
れ
一
如
な
り
」。『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
、
一
九
五
頁
。

⒁

星
野
元
豊
『
講
解
教
行
信
証
』
証
の
巻
・
真
仏
土
の
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
、
一
一
〇
八
頁
参
照
。

⒂
「
仏
性
」
の
巻
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
悉
有
の
言
は
衆
生
な
り
、
群
有
也
。
す
な
は
ち
悉
有
は
仏
性
な
り
」。
水
野
弥
穂
子
校
注
『
正
法
眼
蔵
』

（
一
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
七
三
頁
。

⒃
『
大
乗
経
典
』
九
「
宝
積
部
経
典
」、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
五
〇
頁
参
照
。

⒄

曽
我
量
深
「
本
願
の
仏
地
」、
所
収：

『
選
集
』
第
五
巻
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
二
六
二
│
三
頁
。

⒅

長
谷
正
當
「
親
鸞
の
回
向
の
思
想
│
一
切
群
生
海
の
心
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
│
」、
所
収：

『
教
化
研
究
』
第
一
五
七
号
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究

所
、
二
〇
一
五
年
、
一
八
六
│
七
頁
。

⒆

長
谷
正
當
『
欲
望
の
哲
学
│
浄
土
教
世
界
の
思
索
│
』、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
七
頁
。

⒇

曽
我
量
深
『
教
行
信
証
内
観
』（『
講
義
集
』
第
四
巻
）、
彌
生
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一
六
一
│
二
頁
。

21

曽
我
量
深
『
本
願
成
就
』（『
講
義
集
』
第
一
巻
）、
彌
生
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
八
頁
。

22

廣
瀬
杲
『
偏
依
と
独
存
│
諸
佛
称
名
│
』（『
講
義
集
』
第
四
巻
）、
文
栄
堂
、
一
九
八
二
年
、
一
九
七
頁
。

23
『
教
行
信
証
』「
行
の
巻
」
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
良
に
知
り
ぬ
。
徳
号
の
慈
父
ま
し
ま
さ
ず
は
能
生
の
因
闕
け
な
ん
。
光
明
の
慈
母

ま
し
ま
さ
ず
は
所
生
の
縁
乖
き
な
ん
。
能
所
の
因
縁
、
和
合
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、
信
心
の
業
識
に
あ
ら
ず
は
光
明
土
に
到
る
こ
と
な
し
。
真
実

信
の
業
識
、
こ
れ
内
因
と
す
。
光
明
名
の
父
母
、
こ
れ
す
な
わ
ち
外
縁
と
す
。
内
外
の
因
縁
和
合
し
て
、
報
土
の
真
身
を
得
証
す
」（
定
本
『
親

鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
、
六
八
頁
）。「
信
心
の
業
識
」、「
真
実
信
の
業
識
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
い
。「
業
識
」
は
生
命
識
で
あ
り
、
阿
頼

耶
識
で
あ
る
。「
信
心
の
業
識
」
と
は
、
阿
頼
耶
識
の
見
分
で
あ
る
サ
ン
カ
ー
ラ
（
行
）、
す
な
わ
ち
「
生
へ
の
意
志
」
が
如
来
の
「
絶
対
否
定
の

媒
介
」
に
よ
っ
て
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
姿
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
『
生
へ
の
意
志
の
否
定
』
│
大

涅
槃
の
影
像
│
」、
所
収：

『
文
化
學
年
報
』
第
六
五
輯
（
同
志
社
大
学
文
化
学
会
編
）、
二
〇
一
六
年
、
七
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

24
『
浄
土
和
讃
』「
大
経
意
」、
所
収：

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
、
三
八
頁
。

25
『
末
燈
鈔
』、
所
収：

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
、
書
簡
篇
六
九
頁
。

― ２３ ―
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26
「
往
生
」
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
典
拠
と
し
て
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
曽
我
量
深
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。「
信
の
一
念
に

往
生
は
決
定
す
る
。
往
生
が
決
定
す
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
往
生
と
い
う
の
は
生
活
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
生
活
が
決
定
す
る
。
新
し
い
生
活

が
そ
こ
に
始
ま
る
。
そ
れ
を
往
生
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」（『
正
信
念
仏
偈
講
義
』『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
二
年
、

七
五
頁
）。
こ
の
よ
う
な
往
生
観
は
、
と
り
わ
け
真
宗
大
谷
派
の
い
わ
ゆ
る
「
近
代
教
学
」
を
糧
と
す
る
者
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
。
安
冨
信

哉
師
は
こ
れ
を
「
線
的
往
生
理
解
」
と
呼
び
、「
点
的
往
生
理
解
」
と
対
置
し
た
（『
親
鸞
・
信
の
教
相
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
〇

頁
）。
小
谷
信
千
代
師
は
、
曽
我
を
代
表
と
す
る
（
小
論
も
そ
れ
に
連
な
る
）
こ
の
よ
う
な
往
生
理
解
を
仏
教
学
の
立
場
か
ら
批
判
し
て
い
る

（『
真
宗
の
往
生
論
│
親
鸞
は
「
現
世
往
生
」
を
説
い
た
か
│
』
二
〇
一
五
年
、『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
二
〇
一
六
年
、『
親
鸞
の
還
相
回

向
論
』
二
〇
一
七
年
、
い
ず
れ
も
法
蔵
館
刊
）。

27

西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」、
所
収：

旧
『
全
集
』
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
三
九
八
頁
、
新
『
全
集
』
第

十
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
三
一
六
頁
。

28

西
田
幾
多
郎
「
無
の
自
覚
的
限
定
」、
所
収：

旧
『
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
一
〇
頁
、
新
『
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
、
八
頁
。

29

安
田
理
深
は
「
花
な
ら
花
と
い
う
も
の
の
存
在
の
法
が
あ
る
。
拡
大
性
・
領
納
性
・
表
象
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
法
と
し
て
花
は
成
り
立
っ
て

い
る
。
こ
れ
を
法
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
無
我
で
あ
る
と
か
、
無
常
で
あ
る
と
か
、
苦
で
あ
る
と
か
い
う
。
…
…
こ
の
『
無
常
・

苦
・
無
我
』
が
法
性
で
あ
る
。
…
…
法
の
法
性
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
法
性
は
一
般
的
で
あ
り
、
法
は
特
定
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
ら
を
混
乱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
特
定
の
法
に
対
す
る
一
般
的
な
法
性
を
小
論
は
西
田
の
顰
み
に
倣
っ
て
「
実
存
の
形

式
」
と
呼
ぶ
。『
呼
び
か
け
と
目
覚
め
│
名
号
│
』（『
講
義
集
』
第
一
巻
）、
彌
生
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
八
八
頁
。

30
「
場
所
」
論
文
、
と
り
わ
け
次
の
箇
所
を
参
照
。「
一
般
が
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
と
な
る
、
一
般
と
特
殊
と
が
合
一
し
自
己
同
一
と
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
単
に
両
者
が
一
と
な
る
の
で
は
な
い
。
両
面
は
何
処
ま
で
も
相
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
唯
無
限
に
相
接
近
し
て
行
く
の
で
あ

る
。
斯
く
し
て
そ
の
極
限
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
包
摂
的
関
係
は
所
謂
純
粋
作
用
の
形
を
取
る
。
か
か
る
場
合
、
述
語
面
が
主
語
面
を

離
れ
て
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
私
は
之
を
無
の
場
所
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」。
旧
『
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
七
四
│
五
頁
、

新
『
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
四
六
六
頁
。

シ
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