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僧
肇
（
西
暦
三
八
四
、
一
説
に
三
七
四
ー
四
―
四
）
の
思
想
を
語
る
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
論
理
に
「
体
用
の
論
理
」
が
あ
る
。
体

用
の
論
理
と
は
、
中
国
的
思
考
の
特
徴
の
―
つ
で
あ
る
と
さ
れ
特
に
宋
学
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
論
理
で
あ
る
が
(1)
ヽ

こ
れ
が
僧
肇
の
忍
想
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
湯
用
形
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
湯
は
、

魏
晋
以
て
南
北
朝
に
屹
る
ま
で
、
中
華
学
術
界
、
異
説
繁
興
、
争
論
雑
出
し
、
其
の
表
面
上
は
非
常
に
複
雑
と
雖
も
、
但
だ
其

の
争
論
す
る
所
、
実
に
体
用
の
観
念
を
離
れ
ず
。
而
し
て
玄
学
仏
学
は
、
同
じ
く
無
を
貴
び
有
を
賎
し
む
を
主
と
す
。
無
を
以

て
本
と
為
し
、
万
有
を
以
て
末
と
為
す
。
本
末
は
即
ち
体
用
を
謂
う

(
2
)
0

と
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
思
想
界
の
論
争
の
主
題
が
体
用
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
中
で
も
仏
教
は
玄
学
と
共
に
、
無
を

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I

序

「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
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考
察
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僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

体
、
有
を
用
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
僧
肇
は

肇
公
の
学
説
は
、
一
言
以
て
之
を
蔽
い
て
曰
く
、
即
体
即
用
な
り

(
3
)
0

と
、
「
即
体
即
用
」
、
す
な
わ
ち
、
無
II
有
、
を
説
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
、

既
に
「
有
に
し
て
有
と
為
し
、
無
に
し
て
無
と
為
す
」
と
謂
う
能
わ
ざ
れ
ば
、
亦
た
「
動
に
し
て
静
に
乖
き
、
静
に
し
て
用
を

廃
す
」
と
も
言
う
可
か
ら
ず
。
動
静
は
二
な
ら
ず
、
故
に
肇
公
曰
く
、

用
即
寂
、
寂
即
用
、
用
寂
体
一
、
同
出
而
異
名
、
更
無
無
用
之
寂
、
而
主
於
用
也

(
4
)
0

と
、
『
般
若
無
知
論
』
の
一
節
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
僧
肇
の
文
は
「
寂
」
と
「
用
」
と
を
対
に
す
る
も
の
で
あ

り
体
用
で
は
な
い
が
、
湯
は
、
寂
II
無
II
体
、
と
み
な
し
、
寂
用
を
体
用
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
島
田
虔
次
は
、
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
体
と
用
と
を
明
確
に
対
挙
し
た
例
は
な
い
と
し
、
僧
肇
に
つ
い
て
も
、

し
か
し
な
が
ら
、
肇
論
四
篇
（
劉
遺
民
書
、
答
劉
遺
民
書
を
ふ
く
む
）
を
通
じ
て
、
じ
っ
さ
い
に
体
用
対
挙
し
て
論
を
や
っ
た

例
は
た
だ
の
―
つ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
対
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
し
て
湯
氏
の
引
い
て
い
る
の
は
、
『
用
即

寂
、
寂
即
用
、
用
寂
体
一
、
同
出
而
異
名
』
『
言
用
即
同
而
異
、
言
寂
即
異
而
同
』
（
般
若
無
知
論
、
塚
本
編
『
肇
論
研
究
』
三

五
ー
三
六
頁
）
の
ご
と
く
寂
と
用
で
あ
っ
て
体
と
用
で
は
な
い

(
5
)
0

と
述
べ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
僧
肇
そ
の
他
当
時
の
中
国
の
思
想
が
体
用
構
造
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で

一
、
体
用
に
相
当
す
る
思
想
は
す
で
に
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
体
と
用
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
は
哲
学
語
と
し
て
も
は

や
顕
著
に
使
用
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
語
が
（
中
略
）
密
接
不
可
分
の
相
関
語
と
し
て
（
中
略
）
熟
し
、
出
現
す
る
ま
で
に
は
到
っ

て
い
な
い
（
中
略
）
と
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
単
に
、
二
、
湯
用
形
氏
が
体
用
思
想
と
呼
ん
だ
の
が
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
っ
た
、
と

は
な
く
、

二
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考
え
る
べ
き
か
、

そ
れ
は
や
が
て
こ
の
時
代
の
思
想
史
の
核
心
に
も
ふ
れ
る
べ
き
重
要
な
問
題
を
は
ら
む
で
あ
ろ
う
が
、
今
は

し
ば
ら
く
論
じ
な
い

(
6
)
0

と
、
即
断
を
避
け
て
い
る

(
7
)
0

し
か
し
、
島
田
に
よ
る
こ
の
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
僧
肇
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
体
用
論
理
の
構
造
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
寂
II
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
定
説
と
な
っ
た
観
が
あ
る
。
例
え
ば
平
井
俊
栄
は

こ
こ
で
「
用
即
寂
、
寂
即
用
」
と
い
い
、
用
寂
は
体
一
で
あ
っ
て
、
用
の
な
い
寂
で
用
の
主
体
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
、
と

い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
表
現
に
お
い
て
も
後
世
の
体
用
論
理
と
一
致
し
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
こ
で
僧
肇
が
『
老
子
』
の
表
現

を
借
り
て
「
用
即
寂
」
と
い
う
体
用
範
疇
に
よ
る
論
理
を
示
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
思
弁
の
範
疇
と
し
て
の
体

用
概
念
と
い
う
も
の
は
、
中
国
固
有
の
思
想
と
共
通
な
基
盤
を
有
す
る
発
想
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

(
8
)
0

と
論
じ
て
お
り
、
ま
た
最
近
で
は
唐
秀
連
が

「
寂
」
、
「
用
」
は
即
ち
「
体
」
、
「
用
」
で
あ
る
。
『
肇
論
』
の
各
論
に
直
接
的
に
「
体
用
」
概
念
を
使
わ
な
く
て
も
、
実
は
「
体

用
」
の
理
論
を
聞
明
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
寂
用
」
は
即
ち
「
体
用
」
に
相
違
な
い

(
9
)
0

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
僧
肇
の
寂
用
が
直
ち
に
体
用
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
僧
肇
の
論
述
に
即
し
て
さ
ら
に

詳
し
く
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
用
寂
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
『
般
若
無
知
論
』
の
解
釈
を
試
み
る
。

問
題
の
用
寂
の
記
述
は
こ
の
論
の
最
後
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
論
全
体
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
肇
の
説
こ
う
と
し
た
用
寂
と

は
何
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー
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僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I

「
不
知
之
知
す
な
わ
ち
一
切
知
」

『
般
若
無
知
論
」
は
大
き
く
「
論
序
」
と
呼
ば
れ
る
部
と
問
答
の
部
—
ー
こ
の
論
文
中
で
は
仮
に
「
難
答
」
部
と
呼
ぶ
—
ー
に
分
か

れ
る
。
「
論
序
」
に
お
い
て
僧
肇
は
、
ま
ず
こ
の
論
を
著
述
し
た
動
機
、
背
景
を
序
文
的
に
述
べ
た
後
、
『
放
光
般
若
経
』
と
『
道
行
般

若
経
』
の
引
用
か
ら
(10)

こ
の
「
論
序
」
に
お
け
る
本
論
に
入
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
『
般
若
経
』
で
は

此
れ
智
照
の
用
を
弁
ず
。
而
し
て
相
無
く
知
無
し
と
曰
う
は
、
何
ぞ
や

(
1
1
)
0

智
が
事
物
を
照
ら
す
は
た
ら
き
を
述
べ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
相
が
無
く
知
が
無
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
、
こ
の
『
般
若
無
知

論
』
の
根
本
主
題
と
も
言
う
べ
き
疑
問
を
提
起
し
、
さ
し
あ
た
り
の
解
答
と
し
て
、

果
し
て
相
無
き
の
知
、
知
ら
ざ
る
の
照
有
る
こ
と
明
ら
か
な
り

(
1
2
)
0

や
は
り
相
の
無
い
知
、
知
る
こ
と
の
な
い
照
が
有
る
、
と
言
う
。
こ
の
「
無
相
之
知
」
、
「
不
知
之
照
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
僧
肇
が
挙
げ
る
の
が
、
次
の
論
述
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
。
夫
れ
所
知
有
れ
ば
則
ち
所
不
知
有
り
。
聖
心
は
知
無
き
を
以
て
の
故
に
所
不
知
無
し
。
不
知
の
知
は
乃
ち
一
切

知
と
日
う

(
1
3
)
0

知
ら
れ
る
も
の
が
有
る
か
ら
に
は
知
ら
れ
な
い
も
の
が
有
る
、
聖
心
|
—
般
若
が
完
成
し
た
心
ー
に
は
知
る
こ
と
が
無
い
の
で
知
ら

れ
な
い
も
の
が
無
い
、
知
る
こ
と
の
な
い
知
を
こ
そ
一
切
知
と
言
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
は
『
般
若
無
知
論
』
全
体
の
要
と

も
言
う
べ
き
論
述
で
あ
る
が
、
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
に
お
い
て
僧
肇
は
、
知
、
不
知
、
所
知
、
所
不
知
、

と
い
う
四
つ
の
概
念
の
論
理
展
開
に
よ
っ
て
、
聖
心
は
知
が
無
い
故
に
一
切
知
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
記
述
の
み
で
は
一
見
し
て
理
解
し
難
い
。
で
は
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

二
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純
粋
に
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
所
知
ー
所
不
知
、
知
ー
（
不
知
）
ー
所
不
知
、
と
い
う
こ
れ
ら
は
対
立
概
念
で
あ
り
、
あ
る
概
念
が
存

在
す
れ
ば
そ
の
対
立
概
念
も
必
然
的
に
存
在
す
る
、
と
い
う
論
理
で
あ
ろ
う
、
と
一
応
言
う
こ
と
が
で
き
る

9
。
し
か
し
、
そ
の
内
実

の
理
解
は
難
し
い
。
特
に
そ
の
結
論
部
分
、
「
不
知
之
知
、
乃
一
切
知
」
は
、
い
わ
ば
般
若
の
あ
り
方
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
は
ず
で

あ
り
、
重
要
で
あ
る
が
、
知
ら
な
い
知
で
あ
っ
て
こ
そ
一
切
知
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
果
た
し
て
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
箇
所
に
引
き
続
く
「
論
序
」
の
記
述
は
、
そ
の
理
解
に
は
役
立
た
な
い
。
「
論
序
」
に
お
い
て
は
論
理
的
記
述
は
こ
こ
の
み
で
あ

り
、
以
下
は
修
辞
的
記
述
が
続
く
。
し
か
も
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
概
念
は
意
味
の
不
明
確
な
も
の
が
多
く
、
全
体
的
に
文
意
が

把
握
し
難
い
。
従
っ
て
、
先
の
「
不
知
之
知
、
乃
一
切
知
」
の
意
味
は
、
「
難
答
」
部
に
お
け
る
僧
肇
の
論
述
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(
1
5
)
0

「
難
答
」
部
で
は
、
難
者
I

対
論
者
ー
と
の
九
つ
の
問
答

l

便
宜
上
、
塚
本
本
に
倣
い
、
難
一
、
答
一
、
…
…
難
九
、
答
九
、

と
呼
ぶ
|
|
に
よ
っ
て
、
「
論
序
」
に
説
か
れ
た
思
想
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
「
難
答
」
部
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

僧
肇
は
、
般
若
の
智
慧
が
聖
智
(16)

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
通
常
の
人
間
の
知
の
あ
り
方
を
惑
智
(17)

と
呼
ぶ
、
ま
ず
、
こ
の
惑
智
と
は

ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
が
Q

答
三
に
お
い
て
、

所
知
を
知
り
て
相
を
取
る
を
以
て
の
故
に
知
と
名
づ
く

(
1
8
)
0

と
彼
は
言
う
。
こ
こ
で
「
知
」
と
い
う
語
を
認
識
と
置
き
換
え
れ
ば
、
「
相
」
と
は
認
識
の
対
象
の
様
相
、
「
取
」
と
は
そ
の
認
識
の
相

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

惑
智

二
七
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僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
—
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

を
把
捉
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
—
|
他
の
箇
所
に
「
惑
取
之
知

(
1
9
)」
と
あ
る
の
も
、
従
っ
て
惑
智
と
同
意
で
あ
ろ
う
。

迷
い
に
よ
っ
て
相
を
把
捉
す
る
知
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ー
。
よ
っ
て
ま
ず
、
（
所
知
の
）
相
↓
取
、
と
い
う
知
の
流
れ

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
別
の
箇
所
（
難
五
）
に
、

取
無
け
れ
ば
則
ち
是
無
く
、
是
無
け
れ
ば
則
ち
当
無
し

(
2
0
)
0

と
あ
る
。
こ
れ
は
難
者
の
問
い
で
あ
る
が
、
僧
肇
も
こ
の
論
述
自
体
は
否
定
し
て
お
ら
ず
、
認
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
論
述
に
よ
っ
て
、
知
（
認
識
）
の
構
造
と
し
て
、
取
↓
是
↓
当
、
と
い
う
流
れ
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
両
者
の
共
通
理
解
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
で
は
こ
こ
で
言
う
「
是
」
、
「
当
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
概
念
の
正
確
な
理
解
は
難
し
く
、
諸

注
釈
者
や
研
究
者
の
見
解
も
異
な
っ
て
い
る
(21)

が
、
そ
の
な
か
で
文
オ
は
、
「
是
」
ー
「
印
可
於
物
不
謬
之
称
」
物
の
誤
り
の
な
い
名

称
に
対
し
て
認
定
す
る
、
「
当
」
—
—
「
印
物
不
謬
有
主
質
之
」
物
の
誤
り
な
い
名
称
を
認
定
し
て
そ
れ
を
判
断
す
る
た
め
の
主
体
が
あ

る
（
主
体
が
あ
っ
て
そ
れ
を
判
断
す
る
）
、
と
注
し
て
い
る
(22)o

こ
れ
に
私
見
を
加
え
て
解
釈
す
れ
ば
、
取
↓
是
↓
当
の
流
れ
よ
り
考
え

て
、
「
取
」
認
識
対
象
を
把
捉
す
る
↓
「
是
」
そ
の
対
象
に
対
し
て
判
断
し
、
是
で
あ
る
、
と
適
切
な
名
を
与
え
る
↓
「
当
」
そ
の
名
が

実
際
に
対
象
の
実
と
一
致
、
該
当
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
み
な
し
得
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
惑
智
に
お
い
て
は
、
相
↓
取
↓
是
↓
当
↓
知
、
と
い
う
五
段
階
に
よ
っ
て
知
の
過
程
が
な
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ

て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ニ
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つ
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り
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で
は
、
聖
智
に
お
い
て
は
そ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
智
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
段
階
は
全
く
無
い
、
と
僧
肇
は

み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
惑
智
の
認
識
対
象
が
所
知
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
聖
智
、
す
な
わ
ち
般
若
の
対
象
は
「
真
諦
」
と
呼

ば
れ
る
が
、真

諦
は
自
ず
か
ら
相
無
し

(
2
3
)
0

と
彼
は
言
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
僧
肇
の
論
理
は
お
そ
ら
く
単
純
で
、
要
す
る
に
、
相
↓
取
↓
是
↓
当
↓
知
、
と
い
う
認
識
の
過
程
に

お
い
て
、
最
初
の
相
が
無
い
の
で
あ
る
か
ら
連
鎖
的
に
知
も
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
難
答
三
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
詳
し
く
見
て
行
き
た
い
。

難
三
に
お
い
て
難
者
は
ま
ず
、

真
諦
は
則
ち
般
若
の
縁
な
り

(
2
4
)
0

と
言
う
。
こ
れ
は
、
真
諦
が
般
若
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
、
真
諦
と
は
般
若
に
縁
る
も
の
で
あ
る
、
と
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、

I

不
知
之
知

縁
を
以
て
智
を
求
む
れ
ば
、
智
は
則
ち
知
な
り

(
2
5
)
0

と
主
張
す
る
。
智
と
は
般
若
の
こ
と
、
そ
の
縁
と
は
前
の
句
で
見
た
よ
う
に
真
諦
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
句
は
、
般
若
は
真
諦
を

心
で
認
識
す
る
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
諦
を
知
る
の
で
あ
り
、
無
知
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
難
に
対
す
る
僧
肇
の
答
え
は
、

縁
を
以
て
智
を
求
む
れ
ば
、
智
は
知
に
非
ざ
る
な
り

(
2
6
)
0

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

聖
智
（

一

）

ニ
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僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

縁
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
般
若
を
求
め
れ
ば
、
般
若
は
知
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
こ
で
ま
ず
僧

肇
は
、
知
と
、
能
知
す
な
わ
ち
知
る
も
の
ー
ー
認
識
主
体
ー
、
と
所
知
す
な
わ
ち
知
ら
れ
る
も
の
ー
—
認
識
対
象
ー
~
、
と
の
縁
の

関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。
一
般
に
能
知
が
所
知
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
知
と
所
知
と
は
縁
の
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

夫
れ
知
と
所
知
と
は
、
相
い
与
に
し
て
有
、
相
い
与
に
し
て
無
な
り

(
2
7
)
0

つ
ま
り
、
知
と
所
知
と
は
、
存
在
す
る
と
き
に
は
共
に
存
在
し
、
存
在
し
な
い
と
き
に
は
共
に
存
在
し
な
い
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
知
と
所
知
と
の
相
互
依
存
関
係
を
基
に
、
先
に
引
用
し
た
二
つ
の
句
(28)

を
含
む
次
の
よ
う
な
論
述
を
す
る
。

夫
れ
智
は
、
所
知
を
知
り
て
相
を
取
る
を
以
て
の
故
に
知
と
名
づ
く
。
真
諦
は
自
ら
相
無
し
、
真
智
は
何
に
由
り
て
知
ら
ん

(
2
9
)
0

そ
も
そ
も
智
と
い
う
も
の
は
、
（
知
は
）
所
知
を
知
っ
て
そ
の
所
知
の
相
を
把
捉
す
る
こ
と
か
ら
知
と
名
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
般
若
が
把
捉
す
べ
き
真
諦
自
身
に
は
相
が
無
い
、
般
若
は
一
体
如
何
な
る
相
を
把
捉
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
う
の
で
あ
る

(
3
0
)
0

知
を
所
知
の
相
を
把
捉
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
相
の
真
諦
を
知
る
こ
と
は
当
然
で
き
ず
、
般
若
に
は
知
が
無
い
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
智
非
知
」
、
般
若
は
知
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
僧
肇
の
論
理
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
考
察
に
お
い

て
は
、
分
別
|
—
概
念
に
よ
る
事
物
の
把
握
I

は
迷
い
で
あ
っ
て
真
実
を
捉
え
て
は
い
な
い
、
と
い
う
仏
教
的
な
考
え
方
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
相
は
概
念
化
に
よ
っ
て
現
れ
る
様
相
で
あ
り
知
と
は
概
念
化
を
通
じ
て
認
識
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、

概
念
化
が
否
定
さ
れ
れ
ば
相
も
無
く
知
も
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う

(
3
1
)
0

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
無
知
無
相
の
般
若
の
あ
り
方
が
、
先
の
聖
な
る
心
に
お
け
る
「
論
序
」
の
記
述
、
般
若
の
あ

り
方
の
う
ち
、
「
不
知
之
知
」
の
側
面
に
相
当
す
る
あ
り
方
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

(
3
2
)
0
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と
こ
ろ
が
僧
肇
は
、
般
若
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
論
じ
な
が
ら
同
時
に
、

知
る
こ
と
無
く
し
て
知
ら
ざ
る
こ
と
無
し

(
3
3
)
0

有
と
為
す
可
か
ら
ず
（
中
略
）
無
と
為
す
可
か
ら
ず

(
3
4
)
0

夫
れ
当
無
け
れ
ば
則
ち
物
は
当
と
せ
ざ
る
無
く
、
是
無
け
れ
ば
則
ち
物
は
是
と
せ
ざ
る
無
し
(
3
5
)
0

な
ど
と
い
っ
た
矛
盾
し
た
表
現
を
使
っ
て
、
無
知
無
相
で
は
な
い
般
若
の
あ
り
方
を
も
論
じ
る
。
し
か
し
こ
の
あ
り
方
は
概
念
化
に
よ

る
惑
智
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
で
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

僧
肇
は
、知

無
き
の
般
若
を
以
て
、
彼
の
相
無
き
の
真
諦
を
照
ら
す
(36)

0
 

• 

と
言
う
。
こ
こ
で
彼
は
「
照
」
と
い
う
語
を
概
念
化
に
よ
る
認
識
と
は
異
な
る
意
味
で
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
定
義
の
具

体
的
な
説
明
は
説
か
れ
て
い
な
い
が
、
対
象
を
概
念
化
に
よ
ら
ず
に
顕
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
あ
り
方
は
い
わ
ゆ
る
直
観
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
、
と
一
応
見
て
良
い
で
あ
ろ
う

(
3
7
)
0

そ
し
て
こ
の
、
直
観
に
よ
っ
て
事
物
を
顕
示
す
る
心
の
は
た
ら
き
を
僧
肇
は
「
会
」
、
あ
る
い
は
「
応
」
と
い
う
語
で
表
す
。
会
に
つ

い
て
は
、
難
一
に
お
け
る
難
者
の
言
に
、
聖
人
ー
—
般
若
の
智
が
完
成
し
た
人
ー
ー
の
心
は

動
じ
て
事
と
会
す

(
3
8
)
0

と
あ
る
。
こ
の
記
述
も
僧
肇
と
の
合
意
事
項
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
解
釈
が
難
し
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
心
が
事
ー
事
物
、
出

来
事
ー
|
と
う
ま
く
合
致
、
適
合
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(39)

。
ま
た
応
は
、
難
七
に

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I

四

聖

智

（二）

ー
ー
一
切
知

ニ
八
三



知
之
知
」

五

用

寂

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I

聖
心
は
知
無
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
応
会
の
道
は
差
わ
ず

(
4
0
)
0

と
、
応
会
と
い
う
熟
語
と
し
て
ま
ず
現
れ
る
り
。
こ
こ
で
、
会
に
つ
い
て
は
今
述
べ
た
よ
う
に
心
が
事
物
と
適
合
す
る
こ
と
と
一
応
解

せ
る
が
、
応
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
『
荘
子
』
応
帝
王
篇
に

至
人
之
用
心
若
鏡
、
不
将
不
迎
、
応
而
不
蔵
(42)

至
人
が
心
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
は
鏡
の
よ
う
で
あ
り
、
見
送
ら
ず
出
迎
え
ず
、
対
応
し
て
貯
え
な
い
、
と
あ
る
所
の
「
応
」
と
意
味

的
に
関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
心
が
事
物
の
変
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
意
で
あ
ろ
う
(43)

。
な
お
、

こ
の
応
に
つ
い
て
は
僧
肇
は
答
七
で
、

応
ぜ
ざ
る
に
非
ず
、
但
だ
是
れ
応
ぜ
ざ
る
の
応
な
る
の
み

(
4
4
)
0

な
ど
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
僧
肇
は
、
直
観
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
顕
示
さ
れ
る
般
若
の
あ
り
方
を
説
く
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
、
先
の
「
不

の
側
面
に
対
し
て
、
般
若
の
「
一
切
知
」
の
側
面
に
相
当
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
難
答
の
七
ま
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
般
若
の
あ
り
方
の
二
側
面
に
つ
い
て
は
他
の
問
題
と
も
か
ら
ん
で
分
散
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
難
答
八
と
九
に
お
い
て
、
こ
れ
が
主
題
と
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
初
め
て
僧
肇
は
、
「
用
」
と
「
寂
」
と
い
う
語

を
対
概
念
と
し
て
持
ち
出
す
。
す
な
わ
ち
答
八
に
お
い
て
、

ニ
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是
を
以
て
般
若
と
真
諦
と
は
、
用
を
言
え
ば
即
ち
同
に
し
て
異
、
寂
を
言
え
ば
即
ち
異
に
し
て
同
な
り

(
4
5
)
0

と
言
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
「
同
」
「
異
」
と
は
、
後
の
経
証
の
箇
所
で
「
諸
法
不
異
」
、
「
於
無
異
法
中
而
説
諸
法
異
」
、
「
般
若
与
諸
法
、

亦
不
一
相
、
亦
不
異
相
」

(46)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
諸
法
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
る
い
は
般
若
と
諸
法
が
同
一
で
あ
る
か
区
別
が
あ
る
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
答
八
で
は
こ
の
用
と
寂
と
い
う
般
若
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
で
は
、

ど
ち
ら
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
般
若
と
真
諦
は
同
で
も
あ
り
異
で
も
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
真
意
は
よ
く
分
か
ら

な
い
。
「
同
而
異
」
と
「
異
而
同
」
の
順
序
の
違
い
も
不
明
確
で
あ
る

g
。
し
か
し
、
そ
の
後
で

同
の
故
に
彼
此
に
心
無
く
、
異
の
故
に
照
功
に
失
わ
ず

(
4
8
)
0

と
あ
る
。
こ
こ
で
「
彼
此
」
は
普
通
、
あ
れ
と
こ
れ
と
の
区
別
の
意
と
と
ら
れ
て
い
る
が
(49)

、
般
若
と
真
諦
、
と
い
う
意
味
か
も
し
れ

な
い
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
同
で
あ
る
か
ら
差
別
相
に
お
い
て
心
が
無
い
、
と
い
う
意
味
と
な
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
同
で
あ
る
か
ら
般

若
、
真
諦
と
も
に
心
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
異
の
ほ
う
は
何
を
失
わ
な
い
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
諸
本
に
従
い
、
あ
れ
と
こ

れ
と
の
区
別
が
あ
る
、
の
意
と
し
て
お
き
た
い
(50)

。
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
概
念
的
知
に
お
い
て
で
は
な
く
照
に
よ
る
直
観
知
に
お
い
て
、

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
同
と
も
言
い
切
れ
ず
異
と
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
、
異
と
す
る
こ
と
も
で
き
ず
同
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

と
述
べ
た
後
で
僧
肇
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
的
表
現
の
構
造
を
用
寂
の
構
造
で
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
、

内
は
独
鑑
の
明
有
り
、
外
は
万
法
の
実
有
り

(
5
1
)
0

と
言
う
。
こ
こ
で
「
内
」
は
心
の
内
面
で
あ
り
般
若
を
、
「
外
」
は
外
面
で
あ
り
真
諦
を
指
す
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
「
独
鑑
」
の
「
独
」

は
下
の
「
万
法
」
の
「
万
」
に
対
し
て
一
と
い
う
こ
と
を
、
「
鑑
」
は
、
字
は
違
う
が
、
先
に
難
七
の
考
察
で
取
り
上
げ
た
『
荘
子
』
応

帝
王
篇
か
ら
の
引
用
箇
所
と
同
様
、
般
若
の
心
を
鏡
に
誓
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(52)

。
外
に
つ
い
て
は
、
万
法
の
実
が
有
る
と
言
う
。

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I
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万
法
は
実
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
照
に
非
ざ
れ
ば
得
ず

(
5
3
)
0

万
法
は
実
だ
け
れ
ど
も
、
照
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
、
と
す
る
。
心
の
内
面
を
鏡
に
誓
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
照
」
と
は
心

の
鏡
に
事
物
を
映
し
出
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
目
。
従
っ
て
こ
こ
は
、
心
の
鏡
に
映
ら
な
け
れ
ば
事
物
は
心
に
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
、
と
い
う
意
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
外
で
は
万
物
が
実
在
し
、
内
で
は
照
が
起
こ
る
、
と
い
う
両
方
の
は
た
ら
き
が
伴
っ

て
初
め
て
照
の
は
た
ら
き
を
成
す
、
す
な
わ
ち
、

内
と
外
と
相
い
与
に
し
て
、
以
て
其
の
照
功
を
成
す
。
此
れ
則
ち
聖
の
同
と
す
る
能
わ
ざ
る
所
に
し
て
、
用
な
り

(
5
5
)
0

こ
の
よ
う
に
事
物
が
照
ら
さ
れ
て
心
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
、
一
切
が
同
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
般
若
の
あ
り
方
が
「
用
」

で
あ
る
、
と
僧
肇
は
論
じ
る
。
要
す
る
に
、
般
若
の
あ
り
方
の
う
ち
の
「
一
切
知
」
の
側
面
が
用
な
の
で
あ
る
。

一

方

、

見

方

を

変

え

る

と

、

．

内
は
照
と
雖
も
而
も
知
無
く
、
外
は
実
と
雖
も
而
も
相
無
し

(
5
6
)
0

内
を
見
れ
ば
照
は
あ
っ
て
も
知
が
無
く
、
外
を
見
れ
ば
実
は
あ
っ
て
も
相
は
無
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
難
答
の
議

論
の
流
れ
を
見
れ
ば
、
こ
の
意
味
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
物
の
実
を
心
に
照
ら
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
真
諦
に
は
相

が
無
い
の
で
、
相
↓
取
↓
是
↓
当
と
い
う
概
念
の
名
称
付
け
に
よ
る
知
は
無
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意

味
で
は
内
も
外
も
寂
静
で
あ
っ
て
共
に
無
で
あ
る
。

内
と
外
と
寂
然
と
し
て
、
相
い
与
倶
に
無
な
り
。
此
れ
則
ち
聖
の
異
と
す
る
能
わ
ざ
る
所
に
し
て
、
寂
な
り

(
5
7
)
0

こ
の
よ
う
に
、
無
知
無
相
で
あ
る
の
で
異
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
般
若
の
あ
り
方
を
彼
は
「
寂
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
し
て

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I

こ
れ
は
一
応
事
物
の
実
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
用
寂
を
捉
え
る
時
、
こ
れ
を
体
用
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
湯
用
形
の
文

を
こ
こ
に
再
掲
し
よ
う
。

而
し
て
玄
学
仏
学
は
、
同
じ
く
無
を
貴
び
有
を
賎
し
む
を
主
と
す
。
無
を
以
て
本
と
為
し
、
万
有
を
以
て
末
と
為
す
。
本
末
は

即
ち
体
用
を
謂
う
。

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

結

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
「
不
知
之
知
」
の
側
面
に
相
当
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
僧
肇
は
答
九
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
側
面
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

用
は
即
ち
寂
、
寂
は
即
ち
用
な
り
。
用
と
寂
と
は
体
一
な
り

(
5
8
)
0

と
、
用
と
寂
と
は
一
っ
で
あ
る
、
と
し
、

更
に
用
無
き
の
寂
に
し
て
用
に
主
た
る
は
無
き
な
り

(
5
9
)
0

つ
ま
り
、
寂
が
用
と
は
異
な
っ
て
い
て
用
の
主
体
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
い
、
と
言
う
。
こ
こ
に
、
般
若
の
あ
り

方
の
二
側
面
が
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
、
「
論
序
」
に
お
け
る
「
不
知
之
知
、
乃
一
切
知
」
と
い
う
論
述
の
意
味
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
前
に
提
出
さ
れ
た
『
般
若
経
』
中
の
記
述
に
対
す
る
疑
問
、
す
な
わ
ち

の
根
本
主
題
で
あ
る
「
此
弁
智
照
之
用
、
而
曰
無
相
無
知
者
何
耶
」
に
対
す
る
解
答
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
で

『
般
若
無
知
論
』

あ
ろ
う
。
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僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

こ
こ
で
湯
は
、
玄
学
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
無
が
本
で
あ
り
体
、
有
が
末
で
あ
り
用
、
と
し
、
そ
れ
が
僧
肇
の
場
合
に
は
「
即
体
即
用
」

で
あ
る
、
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
体
を
寂
と
捉
え
た
場
合
、
確
か
に
そ
れ
は
無
の
側
面
で
あ
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
果
た

し
て
本
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

論
じ
て
来
た
通
り
、
僧
肇
の
説
く
用
と
寂
は
般
若
の
あ
り
方
の
二
側
面
で
あ
る
が
、
彼
の
説
の
中
で
、
寂
が
本
で
あ
り
用
が
末
で
あ

る
、
と
す
る
内
容
の
論
述
は
全
く
無
い
。
か
え
っ
て
、
答
九
で
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
用
と
寂
と
は
体
一
」
で
あ
り
、
「
用
に
主
た
る
」

寂
は
「
無
」
い
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
本
末
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
論
述
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
寂
用
を
簡
単
に
体
用
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
体
用
の
論
理
は
体
用
一
致
が
原
則
で
あ
る
か
ら
(60)

、
先
に
引
用
し
た
平
井
七
六
論
文
の
よ
う
に
、
「
用
寂
体
一
」
の
言
を
逆

に
そ
れ
ら
が
体
用
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
体
用
の
論
理
に
お
け
る
体
用
一
致
と
は
、
体
の
用
|
—

本
体
の
作
用
—
—
の
意
味
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
僧
肇
に
お
け
る
寂
用
の
そ
れ
は
般
若
の
寂
、
般
若
の
用
で
あ
っ
て
、
寂
の
用
で
は
な

い
。
よ
っ
て
、
体
一
で
あ
る
か
ら
体
用
で
あ
る
と
も
断
百
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
島
田
の
主
張
す
る
通
り
「
中
国
思
想
は
い
わ
ば
本
来
的
に
、
あ
る
い
は
潜
在
的
に
、
体
用
思
想
で
あ
っ
た

g
」
な
ら
ば
、

僧
肇
の
思
想
に
も
体
用
が
潜
在
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
先
に
述
べ
た
「
般
若
の
用
」
と
い
う
表
現

を
考
え
れ
ば
、
彼
が
、
般
若
を
体
と
し
、
そ
の
は
た
ら
き
を
用
と
表
現
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
潜
在
的
思
想
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
『
般
若
無
知
論
』
に
お
い
て
僧
肇
が
論
じ
よ

う
と
し
た
主
意
は
体
用
で
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
僧
肇
の
主
意
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
用
と
寂
と
が
体
一
、
相
即
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
(62)o

す
な
わ
ち
、
般
若
に
お
い
て
は
照
に
よ
り
一
切
を
知
る
こ
と
と
知
が
無
い
こ
と
と
が
―
つ
で
あ
り
、
万
物
の
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実
と
無
相
の
真
諦
と
が
―
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
般
若
無
知
論
』
の
中
に
頻
出
す
る
「
終
日
知
而
未
嘗
知
也
(63)

」
な
ど
の

数
々
の
矛
盾
的
表
現
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
僧
肇
に
お
け
る
こ
の
相
即
の
思
想
は
何
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
れ
は
『
維
摩
経
』
の
「
不
二
」
の

思
想
に
よ
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
高
僧
伝
』
釈
僧
肇
伝
に
よ
れ
ば
、
僧
肇
は

嘗
て
老
子
徳
章
を
読
み
、
乃
ち
歎
じ
て
曰
く
、
美
な
れ
ば
則
ち
美
な
り
。
然
れ
ど
も
、
神
の
累
い
を
冥
す
る
の
方
に
棲
む
(64)

を

期
す
る
に
、
猶
お
未
だ
善
を
尽
さ
ざ
る
也
。
後
に
旧
き
維
摩
経
を
読
み
、
歓
喜
頂
受
、
披
尋
翫
味
し
、
乃
ち
、
始
め
て
帰
す
る

所
を
知
り
ぬ
と
言
う
。
此
れ
に
因
り
て
出
家
す

(
6
5
)
0

と
言
う
。
僧
肇
が
老
子
の
何
に
不
満
を
持
ち
『
維
摩
経
』
の
何
に
魅
か
れ
た
の
か
、
こ
こ
で
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
注
維
摩
詰
経
』

で
彼
は
そ
の
「
序
」
に
、

宗
極
を
語
れ
ば
則
ち
不
二
を
以
て
門
と
為
す

(
6
6
)
0

と
述
べ
、
ま
た
「
入
不
二
法
門
品
」
に

経
の
始
め
よ
り
已
来
、
明
か
す
所
殊
な
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
皆
な
大
乗
無
相
の
道
な
り
。
無
相
の
道
は
即
ち
不
可
思
議
解
脱

の
法
門
に
し
て
、
即
ち
第
一
義
、
無
二
の
法
門
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
不
二
（
無
二
）
を
『
維
摩
経
』
の
核
心
思
想
と
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
以
下
は
ま

だ
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
有
無
の
相
対
を
超
越
し
た
絶
対
の
無
、
す
な
わ
ち
「
道
」
を
目
指
す
こ
と
を
説
く
老
荘
に
対
し
(67)

、
そ
れ
で

は
相
対
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
の
現
実
世
界
の
万
物
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
と
僧
肇
は
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
そ
れ
を
解
決
す
る
思
想
を
、
無
と
不
二
の
も
の
と
し
て
現
実
世
界
の
万
物
を
肯
定
す
る
思
想
と
し
て
『
維
摩
経
』
の
中
に
見
出
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
考
え
は
現
時
点
で
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
に
止
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
吟
味
し
僧
肇
の
思
想

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I
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Liebenthal 

と
不
二
と
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

僧
肇
『
般
若
無
知
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』

の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
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体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー
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史
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僧
肇
の
「
般
若
無
知
論
」
と
玄
学
と
の
関
係
」
（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
三
五
二

0
0四）

蜂
屋
邦
夫
「
僧
肇
の
般
若
無
知
論
及
び
劉
遺
民
と
の
問
答
に
つ
い
て
上
」
（
『
比
較
文
化
研
究
』
―
―
―
九
七
一
）

平
井
俊
栄
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
」
春
秋
社
一
九
七
六

文
献
書
誌
お
よ
び
引
用
文
に
お
け
る
漢
字
の
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
漢
文
は
適
宜
書
き
下
し
た
。

註(
1
)
体
用
の
論
理
に
つ
い
て
は
島
田
六
一
に
詳
し
く
、
ま
た
要
点
と
し
て
は
島
田
六
七
、
三
ー
四
頁
の
説
明
が
分
か
り
や
す
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
で

島
田
が
体
用
の
論
理
の
定
義
と
し
て
挙
げ
た
記
述
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
張
岱
年
の
所
論
（
「
中
国
古
代
哲
学
中
若
干
基
本
概
念
的
起
源
与
演
変
」
）
は

現
在
、
『
張
岱
年
先
生
全
集
」
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
て
お
り
（
張
七
五

-
1
0
0頁
）
、
件
の
定
義
は
そ
の
一

0
0頁
に
あ
る
。

(
2
)
湯
三
三
三
頁
。

(
3
)
同

(
4
)
湯
―
―
―
―
―
―
七
ー
三
三
八
頁
。

(
5
)
島
田
六
―
四
二
六
頁
。

(
6
)島
田
六
―
四
二
六
—
四
二
七
頁
。

(
7
)
た
だ
し
、
後
の
論
文
に
お
い
て
島
田
は
、
「
中
国
思
想
は
い
わ
ば
本
来
的
に
、

わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
島
田
六
七
五
頁
）
。

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

平蜂唐湯
井屋
七,,. 
/'¥ 

島
田
六
七

張 島
田
六

仏
教
史
学
論
集
』
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
会

あ
る
い
は
潜
在
的
に
、

体
用
思
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

二
九

河
北
人
民
出
版
社

一
九
六

所



僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

の
一
考
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

二
九
二

(
8
)
平
井
七
六
一
三
一
頁
。

(9)
唐
一
八
四
頁
。

(
1
0
)大正
四
五
•
一
五
三
上
。

(11)
同

(12)
同

(13)
同

(14)
確
証
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
論
理
は
当
時
の
中
国
思
想
界
、
特
に
老
荘
を
学
ん
だ
も
の
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
あ
る
論
理
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
『
高
僧
伝
』
釈
僧
肇
伝
に
よ
れ
ば
、
僧
肇
は
若
い
頃
は
老
荘
を
心
の
要
と
し
て
い
た
と
い
う
（
大
正
五

0
.
―
―
―
六
五
上
）
。
従
っ
て
、

老
荘
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
論
理
に
は
精
通
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
の
論
理
は
、
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
中
に

あ
る
方
生
之
説
と
い
う
論
理
と
非
常
に
近
い
。
そ
れ
は
こ
う
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

物
元
非
彼
、
物
元
非
是
。
自
彼
則
不
見
、
自
知
則
知
之
。
故
曰
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之
説
也
。
雖
然
、
方
生
方
死
、
方
死
方
生
。

方
可
方
不
可
、
方
不
可
方
可
。
因
是
因
非
、
因
非
因
是
。
（
「
荘
子
』
一
六
六
頁
）

彼
是
、
生
死
、
可
不
可
、
是
非
、
と
い
っ
た
対
立
概
念
は
単
独
で
は
あ
り
え
ず
、
同
時
に
発
生
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
故
日
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
」
の
郭
象
注
を
見
る
と
、
「
彼
是
相
因
而
生
者
也
」
（
『
荘
子
』
一
六
七
頁
）
つ
ま
り
彼
と
是
と
は
互
い

に
原
因
と
な
っ
て
生
じ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
郭
象
は
、
対
立
概
念
は
自
他
の
立
場
の
相
違
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
、
互
い
に
互
い

を
原
因
と
す
る
、
と
解
釈
す
る
。
こ
の
郭
象
注
に
従
え
ば
、
方
生
之
説
と
は
、
対
立
す
る
、
す
な
わ
ち
矛
盾
す
る
概
念
そ
の
も
の
の
存
在
の
分
化
、

同
時
発
生
、
相
互
依
存
性
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
、
あ
る
個
物
に
矛
盾
概
念
の
示
す
属
性
が
同
時
に
属
し
て
し
ま
う
こ
と
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
矛

盾
律
に
も
抵
触
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
問
題
の
僧
肇
の
論
述
も
、
こ
の
方
生
之
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
得
る
。
彼
は
ま
ず
、
所
知
と
所
不
知
を
対
立
概
念
と
捉

え
た
。
す
る
と
こ
れ
ら
は
方
生
関
係
に
あ
る
の
で
、
ま
ず
「
有
所
知
、
則
有
所
不
知
」
は
成
り
立
つ
。

次
に
、
知
と
所
知
の
よ
う
な
能
動
受
動
の
関
係
も
相
互
依
存
的
対
立
関
係
に
あ
る
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
、
知
、
所
知
、
所
不
知
は
共
に
方

生
関
係
に
あ
る
と
見
て
良
い
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
存
在
は
他
の
存
在
を
必
然
と
す
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一

つ
で
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
れ
ば
、
他
の
二
つ
の
存
在
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
他
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
る
な

ら
ば
、
先
に
前
提
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
―
つ
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
知
が
存
在
し
な
け
れ
ば
所
不
知
も
存
在
し



故
無
所
不
知
」
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

な
い
、
す
な
わ
ち
「
無
知
、

る
で
あ
ろ
う
。

(15)
「
論
序
」
中
の
そ
の
他
の
修
辞
的
記
述
の
意
味
も
「
難
答
」
部
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

(
1
6
)初出
は
大
正
四
五
•
一
五
三
上
「
然
則
聖
智
幽
微
。
深
隠
難
測
。
無
相
無
名
。
乃
非
言
象
之
所
得
」
。

(
1
7
)初
出
は
大
正
四
五
•
一
五
三
下
「
若
有
知
性
空
而
称
浄
者
。
則
不
弁
於
惑
智
」
。

(
1
8
)大正
四
五
•
一
五
四
上
。

(
1
9
)大正
四
五
•
一
五
三
下
。

(
2
0
)大正
四
五
•
一
五
四
中
。

(21)
塚
本
本
…
…
「
是
」
ー
「
（
対
象
を
）
是
だ
と
（
限
定
）
す
る
こ
と
」

「当」

I

「
（
ど
の
名
が
ど
の
実
に
）
当
る
（
と
い
ふ
）
こ
と
」
（
三
二
頁
）

蜂
屋
…
…
「
是
」
ー
「
対
象
を
対
象
と
す
る
」

「
当
」
ー
「
判
断
す
る
」
(
―
二
八
頁
）

平
井
九

0
…
…
「
是
」
ー
「
（
対
象
を
）
特
定
」

「当」

I

「
（
名
称
を
）
与
え
る
」
（
四
三
頁
）

恵
達
…
…
「
是
」

I

「
是
於
是
」
是
に
お
い
て
是
と
す
る
。
意
味
不
明
確
。

「当」

I

「
当
於
理
」
理
に
適
う
、
の
意
か
。
（
八
八

0
下）

(22)
文
オ
大
正
四
五
・
ニ
―
八
中
。

(
2
3
)大正
四
五
•
一
五
四
上
。

(24)
同

(25)
同

(26)
同

(27)
同

(28)
注
(18)
と
注
(23)
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
二
句
。

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

知
と
所
不
知
の
方
生
以
前
の
概
念
未
分
化
の
状
態
で
あ
る
と
言
え

の
ご
芍
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
I

そ
れ
は
本
論
の
主
題
で
は
な

二
九
三



僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

の
一
考
品
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

I

と
考
え
る
老
荘
思
想
と

こ
こ
に
難
者
の
見

い
や
で
き
な
い
、

(
2
9
)大正
四
五
•
一
五
四
上
。

(30)
真
諦
に
相
が
無
い
こ
と
は
、
答
一
に
も
「
無
相
之
真
諦
」
(
-
五
三
下
）
と
あ
る
。

(31)
ま
た
こ
れ
は
、
概
念
化
は
人
為
で
あ
り
、
方
生
以
前
の
概
念
未
分
化
の
一
た
る
状
態
が
無
為
の
道
の
あ
り
方
で
あ
る
、

も
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(32)
僧
肇
の
考
え
る
般
若
の
あ
り
方
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
難
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

解
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

僧
肇
は
答
三
で
「
智
不
取
所
知
」
(
-
五
四
上
）
と
言
う
。
こ
れ
は
本
文
中
で
論
じ
た
よ
う
な
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
言
で
あ
る
が
、
こ

の
言
葉
に
対
し
て
難
者
は
難
五
に
お
い
て
反
論
を
行
な
う
。
ま
ず
、

論
に
取
ら
ず
と
云
う
は
、
誠
に
聖
心
は
物
に
物
と
せ
ら
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
惑
取
無
き
な
り
。
(
-
五
四
中
）

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
「
不
物
於
物
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
『
荘
子
』
山
木
篇
に

物
物
而
不
物
於
物
（
『
荘
子
』
三
六
六
八
頁
）

と
あ
り
、
こ
こ
は
普
通
「
於
」
を
受
身
の
前
置
詞
と
と
っ
て
「
物
二
物
ト
セ
ラ
レ
ズ
」
と
訓
む
。
難
者
の
問
が
『
荘
子
』
の
こ
の
表
現
を
使
っ
て
の

こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
難
者
の
句
も
同
様
に
訓
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
『
荘
子
』
に
お
け
る
こ
こ
で
の
文
脈
は
、

道
の
境
地
に
達
し
た
者
は
物
を
物
た
ら
し
め
る
の
で
あ
っ
て
自
分
が
一
個
の
物
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
難
者
の
問

に
当
て
は
め
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
、
あ
な
た
が
論
述
で
言
っ
て
い
る
「
不
取
」
と
い
う
の
は
、
実
に
聖
心
は
自
身
が
物
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
で

惑
取
（
迷
っ
た
把
捉
）
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
次
に
難
者
が
述
べ
る
の
が
、
本
文
中
に
引
用
し
た

取
無
け
れ
ば
則
ち
是
無
く
、
是
無
け
れ
ば
則
ち
当
無
し
。
（
一
五
四
中
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
こ
の
文
の
文
脈
上
で
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
実
は
、
あ
な
た
は
不
取
と
言
う
が
、
取
が
無
け
れ
ば
是
が
無
く
、
従
っ
て
当
が
無
く
な
っ

て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
な
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
当
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
は
、

誰
か
聖
心
を
当
て
て
、
而
し
て
聖
心
は
所
不
知
無
し
と
云
わ
ん
や
。
（
一
五
四
中
）

つ
ま
り
、
誰
が
「
聖
心
と
は
知
ら
な
い
も
の
が
無
い
も
の
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
そ
の
聖
心
の
実
と
一
致
で
き
る
の
か
、

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

二
九
四

と
い
う



こ
の
文
脈
に
よ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
取
が
無
け
れ
ば
聖
心
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
難
者
は

取
に
つ
い
て
は
認
め
て
お
り
、
従
っ
て
取
一
般
と
惑
取
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
文
で
論
じ
た
よ
う
に
、
僧
肇
の
立
場
に
お
い
て
は
取

が
有
る
認
識
の
過
程
は
そ
も
そ
も
迷
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
僧
肇
と
難
者
と
の
主
張
の
違
い
の
―
つ
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
難
者
は
取
を
認
め
て
お
り
、
つ
ま
り
は
彼
は
、
般
若
に
お
け
る
相
↓
取
↓
是
↓
当
↓
知
の
認
識
過
程
を
認
め
る
立
場
に
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
も
う
少
し
難
者
の
言
を
見
て
み
よ
う
。

難
二
に
お
い
て
彼
は
、

夫
れ
物
は
以
て
自
ら
通
ず
る
こ
と
無
し
。
故
に
名
を
立
て
て
以
て
物
を
通
ず
。
(
-
五
三
下
）

と
言
う
。
こ
こ
で
「
通
」
を
、
そ
の
物
そ
れ
自
体
の
理
解
を
得
る
意
と
と
れ
ば
（
元
康
「
召
物
体
」
（
一
七
九
中
）
参
照
）
、
こ
の
句
の
意
味
は
、
そ

も
そ
も
事
物
は
そ
れ
だ
け
で
理
解
を
得
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
名
を
立
て
て
そ
れ
に
よ
っ
て
物
の
理
解
を
得
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て、

物
は
名
に
非
ず
と
雖
も
、
果
し
て
名
づ
く
可
き
物
有
り
て
、
此
の
名
に
当
た
る
。
(
-
五
三
下
）

物
は
名
で
は
な
い
が
、
や
は
り
名
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
物
が
有
っ
て
、
こ
の
名
に
該
当
す
る
の
だ
、
と
言
う
。
名
と
は
、
本
文
中
に
論
じ
た
よ
う

に
、
是
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。
難
者
の
考
え
で
は
、
般
若
も
ま
た
名
称
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
難
六
に
お
い
て
も
、
是
、
相
に
関
し
て
難
者
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
僧
肇
の
言
う
よ
う
に
般
若
が
不
取
で
あ
れ
ば
、
把
捉
さ
れ
た

も
の
を
判
断
、
名
称
付
け
す
る
意
で
あ
る
是
は
当
然
無
い
わ
け
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
聖
心
に
是
と
す
る
能
力
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
、
能
力
は
有
る
の
で
あ
る
が
、
是
だ
と
判
断
で
き
る
是
が
無
い
の
で
あ
る
、
と
難
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

聖
心
は
是
と
す
る
能
わ
ざ
る
に
非
ず
、
誠
に
是
と
す
可
き
是
無
き
を
以
て
な
り
。
(
-
五
四
中
）

従
っ
て
聖
心
は
、
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
、
是
が
無
い
と
い
う
こ
と
を
是
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

故
に
当
に
無
是
に
是
と
す
べ
し
。
(
-
五
四
中
）

と
言
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
難
五
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
是
は
取
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
答
三
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
取
は
相
を
前
提
と
し
た
。
従
っ
て
、
今

述
べ
た
こ
と
を
相
の
次
元
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
難
者
は

般
若
は
相
有
る
の
知
有
る
こ
と
無
し
。
(
-
五
四
中
）

と
言
う
。
「
有
相
之
知
」
す
な
わ
ち
相
の
有
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
是
可
是
」
す
な
わ
ち
是
と
判
断
で
き
る
是
が
生
じ
る
の
で
あ
る

僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

の
二
玄
祭
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

I

二
九
五



僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

か
ら
、

の
三
空
祭
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー

に
初
出
す
る
。

R
o
b
i
n
s
o
n
は
intuition
と
訳
す

二
六
頁
）
、
蜂
屋
は
「
事
が
ら
と
の
関
わ
り
方
が
正
し
い
こ
と
」
（
一
―
七
頁
）
と
す

の
「
神
有
応
会
之
用
」
の
箇
所
の
科
文
を
「
融
会
」
（
異
な
っ
た
事
柄
が
融
和
し
て
一

「
神
有
応
会
之
用
、

而
無
慮
焉
」

（
一
五
三
中
）
。

こ
れ
で
は
、

山
か
ら
逃
れ
て
谷
へ
行
く
よ
う
に
、

(
p
.
2
1
3
 ,II.l)
。

注
(39)
参
照
。

逆
に
「
有
相
之
知
」
が
無
け
れ
ば
「
是
可
是
」
も
無
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

若
し
相
無
き
を
以
て
相
無
し
と
為
さ
ば
、
(
-
五
四
中
、
「
為
無
相
」
の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
は
蜂
屋
一
三

0
頁
注

(
1
)
参
照
）

も
し
相
が
無
い
こ
と
を
相
が
無
い
と
み
な
せ
ば
、
と
難
者
は
仮
定
す
る
。
こ
れ
は
、
相
が
無
い
こ
と
を
相
が
無
い
こ
と
と
判
断
す
れ
ば
、
と
い
う
こ

と
で
、
相
が
無
い
こ
と
を
是
と
す
れ
ば
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は

何
ぞ
真
諦
に
累
い
（
「
累
」
の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
も
蜂
屋
一
三

0
頁
注

(
1
)
参
照
）
有
ら
ん
。
(
-
五
四
中
）

真
諦
に
対
し
て
妨
げ
と
な
る
こ
と
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
言
う
。
ま
と
め
れ
ば
、
般
若
に
お
い
て
は
、
是
と
す
る
能
力
は
有
っ
て
、
真
諦
に
対
し

て
は
相
が
無
い
と
是
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
難
者
の
こ
の
難
で
の
主
張
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
難
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
相
が
無
い
の
に
取
↓
是
↓
…
…
が
有
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
僧
肇
は
答
六
に
お
い
て
、
聖
人
に
は
「
相

が
無
い
と
い
う
こ
と
」
が
無
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、

若
し
相
無
き
を
以
て
相
無
し
と
為
さ
ば
、
相
無
き
こ
と
即
ち
相
と
為
る
。
（
一
五
四
中
）

も
し
相
が
無
い
こ
と
を
是
と
す
れ
ば
、
「
相
が
無
い
と
い
う
こ
と
」
が
相
と
な
る
、
と
応
じ
る
。

有
を
捨
て
て
無
に
之
く
。
（
一
五
四
中
）

有
を
嫌
っ
て
無
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
反
論
し
て
い
る
。

(
3
3
)大正
四
五
•
一
五
三
下
。

(34)
同

(
3
5
)大正
四
五
•
一
五
四
中
。

(
3
6
)大正
四
五
•
一
五
三
下
。

(37) 
Liebenthal
は
「
照
」
を
manifestation
と
訳
し

(
p
.
6
6
,II.l)
、

(
3
8
)大正
四
五
•
一
五
三
中
。

(39)
「
会
」
に
つ
い
て
、
塚
本
本
は
「
適
合
」
と
訳
し
（
二
五
、

る
。
各
疏
の
注
釈
は
明
確
で
は
な
い
が
、
元
康
は
「
論
序
」

つ
の
意
に
帰
す
る
こ
と
）
と
す
る
（
一
七
七
下
）
。

(
4
0
)大正
四
五
•
一
五
四
中
。

(41)
「
応
会
」
の
語
は
「
論
序
」

二
九
六



僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

「
来
即
応
、

去
即
止
」

（三

0
九
頁
）
す
な
わ
ち
、

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、

先
に
挙
げ
た
湯
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
た
僧
肇
の
言
は
、

こ
こ
の
句
で
あ
る
。

二
九
七

来
れ
ば
直
ち
に
受
け
入
れ
去
れ
ば
直
ち
に
や
め
る
、

と

(42)
『
荘
子
」
―
―
―

1
0七
頁
。

(43)
「
応
而
不
蔵
」
の
郭
象
注
を
見
る
と
、

あ
る
。

(
4
4
)大正
四
五
•
一
五
四
中
。

(
4
5
)
大
正
四
五
•
一
五
四
下
。

(46)
同

(
4
7
)難九
の
中
で
は
こ
の
箇
所
を
指
し
て
「
言
用
則
異
、
言
寂
則
同
」
（
大
正
四
五
•
一
五
四
下
）
と
言
っ
て
い
る
。
答
八
の
そ
の
後
の
箇
所
で
「
不

能
同
」
が
用
に
、
「
不
能
異
」
が
寂
に
属
し
て
い
る
(
-
五
四
下
）
こ
と
か
ら
、
本
来
は
こ
の
よ
う
に
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

(
4
8
)大正
四
五
•
一
五
四
下
。

(49)
塚
本
本
「
彼
此
に
つ
い
て
（
差
別
の
）
」
（
三
五
頁
）
。
蜂
屋
「
彼
此
と
い
う
世
俗
現
実
に
つ
い
て
の
判
断
」
(
-
三
三
頁
）
。
元
康
「
彼
此
無
差
別
」

（
一
八
一
上
）
。

(50)
塚
本
本
「
（
差
別
を
）
失
わ
な
い
」
（
三
五
頁
）
。
蜂
屋
「
世
俗
現
実
に
つ
い
て
の
判
断
」
(
-
三
＝
―
|
四
頁
）
。
元
康
「
彼
此
各
有
殊
」
（
一
八
一

上）。

(
5
1
)大正
四
五
•
一
五
四
下
。

(52)
こ
の
よ
う
に
心
の
響
え
と
し
て
鏡
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
中
国
思
想
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
唐
一
八

0
頁
参
照
。
な

お
、
こ
の
唐
論
文
に
は
、
『
般
若
無
知
論
」
に
対
す
る
中
国
的
思
想
、
特
に
玄
学
の
影
響
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

(
5
3
)大正
四
五
•
一
五
四
下
。

(54)
従
っ
て
、
先
に
「
直
観
」
と
説
明
し
た
「
照
」
で
あ
る
が
、

さ
れ
る
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(
5
5
)大正
四
五
•
一
五
四
下
。

(56)
同

(57)
同

(58)
同

(59)
同。

鏡
に
事
物
が
映
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
心
に
事
物
が
映
し
出

の
二
空
祭
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ー



僧
肇
『
般
若
無
知
論
』

の
ご
芍
察
ー
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及
び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
—

明
本

(60)
島
田
六
―
四
二
五
頁
参
照
。

(61)
注
(
7
)
参
照
。
こ
の
見
解
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
も
同
意
す
る
。
例
え
ば
、
老
荘
の

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

(62)
従
っ
て
、
僧
肇
の
思
想
の
特
徴
が
「
即
体
即
用
」
に
あ
る
と
し
た
湯
論
文
の
主
張
は
、

と
言
え
る
。

(
6
3
)大正
四
五
•
一
五
三
中
。

(64)
「
棲
」
、
大
正
の
注
に
、
宋
本
、
元
本
、
宮
内
省
図
書
寮
本
（
以
上
「
栖
」
）
、

(
6
5
)大正
五
0
•
三
六
五
上
。

(
6
6
)大正
三
八
•
三
二
七
上
ー
中
。

(67)
仏
教
学
者
の
間
で
、
老
荘
の
無
は
相
対
の
無
に
過
ぎ
な
い
、

え
る
。

「
道
」
は
、
基
本
的
に
は
、

万
物
を
用
と
す
る
体
で
あ

体
用
の
厳
密
な
意
味
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、

（「棲」）

に
有
る
と
あ
り
、

と
の
説
明
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
れ
を
採
る
。

正
し
い

そ
の
老
荘
理
解
に
は
問
題
が
あ
る
と
考

[
付
記
]

本
稿
は
関
西
大
学
哲
学
会
平
成
十
六
年
度
秋
季
大
会
（
十
二
月
四
日
）
に
お
い
て
「
僧
肇
に
お
け
る
知
と
無
知
|
—
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
ー
」

と
題
し
て
行
な
っ
た
口
頭
発
表
の
内
容
を
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
九
八


