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し
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解
釈

に

つ
い
て

西

嶋

和

夫

一
、

は

じ

め

に

竜
樹
の
書
い
た
中
論
が
、
大
乗
仏
教

の
最
盛
期
に
お
け
る
最
高

の
仏

教
書

で
あ
る
事
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
異
論
が
起
こ
り
得
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
百
年
程
経

っ
て
か
ら
鳩
摩
羅
什
に
よ
つ

て
行

わ
れ
た
同
書

の
中
国
語
訳

(以
下
羅
什
訳
と
い
う
)
を
サ

ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
典
と
対
比
し
て
見
る
と
、そ
の
相
違
に
は

一
驚
さ
せ
ら
れ
る
。

単
に
多
少

の
誤
訳
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
程
度
で
は
な
く
、
全
く
別

個
の
著
作

と
断
定
し
て
も
差
支
え
な
い
程
の
相
違
を
発
見
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ

こ
で
羅
什
訳
の
中
論
を
取
り
上
げ
て
そ
の
是
非
を
論
ず
る
こ

と
に
は
、
殆
ど
建
設
的
な
意
味
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

で
、
梵
英
辞
典

の
語
意
を
頼
り
に
し
な
が
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法

に
從
っ
て
、
原
典
を
忠
実
に
読
ん
で
行

っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
文
意

が
汲
み
取
れ
る
か
と
恥

う
試
み
を
通
し
て
、
中
論
が
含
ん
で
い
る
思
想

内
容

の
概
略
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
從
来
、
中
国
や
日
本
で
説

か
れ
て
来
た
仏
教
思
想
と
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
お
け
る
竜
樹
の

仏
教
思
想
と
に
お
け
る
重
大
な
相
違
点
に

つ
い
て
も
、
簡
単
に
触
れ
て

み
た
い
。

二
、
帰
敬
偶

中
論
は
第

一
章

の
第

一
頒
の
前

に
、
通
常
、
帰
敬
偶
と
呼
ば
れ
る
四

行
の
詩
を
持

っ
て
い
る
。そ
し
て
そ
の
第

一
行
目

と
第
二
行
目
と
に
は
、

八

つ
の
形
容
詞
が
並
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
八

つ
の
形
容
詞
の
す
べ

-て

が

と

い
う

接

頭

詞

を
持

っ
て

お

り
、
し

か

も

と
い
う
接
頭
詞
が

否
定
的
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
処
か
ら
、
こ
の
八

つ
の
否
定
的
な
形
容

詞
を
八
不
と
唱
え
、
何
か
特
殊

の
神
秘
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
の

よ
う
な
理
解

の
仕
方
も
あ
る
が
、
こ
の
八

つ
の
形
容
詞
は
何
れ
も
、
第

三
行
目
の

に
か
か
っ
て
お
り
、
八

つ
の
形
容
詞

が
何
れ
も
否
定
的
な
表
現
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、

の
現
実
性
が

一
面
的
な
断
定
を
嫌

っ
た
処

か
ら
来
て
い
る
。

は
、
羅
什
訳
で
は
因
縁

と
訳
さ
れ
、
最
近

の
解

釈

で
は
縁
起
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
実
体
の
な
い
相
互
依
存

243



中
論

の
新
し

い
解
釈

に

つ
い
て

(西

嶋
)

の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
通
説
と
し
て
受
け
取
ら
れ

る
。し

か
し
、
梵
英
辞
典
の
示
す
処
に
よ
れ
ば
、

は

、

「確

認

さ

れ

た
」

の
意

味

で
あ

り

、

は

「綜
合
的
な
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ

し

て

、

は

「現
れ
て
い
る
も
の
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、

は
、
我
々
の
眼
の
前
に
展
開
さ
れ
て
い
る
現
象
世
界
を

意
味
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
帰
敬
偶

の
中
で
、

を

す
な
わ
ち

「眼
に
見
え
る
世
界
」
と
い

う
言
葉

で
表
現
し
て
い
る
処
か
ら
見
て
も
、

因
縁
と
か
縁
起
と
か
と
呼
ば
れ
る
具
体
性
を
欠
い
た
抽
象
的
な
概
念
で

は
な
く
、
可
視
的
な
現
象
世
界
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
論
全
体

の
理
解
に
と
っ
て
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
点
で
あ
る
。

ま
た
羅
什
訳
で
は
、
帰
敬
偶
の
述
べ
て
い
る
礼
拝
の
対
象
が
、
釈
尊

ご
自
身
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
文
意
を
た
ど
っ
て
行
く
限
り

礼
拝
の
対
象
、
す
な
わ
ち

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
対
象
は
、

で
あ
り
、
釈
尊
ご
自
身
が

「眼
の
前
の
現
象
世
界
」

を
、
「尊
敬

の
念
を
も

っ
て
、
最
高
の
教
え
と
し
て
説
か
れ
た
」
と

い

う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

帰
敬
偶

の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
竜
樹
は
從
来
行
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
釈
尊
が
こ
の
世
を
実
体
の
な
い
相
互
依
存
の
関
係
と
し
て
説
か
れ

た
と
い
う

こ
と
は

一
言
も
い
っ
て
お
ら
ず
、
釈
尊
が
現
に
我
々
の
眼

の

前
に
見
え

て
い
る
現
象
世
界
を
、
静
か
な
素
晴
ら
し
い
世
界
で
あ
る
と

宣
言
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
從

っ
て
從
来
の
羅
什
訳
が
災
い
し

て
、
中
論
の
中
に
あ
ま
り
に
も
否
定
的
な
表
現

が
多

い
処
か
ら
、
中
論

が
こ
の
世
の
実
在
を
否
定
し
た
非
実
在
論
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
ま
ず
重
大
な
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

、三
、
主
観
的
な
存
在
と
客
観
的
な
存
在
と
の
否
定

次
に
中
論
に
お
け
る
基
本
的
な
哲
学
思
想
の
描
爲
と
し
て
、
第

一
章

の
第
二
頒
に
お
い
て

と

の
実
体
性
が
否
定
さ
れ
、
ま

た
同
じ
章

の
第
三
頒
に
お
い
て
は
、

と

の
実
在

性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

ま
た

は

が
何
を
意

味

し

、

ま
た
は

が
何
を
意
味
す
る
か
が
問
題
と
な

る
。
羅
什
訳
で
は

は
自
生
と
訳
さ
れ
、

は
他
生
と
訳
ざ

れ

て

い
る

。
ま

た

は
自
性
と
訳
さ
れ
、

は
他
性

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
自
生
、
他
生
、
自
性
、
他
性
が
何
を

意
味
す
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。

そ
こ
で
問
題

の
理
解
に
当
っ
て
は
、
仏
教
思
想
の
根
本
義
に
遡
っ
て

問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
道
元

の
書

い
た
正
法
眼
蔵
の

中
で
は
、
仏
教
思
想
と
異
る
二
つ
の
哲
学
思
想
が
強
く
否
定
さ
れ
て
い

る
。一

つ
は
仏
教
発
生
以
前
の
遠
く
紀
元
前
千
二
、
三
百
年
に
遡
る
古
代

イ
ン
ド
に
お
け
る
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
で
あ
り
、
正
法
眼
蔵
に
お
い
て
は

先
尼
外
道
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
先
尼

(セ
ニ
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カ
)
と
呼
ば
れ
て
華
厳
経
な
ど
に
も
登
場
す
る
バ
ラ
モ
ン
僧
を
例

に
挙

げ
な
が
ら
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
圧
倒
的
な
優
位
を
誇

っ
た
バ
ラ
モ

ン
思
想
を
非
仏
教

(外
道
)

の
教
え
と
し
て
強
く
否
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
バ
ラ
モ
ン
僧

の
セ
ニ
カ
等
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
梵
我

一
如

の
思
想
は
、
仏
教
思
想
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
正
法
眼
蔵
に
お
い
て
は
、
自
然
見
の
外
道
あ
る
い
は

断
見
外
道

が
や
は
り
仏
教
思
想

で
は
な
い
と
し
て
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。

自
然
見

の
外
道
と
は
、
西
洋
哲
学
に
お
け
る
唯
物
論
を
表
わ
す
自
然
主

義
と
い
う
言
葉
と
相
応
し
て
お
り
、
こ
の
世
を
す
べ
て
物
質
的
な
存
在

と
見
徹
し
、
善
悪

の
行
い
に
関
す
る
善
因
善
果
の
思
想
を
否
定
す
る
考

え
方
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
断
見
外
道
も
、
こ
の
世
の
中
を
全
く
物
質

的
な
存
在

の
み
と
考
え
る
処
か
ら
、
道
義
的
な
善
悪
が
何
等
か
の
実
体

的
な
結
果
を
生
み
出
す
事
に
対
す
る
否
定
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

い
い
換

え
る
な
ら
ば
、
正
法
眼
蔵
に
お
け
る
先
尼
外
道
の
見
と
自
然

見
の
外
道

ま
た
は
断
見
外
道
に
対
す
る
否
定
は
、
古
来
か
ら
仏
教
思
想

の
大
原
則
で
あ
る
常
見
外
道

と
断
見
外
道

に
対

す
る
否
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
は
中
論
に
お
け
る
欠
く
こ

と
の
で
き

な
い
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
中
論

に
お
け
る

あ
る
い
は

の
否
定

、
も

し

く

は

あ

る

い
は

の
否
定
を
考
え
て
み
る
と
、
同
じ
よ
う
な
理
解
が

成

り

立

つ
。

つ
ま

り

ま
た
は

は
、

主

観

的

な

も

の
、

ま
た
は
主
観
的
な
存
在
の
意
味
で
あ
っ
て
、
人
間
が
頭
脳

の
中

で
考
え

出
し
た
観
念
な
い
し
思
想
を
意
味
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
明

ら
か
に
観
念
論
的
な
思
想
の
実
在
性
に
対
す
る
否
定

で
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
様
に

あ
る
い
は

は
、
客
観
的
な
も

の
、
あ
る
い
は
客
観
的
な
存
在
を
意
味
し
、
人
間
の
感
覚
を
通
じ
て
受

け
入
れ
た
刺
戟
と
し
て
の
物
質

で
あ
っ
て
、

あ
る
い
は

の
否
定
は
、
観
念
論
に
対
立
す
る
唯
物
論
的
な
思
想
に
対
す
る
眞

向
か
ら
の
否
定
で
あ
る
。

こ

の
よ

う

に

し

て
、

中

論

の
第

一
章

に

お
け

る

あ
る
い
は

の
否

定

と

、

あ
る
い
は

に
対
す
る
否
定

と
は
、
と
も
に
哲
学

の
世
界
に
お
け
る
二
大
思
想
で
あ
る
観
念
論
と
唯

物
論
と
に
対
す
る
否
定
で
あ
り
、
右
翼
と
左
翼
と

の
両
思
想

の
中
間

に
、

現
実
を
中
心
に
し
た
中
道
思
想
を
登
場
さ
せ
た
処
に
、
中
論

の
根
本
的

な
立
場
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
四
つ
の
信
仰
内
容

一
般
に
竜
樹

の
思
想
は
、
空
を
説
き
無
を
説

く
非
実
在
論
的
な
思
想

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
羅
什
訳

の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
重
大

な
誤
訳
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
極
端
な
錯
誤
で
あ

る
。
竜
樹
は
サ

ン
ス
ク

リ
ッ
ト
に
お
け
る
二
つ
の
存
在
を
意
味
す
る
動
詞
を
的
確
に
使

い
分
け

て

い
る
。

二

つ

の
動

詞

と

は
、

語

根

で

い
う

な

ら

ば

と

で
あ

る
。
竜
樹
が

を
語
根
と
す
る
動
詞
を
使
っ
た
場
合
は
、
あ
る
と
思

う
、
あ
る
と
感
ず
る
の
意
味
で
あ
っ
て
、
理
性

や
感
覚

の
世
界
に
お
け
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る
存
在
を
意
味
す
る
。
し
か
し

を
語
根
と
す
る
動
詞
を
使

っ
た
場
合

は
、
ヒ
現

実

に
実

在

す

る

の
意

味

で

あ

る
。

つ
ま

り

竜

樹

は

、

と

と
い
う
二

つ
の
存
在
に
関
す
る
動
詞
を
使
い
分
け
て
、
理
性
や
感
覚
に

お
け
る
観
念
論
、
唯
物
論
の
世
界
と
、
仏
教

の
信
仰
内
容
の
世
界
で
あ

る
実
在
の
世
界
と
を
峻
別
す
る
工
夫
を
中
論

の
中
で
試
み
た
の
で
あ
る

が
、
羅
什
訳

は

も

も

同

じ

よ

う

に

、
無

と

か

不

在

と

か

と

い
う

訳
語
を
使

っ
た
た
め
に
ふ
竜
樹
が
仏
教
的
な
実
在
論
と
通
常
の
観
念
論

や
唯
物
論

と
の
違
い
を
論
理
的
に
描
爲
し
よ
う
と
し
た
中
論
に
お
け
る

苦
心
は
、
羅
什
訳
に
よ
っ
て
完
全
に
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
羅
什

訳
で
は
無
と
か
不
在
と
か
と
い
う
存
在
を
否
定
す
る
言
葉

が
、
あ
ま
り

に
も
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
処
か
ら
ハ
.竜
樹
の
主
張
は
非
実

在
論
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
定
着
し
た
。

な
お
竜
樹

の
思
想
が
非
実
在
論

で
あ
る
と
解
さ
れ
た
も
う

一
つ
の
原

因
が
羅
什
訳

の
中

に
は
あ
る
。
そ
れ
は

と
い
う
言
葉
で
あ

る

。

は
い
う
ま
で
も
な
く
否
定

の
言
葉

で
あ
り
、

は
認
識

さ
れ
る
と

い
う
受
身

の
意
味
を
含
ん
だ
言
葉
で
あ
り
、
語
根
は

で

あ
る
。
竜
樹

は
実
在
を
信
ぜ
ざ
る
を
得
な

い
け
れ
ど
も
認
識
の
対
象
と

な
り
得
な

い
も

の
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
状
況
を
表
現
す
る
た
め
に

と

い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
羅
什
訳
で
は
、
や
は

り
無
と
か
不
在
と
か
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
竜
樹

の
繊

細
な
用
語

の
選
択
が
全
く
無
視
さ
れ
る
結
果
に
終

っ
て
い
る
。
羅
什
訳

が
竜
樹

の
眞

意
を
抹
殺
す
る
結
果
を
招

い
て
い
る
点
は
、
大

い
に
関
心

を
払
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

中
論
の
第

一
章
、
第
二
頒
に
お
い
て
竜
樹
は
、
我
々
が
信
ず

る
こ
と

の
で
き
る
四
つ
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
理
性

、
客

観

的
な
世
界

、
行
為
の
場
と
し
て
の
現
在
の
瞬
間

、

そ

し

て
現

実

そ

の
も

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
決
し
て

一
般

に
考
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
非
実
在
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
実
在
論
的
な

主
張

は
、
羅
什
訳
の
誤
解

さ

へ
な
か

っ
た
な
ら

ば
、
中
論

の
全
篇

に

亘

っ
て
充
分
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
中
論

の
全
体
が
二
十
七
章
か
ら
で
き
上

が
っ
て
い
る
が
、
そ

の
最
初

の
二
章
が
理
性
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ

に
続
く
五
章

が
客
観

的
な
世
界

の
説
明
に
あ
て
ら
れ
、
次
の
十
四
章

に
お
い
て
行
為
の
場
と

し
て
の
現
在

の
瞬
間
が
説
か
れ
、
最
後
の
六
章
が
現
実
そ
の
も
の
の
描

爲
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、r
中
論

に
お
け
る
上
記
の
四
つ

の
信
仰
内
容
が
、
中
論
の
主
張

の
中
で
も
そ
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
こ

と
が
伺
え
る
。

し
か
も
明
敏
な
彼
は
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
信
仰
内
容
が
仏
教
思
想

の

中
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
こ
と

を
充
分
に
承
知
し
て

い
た
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
四

つ
の
も
の
が
、
論
理
的
に
そ
の
実
在
を
論

証
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
彼
は
四
つ
の
信

仰
内
容

の
実
在
を
堅
く
信
じ
て
い
た
と
同
時
に
、
実
在
が
理
性
に
よ
っ

て
論
証
し
得

る
理
知
の
世
界

の
存
在
で
も
な
け
れ
ぼ
、
そ
の
感
覚
的
な
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把
握
が
直
ち
に
実
在
の
認
定
に
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

彼
が
敢
え

て
実
在
と
断
定
せ
ず
、

と

い
う

言

葉

を
使

っ

て
、

そ
の
実
在

を
信
仰
の
対
象
と
し
た
処
に
、
彼
の
明
晰
な
思
考
能
力
が
読

み
取
れ
る
。

五
、
行
為
の
哲
学

で
は
竜
樹
は
上
記
の
四

つ
の
信
仰
内
容
の
実
在
を
想
定
し
、
唯
物
論

的
な
実
在
論
に
安
住
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
中
論

の
第

一
章

の
第
四
頒
で
、
四

つ
の
信
仰
内
容
の
外
に
行
為

の
存
在
を
認

め
、行
為
が
四
つ
の
信
仰
内
容
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
も
同
章

の
第
九
頒

に
お
い
て
、
ダ
ー
ル
マ
の
存
在
が
な
い
限
り
、

行
為
の
存
在
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
四

つ
の
信
仰
内
容
よ
り
も
更
に
実
在
的
な
も
の
と
し
て
人
間

の
行
為
を
考

え
、
行
為

の
現
在

の
瞬
間
に
お
け
る
実
在

が
、
実
は
宇
宙
と
し
て
の

ダ
ー
ル
マ
が
こ
の
世
の
実
在
と
し
て
瞬
間
瞬
間
に
存
在
す
る
事
と
、
同

一
の
事
実

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
世

の
中

の
実
在

は
、
現
在

の
瞬
間
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
存
在
と
別

の
も
の
で
は
な

く
、
時
々
刻
々
に
移
り
行
く
現
在
の
瞬
間
に
人
間

の
行
為
が
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
行
為
の
現
在
の
瞬
間
に
お
け
る
実
在
と
、
ダ
ー
ル
マ
と
し
て

の
宇
宙

の
実
在
と
は
、
別
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

そ
し
て
中
論
に
お
け
る
こ
の
主
張
を
読
む
時
、
筆
者
は
正
法
眼
蔵

の

発
菩
提
心

の
巻

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
刹
那
生
滅
の
道
理
を
想
起
せ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
正
法
眼
蔵
に
お
い
て
は
、
宇
宙
の

一
切
が

絶
え
ず
瞬
間
瞬
間
に
生
起
消
滅
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
瞬
間
瞬
間
に

お
け
る
生
起
消
滅
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
世

の
実
在
も
あ
り
得
な

い
し
、

人
間

の
行
為
も
あ
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

中
論
に
お
い
て
も
正
法
眼
蔵
に
お
い
て
も
、
こ
の
世
の
実
在
は
、
し
た

が
っ
て
ダ
ー
ル
マ
の
実
在
は
、
瞬
間
瞬
間
に
お
け
る
人
間
の
行
為

の
実

在
と
同

一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
共
通

に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
現
実
的
な
行
為
論
が
、
中
論
や
正
法
眼
蔵

の
よ
う
な
最
高
水
準
に

お
け
る
仏
教
哲
学
の
中
核
を
形
作

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
論
の

全
二
十
七
章
の
中
、
十
四
章
が
行
為

の
哲
学

の
た
め
に
費
や
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

仏
教
哲
学
の
中
心
的
な
主
題
に
は
、
現
在

の
こ
の
場
所
に
お
け
る
行

為

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
念
論
と
唯
物
論
と
を

一
つ
に
統
合
し
、
全

体
と
個
別

の
問
題
、
固
定
と
変
化
の
問
題
、
永
遠
と
瞬
間
の
問
題
等
、

今
日
ま
で
の
古
今
東
西
に
亘
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学

が
苦
心
惨
憺
し
な
が
ら

も
遂

に
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
難
問
題
に
明
解
な
解
答
を
与

え
、
二
十

一
世
紀
に
お
け
る
世
界
最
終

の
哲
学
と
し
て
登
場
す
る
可
能

性
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
眞
諦
と
俗
諦

仏
教
哲
学
に
お
い
て
は

一
般
に
眞
諦
と
俗
諦

と
の
区
別
が
行
わ
れ
て

い
る
。
,眞
諦
と
は
仏
教
哲
学
が
基
礎
と
考
え
て

い
る
哲
学

で
あ
り
、
そ
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れ
に
対
し
て
俗
諦
と
は
仏
教
哲
学
以
外

の
哲
学
が
依
存
し
て
い
る
哲
学

で
あ
る
。
し
か
し
二
つ
の
哲
学
を
区
別
す
る
思
想
上

の
区
別
が
何
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
し

か
し
中
論

に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
哲
学
を
分
か
つ
た
め
の
根
嫁
を

語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
章
が
あ
る
。
そ
れ
が
第
二

章

の

『
「行

っ
た

」
「
ま

だ

行

っ

て

い
な

い
」
の
検

証
』
、
す

な

わ

ち

で
あ

る
。

まク

と

と
の
二
つ
の
言

葉

か

ら

な

り

、

は

「行

っ
た
」

の
意
味

で
あ
り

、

は

「
ま

だ
行
っ
て
い
な
い
」
の
意
味

で
あ
る
が
、
同
章

の
第

一
頒

の
中
に
は
も

う

一
つ

「
行

き

つ

つ
あ

る

」
と

い

う
言

葉

と

し

て
、

が
含

ま

れ
、

こ

の
三

つ
の
言

葉

、

「
行

っ
た

」
、

「ま

だ

行

っ

て

い
な

い
」
、

「
行

き

つ

つ
あ

る
」

の
三

つ
が

、

つ
ま

り

「実

際

に
行

く
」

と

は

全
く
異
な
る
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

「行
っ
た
」
は

過
ぎ
去

っ
た
過
去

の
行
爲
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
観
察
で
あ
る
。
ま

た

「ま
だ
行

っ
て
い
な

い
」
は
未
来
に
お
け
る
行
為
が
ま
だ
発
生
し
て

い
な
い
こ
と

に
対
す
る
認
識

で
あ
り
、
観
察
で
あ
る
。
そ
し
て

「行
き

つ
つ
あ
る
」
は
現
在

の
行
為
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
観
察
で
あ
る
が
、

中
論
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
過
去
、
未
来
、
現
在
に
お
け
る
三
種
類
の

認
識
や
観
察
が
、
現
実
に
行
わ
れ
る

「行
く
」
と
い
う
行
為
と
は
全
く

次
元
が
異
な

る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
論
が

認
識
に
基
く
観
念
論
の
世
界
と
、観
察
に
基
く
唯
物
論
の
世
界
の
外
に
、

そ
れ
と
は
全
く
次
元
の
異
な
る
行
為
そ
の
も
の
の
世
界
を
発
見
し
、
観

念
論
や
唯
物
論

の
よ
う
に
、
人
間
の
思
考
や
観
察

に
基
く
哲
学
の
外
に
、

全
く
行
為
そ
の
も
の
を
基
礎
と
す
る
仏
教
哲
学
を
明
確
に
叙
述
し
た
も

の
と
い
㌧
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し

て
こ
れ
が
俗
諦
と
呼
ば

れ
、
眞
諦
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
哲
学
を
区
別
す

る
思
想
上

の
根
檬
と
考

え
ら
れ
る
。
今
日
ま
で
の
処
、
眞
諦
、
俗
諦

の
区
別
な
ど
も
必
ず
し
も

論
理
的
に
明
確

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
面
が
あ
る
が
、
竜
樹
の

中
論

の
よ
う
に
徹
底
し
た
哲
学
論
議
を
基
礎
に

し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

原
典
が
、
直
接
読
ま
れ
る
こ
と
の
意
義
は
大
き

い
と
思
う
。

七
、
お
わ
り
に

以
上
、
竜
樹

の
中
論
に
つ
い
て
、
羅
什
訳
に

よ
ら
ず
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
文
か
ら
の
直
訳
を
基
礎
と
し
て
若
干

の
私

見
を
述
べ
た
。
そ
し
て

痛
感
さ
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
経
典
の
中
国
語
訳
を
基
礎
と
す
る
仏
教
思

想
研
究
が
、
意
外
に
危
瞼
な
陥
穽
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う

一
点
で
あ
る
。

〈キ

ー

ワ
ー

ド

〉

イ

ン
ド

、
2

～

3

紀

、

中

観

、

竜

樹

、
中

論

(東

方

学
院

講

師

)
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