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一
、
は
じ
め
に

　

九
世
紀
日
本
仏
教
界
の
双
璧
を
な
す
空
海
と
最
澄
の
交
友
と
訣
別
、
そ
の
時
代
か
ら
お
よ
そ
九
〇
〇
年
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
十
七

世
紀
科
学
革
命
の
二
人
の
巨
人
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
微
分
積
分
学
の
発
見
に
関
す
る
先
取
権
を
巡
っ
て
泥
仕
合
を
繰
り
広
げ

て
い
た
。
こ
の
論
争
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
派
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
派
、
さ
ら
に
は
英
国
と
大
陸
側
と
の
闘
い
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
っ
た
。

　

筆
者
は
、
数
学
史
を
中
心
と
す
る
科
学
史
・
科
学
哲
学
の
一
学
徒
に
す
ぎ
な
い
。
近
代
の
学
問
思
想
に
関
心
を
も
ち
、
と
り
わ
け
十
七

世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
思
想
の
転
換
（
す
な
わ
ち
、
科
学
革
命
）
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
転
換
後
に
新
学
問
思
想
に
ど
の
よ
う

な
展
開
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
探
究
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
こ
れ
ま
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

思
想
的
対
立
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
て
き
た
。
そ
の
研
究
過
程
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
理
由
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
ご
く
自
然
に
、
空
海

と
最
澄
の
交
友
と
訣
別
に
つ
い
て
の
問
題
が
想
起
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

1
（

 

。

　

こ
の
小
論
で
は
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン-

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
争
」
と
「
空
海
と
最
澄
の
訣
別
」
の
経
緯
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
辿
り
な
が
ら（

（
（

、

両
者
の
数
学
、
あ
る
い
は
仏
教
は
「
通
約
不
可
能（

（
（

」
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背

ニ
ュ
ー
ト
ン-

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
争
か
ら
想
起
さ
れ
る

空
海
と
最
澄
の
訣
別
に
つ
い
て

 

―
通
約
不
可
能
性
と
い
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視
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か
ら
―
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景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
思
想
的
対
立
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

二
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
書
簡
と
先
取
権
論
争

　

十
七
世
紀
が
誇
る
二
人
の
数
学
者
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
生
涯
出
会
う
こ
と
は
な
く
、
三
回
書
簡
の
や
り
取
り
を
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
直
接
宛
て
た
も
の
は
た
だ
一
通
（
一
六
九
三
年
三
月
）
で
、
他
は
当
時
の
王
立
協
会
事
務
局
長
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ

を
介
し
て
行
わ
れ
た
（
一
六
七
六
―
七
七
年（

（
（

）。
と
く
に
、
後
者
の
書
簡
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
ま
さ
に
彼
の
計
算
法
の
確
立
と
時

を
同
じ
く
し
て
お
り
、
微
妙
な
時
期
の
や
り
取
り
は
先
取
権
論
争
の
中
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
両
者
は
最
初
か
ら
対
立
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
現
実
と
し
て
、
両
者
の
関
係
は
、
一
六
七
七
年
九
月
五
日

の
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
の
突
然
死
と
と
も
に
、
不
幸
に
し
て
と
ぎ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
六
九
〇
年
代
末
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
信
奉
者
で
才
気

煥
発
な
フ
ァ
シ
オ
・
ド
・
デ
ュ
イ
リ
エ（

5
（

が
自
身
の
著
作
『
最
速
降
下
線
に
関
す
る
二
重
の
幾
何
学
的
研
究
』（Lineae brevissim

i 
descensusu investigatio geom

etrica duplex, 1699

）
の
中
で
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
剽
窃
者
と
し
て
告
発
し
た
こ
と
が
、

論
争
の
予
兆
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
こ
そ
こ
の
計
算
法
の
第
一
の
、
そ
し
て
何
年
も
先
ん
じ
た
最
も
早
い
創
案
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

二
の
創
案
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
何
か
を
無
断
借
用
し
た
の
か
ど
う
か
、
私
は
そ
の
判
断
を
控
え
て
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
書
簡
お
よ
び
彼
の
他
の
草
稿
に
目
を
通
し
た
人
々
に
委
ね
た
い
と
思
う
。
控
え
め
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
沈
黙
も
、
あ
る
い

は
こ
の
計
算
法
の
草
案
を
自
分
の
手
柄
に
し
よ
う
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
あ
ち
こ
ち
で
の
活
発
な
動
き
も
、
私
の
よ
う
に
こ

れ
ら
の
文
書
を
検
討
す
る
人
間
に
は
何
ら
判
断
を
狂
わ
す
も
の
と
は
な
る
ま
い（

6
（

。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
内
容
を
知
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
翌
年
一
七
〇
〇
年
五
月
、
自
ら
も
創
刊
に
か
か
わ
っ
た
学
術
雑
誌
『
学
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術
紀
要
』（A

cta E
ruditorum

）
誌
上
に
載
せ
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
反
論
に
対
し
て
、
フ
ァ
シ
オ
は
さ
ら
に
反
論
を
『
学

術
紀
要
』
の
編
集
者
に
送
っ
た
が
、
そ
の
掲
載
は
拒
否
さ
れ
、
結
局
、
こ
の
前
哨
戦
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

　

実
際
、
微
分
積
分
学
の
発
見
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
間
の
本
格
的
な
先
取
権
論
争
は
、
一
七
一
一
年
春
、
王
立
協

会
事
務
局
長
ハ
ン
ス
・
ス
ロ
ー
ン（

（
（

に
宛
て
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
そ
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
情

に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
み
よ
う
。

　
『
学
術
紀
要
』
の
一
七
〇
五
年
一
月
号
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
「
求
積
論
」
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
匿
名
の
書
評（

8
（

が
現
れ
た
。
こ
れ

に
刺
激
を
受
け
た
別
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
信
奉
者
キ
ー
ル
が
『
哲
学
紀
要
』（Philosophical T

ransactions

）
の
一
七
〇
八
年
九
―
十
月
号

に
発
表
し
た
論
文
の
後
半
部
に
次
の
よ
う
な
一
節
を
挿
入
し
た
。

こ
れ
ら
〔
の
命
題
〕
は
す
べ
て
、
今
や
高
い
賞
賛
を
集
め
て
い
る
流
率
算
術
（A

rithm
etica fluxionum

）
か
ら
帰
結
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
算
術
を
最
初
に
考
案
し
た
の
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
氏
で
あ
る
こ
と
に
微
塵
の
疑
い
も
な
い
こ
と
は
、
ウ
ォ
リ
ス
に

よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
氏
の
書
簡
を
読
む
も
の
が
容
易
に
断
定
し
得
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
こ
れ
と
同
じ
算
術
が
異

な
る
名
前
と
異
な
る
表
記
法
の
も
と
で
、『
学
術
紀
要
』
誌
上
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
氏
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た（

9
（

。

　

こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
流
率
法
を
剽
窃
し
た
と
す
る
い
わ
ば
告
発
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
七
一
一
年
二
月
に
知
り
、「
不
当
極
ま
る

非
難
」
が
「
い
か
に
誤
っ
て
い
る
か
は
、
誰
よ
り
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
自
身
が
知
っ
て
お
ら
れ
る
」
な
ど
と
書
い
た
抗
議
の
書
簡
（
三
月
四
日

付
）
を
王
立
協
会
事
務
局
長
ス
ロ
ー
ン
宛
に
送
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

（（
（

。

　

そ
の
応
答
と
し
て
、
協
会
か
ら
要
請
を
受
け
た
キ
ー
ル
は
長
い
書
簡
を
書
き
、
そ
れ
は
ス
ロ
ー
ン
の
添
書
と
と
も
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に

送
ら
れ
た
（
五
月
）。
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
の
骨
子
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
自
身
が
考
え
、
自
ら
加
筆
も
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。
そ
の
中
で
キ

ー
ル
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
氏
こ
そ
、
流
率
算
法
あ
る
い
は
微
分
算
の
第
一
発
見
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
を
通
し
て
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
に
伝
え
ら
れ
た
二
通
の
書
簡
の
中
で
そ
の
証
左
を
示
し
た
が
、
そ
れ
は
極
め
て
明
敏
な
精
神
の
持
ち
主
に
は
十
分
明
ら
か

な
も
の
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
こ
か
ら
自
分
の
算
法
の
基
本
を
く
み
取
っ
た
。
少
な
く
と
も
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
た（

（（
（

。

　

さ
ら
に
続
く
キ
ー
ル
の
長
い
反
論
に
対
し
て
、
再
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
一
七
一
一
年
一
二
月
二
九
日
付
で
ス
ロ
ー
ン
宛
て
の
第
二
信

を
書
く
。
少
し
長
い
が
、
こ
の
時
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
様
子
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
、
一
部
引
用
し
よ
う
。

ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ル
氏
が
最
近
あ
な
た
に
書
き
送
っ
た
文
面
は
、
前
に
も
ま
し
て
私
の
潔
白
を
否
定
し
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）
こ

の
人
物
が
私
の
考
え
方
に
か
け
て
お
り
ま
す
嫌
疑
は
、
発
見
の
業
に
十
分
習
熟
し
た
者
の
業
と
は
思
え
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
教

え
る
た
め
に
私
が
い
ち
い
ち
反
論
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
い
か
ほ
ど
異
な
っ
た
途
、
別
個
の
事
柄
に
役
立
つ
途
を
選

ん
で
き
た
か
は
、
友
人
た
ち
が
知
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
人
が
自
説
を
守
る
た
め
に
『
学
術
紀
要
』
中
の
〔「
求
積
論
」
に
対
す

る
書
評
の
〕
例
を
引
い
て
も
、
無
駄
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
私
も
友
人
た
ち
も
幾
た
び
か
進
ん
で
、
高
名
な
流
率
〔
法
〕
の
創

始
者
ニ
ュ
ー
ト
ン
氏
は
独
力
で
私
た
ち
の
も
の
に
似
た
基
本
認
識
に
到
達
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私

が
発
見
者
と
し
て
の
〔
自
分
の
〕
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
高
度
に
聡
明
で
不
朽
の
審
判
者
ホ
イ

ヘ
ン
ス
も
、
こ
れ
は
公
に
認
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す（

（（
（

。（
中
略
）
卓
越
し
た
人
物
で
あ
り
過
去
の
事
跡
に
も
精
通
し
た
ニ
ュ
ー
ト

ン
氏
自
身
、
こ
の
よ
う
な
〔
キ
ー
ル
の
〕
怒
号
は
よ
し
と
さ
れ
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
己
の
見
解
を
進

ん
で
表
明
さ
れ
る
も
の
と
、
私
は
確
信
し
て
お
り
ま
す（

（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
対
応
を
会
長
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
一
任
し
た
王
立
協
会
で
は
、
一
七
一
二
年
三
月
六
日
に
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
報
告
書
が

作
成
さ
れ
る
。
二
箇
月
足
ら
ず
で
提
出
さ
れ
た
そ
の
報
告
者
は
、
翌
年
一
七
一
三
年
一
月
二
九
日
に
『
高
等
解
析
に
関
す
る
ジ
ョ
ン
・
コ
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リ
ン
ズ
博
士
そ
の
他
の
往
復
書
簡
集
』（Com

m
ericum

 epistolicum
 D

. Johannis Collins et aliorum
 de analysi prom

ota

）（
以

下
、『
往
復
書
簡
集
』
と
略
す
）
と
し
て
印
刷
さ
れ
公
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
第
一
発
見
者
と
み
な
し
、

こ
れ
を
主
張
し
た
キ
ー
ル
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
対
し
て
と
っ
た
行
動
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
『
往
復
書
簡
集
』
の
編
集
者
は
、
ハ
レ
ー
彗
星
で
有
名
な
エ
ド
マ
ン
ド
・
ハ
リ
ー
で
あ
る
が
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
人
選
か
ら
、

『
往
復
書
簡
集
』
に
入
れ
る
資
料
の
選
択
、
そ
の
引
用
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
自
ら
自
筆
訂
正
し
た
こ
と
な
ど
、
実
質
的
編
集
者
は
ニ
ュ
ー

ト
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
今
日
判
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
式
的
に
は
こ
の
事
件
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ-

キ
ー
ル
論
争
と
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
は
背
後
に
あ
っ
て
何
食
わ
ぬ
顔
を
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

ウ
ィ
ー
ン
滞
在
中
で
あ
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、『
往
復
書
簡
集
』
の
こ
の
内
容
を
ヨ
ハ
ン
・
ベ
ル
ヌ
ー
イ
か
ら
知
ら
さ
れ（

（（
（

、
す
ぐ
に

匿
名
で
「
趣
意
書
」（Charta volans

）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
立
ち
向
か
う
。
そ
れ
は
『
往
復
書
簡
集
』
と
ま
っ
た
く
対
照
的
に
、
き
わ

め
て
簡
潔
で
、
し
か
も
以
下
の
引
用
の
と
お
り
、
感
情
を
む
き
出
し
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
七
一
三
年
七
月
二
九
日
〔
新
暦
〕
／
目
下
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
に
滞
在
中
の
L
…（

（（
（

〔
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
〕
は
、
遠
隔
の

故
に
、
最
近
英
国
で
刊
行
さ
れ
た
小
冊
子
中
で
何
人
か
の
人
が
微
分
算
の
最
初
の
発
見
を
N
…
〔
ニ
ュ
ー
ト
ン
〕
に
帰
そ
う
と

努
め
て
い
る
の
を
、
ま
だ
見
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
猶
予
し
て
い
て
コ
メ
ン
ト
の
力
が
弱
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
で

き
る
だ
け
早
く
反
論
す
る
の
が
賢
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
中
略
）こ
の
新
し
い
解
析
術
は
L
…
に
よ
っ
て
初
め
て
公
表
さ
れ（
そ
の
印
刷
は
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
）、（
中
略
）

そ
の
後
多
年
を
経
て
漸
く
、
N
…
が
別
の
記
号
と
名
称
を
用
い
つ
つ
、
微
分
算
と
類
似
の
も
の
を
流
率
算
と
名
付
け
て
作
り
出

し
た
が
、（
中
略
）
し
か
し
、
L
…
は
生
来
の
純
真
さ
か
ら
自
分
の
心
を
他
に
押
し
及
ぼ
し
て
、
そ
の
人
が
独
力
で
そ
れ
を
得
た

と
繰
り
返
し
言
う
の
を
喜
ん
で
信
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
N
…
は
微
分
算
に
似
た
も
の
を
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
書

き
も
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
自
分
の
単
純
さ
が
逆
効
果
を
生
み
、
英
国
の
一
部
の
人
々
が
倒
錯
し
た
愛
国
心
か
ら
、
N
…
を
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も
発
見
者
の
中
に
加
え
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
や
ら
曲
が
っ
た
見
方
に
よ
っ
て
彼
〔
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
〕
を
そ
こ
か
ら
排
除
し
よ

う
と
し
て
お
り
、
N
…
自
身
も
（
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
）
恥
ず
べ
き
名
誉
欲
か
ら
、
良
心
の
声

に
逆
ら
っ
て
絵
空
事
に
肩
入
れ
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、〔
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
〕
問
題
を
一
層
入
念
に
調
べ
て
、
N

…
に
深
い
好
意
を
も
っ
て
い
た
彼
に
は
普
通
な
ら
思
い
も
寄
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
が
（
中
略
）
純
真
さ
か
ら
は
程
遠
い
こ
の
よ

う
な
〔
英
国
人
の
〕
態
度
か
ら
、
流
率
算
は
微
分
算
を
真
似
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
始
め
た
。（
中
略
）
以
上
に
よ

っ
て
わ
か
る
通
り
、
N
…
は
幾
何
学
を
総
合
的（

（（
（

あ
る
い
は
線
を
用
い
て
無
限
小
ま
た
は
（
か
つ
て
の
さ
ら
に
不
正
確
な
呼
び
名

で
は
）
不
可
分
者
に
よ
っ
て
進
歩
さ
せ
た
と
い
う
栄
誉
に
は
満
足
せ
ず
、
L
…
が
ま
ず
数
に
つ
い
て
見
出
し
、
つ
い
で
（
無
限

小
解
析
を
確
立
し
た
上
で
）
幾
何
学
に
転
用
し
た
解
析
的
発
見
、
す
な
わ
ち
微
分
算
の
発
見
に
つ
い
て
も
、
他
の
人
〔
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
〕
に
当
然
与
え
ら
れ
る
べ
き
栄
誉
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
過
去
の
事
情
に
暗
い
追
従
者
た
ち
に
過
度
に
影
響
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
他
の
人
の
寛
大
さ
に
よ
っ
て
名
声
の
一
部
を
不
当
に
得
て
、
つ
い
に
は
そ
の
全
体
ま
で
も
求

め
た
と
き
、
公
正
さ
と
廉
直
さ
を
欠
く
心
を
表
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

周
辺
部
の
取
り
巻
き
の
挑
発
か
ら
始
ま
っ
た
先
取
権
論
争
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
激
し
い
敵
意
と
、
醜
い
意
地
の
張
合
い
と
い
う
様
相
を

呈
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
死
を
超
え
た
何
年
も
の
間
、
そ
の
幕
を
下
ろ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
先

取
権
論
争
の
大
筋
で
あ
る（

（（
（

。

三
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
微
分
積
分
学

　

無
限
小
解
析
（
微
分
積
分
学
）
が
一
七
世
紀
に
、
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
遅
く
と
も
、
一
六
六
五
年
五
月
頃
ま
で
に
は
い
わ
ゆ
る
「
微
分
積
分
学
の
基
本

定
理
」
の
認
識
に
到
達
し
て
い
た
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
方
も
、
一
六
七
五
年
秋
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
も
の
と
同
等
の
代
数
的
ア
ル
ゴ
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リ
ズ
ム
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
デ
カ
ル
ト
の
近
代
的
な
記
号
代
数
に
習
熟
し
て
お
り
、
曲
線
に
接
線
を
引
く
計
算
法
（
微
分

法
）
と
曲
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
面
積
の
計
算
法
（
積
分
法
）
が
互
い
に
逆
演
算
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
ペ
ス
ト
禍
で
大
学
が
閉
校
に
な
っ
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
期
間
（
一
六
六
五
―
六
六
年
）

に
流
率
法
を
は
じ
め
、
力
学
と
光
学
に
関
す
る
偉
大
な
理
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
自
己
の
画
期
的
な
数
学
的
技

法
を
一
六
八
四
年
以
降
発
表
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
方
は
そ
の
成
果
の
公
表
を
躊
躇
し
、
流
率
法
を
体
系
的
な
論
考
の

形
で
刊
行
し
た
の
は
一
七
〇
四
年
に
な
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た（

（（
（

。

　

今
日
の
科
学
・
技
術
分
野
に
お
け
る
先
取
権
は
、
整
備
さ
れ
た
手
続
き
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
保
護
さ
れ
て
い
る
。
科
学
者
・
技
術
者

は
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
先
取
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
最
初
に
発
表
し
た
者
だ
け
が
発
見
者
と
し
て
の
す
べ
て
の
栄
誉
を

手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
今
日
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
先
取
権
の
軍
配
が
上
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
、
一
七
世
紀
の
こ
の
時
期
、
先
取
権
自
体
は
か
な
り
重
要
な
事
柄
に
な
っ
て
い
た
が
（
一
六
―
一
七
世
紀
を
通
じ
て
成
立
し
た
各
学

会
は
す
で
に
発
明
・
発
見
の
登
録
と
い
う
機
能
も
果
た
し
て
い
た
）、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
付
随
す
る
手
続
き
や
規
則
と
い
う
点
で
は
、
今

日
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
二
人
の
数
学
者
の
間
の
論
争
を
い
や
が
上
に
も
激
し
い
も
の

に
し
た
の
で
あ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
微
分
積
分
学
の
公
表
を
渋
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
彼
が
記
号
代
数
の
手
法
に
必
ず
し
も
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
学
問
的
出
発
点
は
ヴ
ィ
エ
ト-
デ
カ
ル
ト
の
代
数
解
析
的
数
学
で
あ
っ
た
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
的
代
数
学
に

は
若
い
時
か
ら
習
熟
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
微
分
積
分
学
の
基
本
定
理
を
も
発
見
で
き
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
六
七
〇
年
前
後

に
な
っ
て
、
彼
は
し
だ
い
に
近
代
の
記
号
代
数
の
伝
統
に
批
判
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
彼
の
主
著
で
あ
る
、
科
学
史
上

最
高
傑
作
の
一
つ
『
自
然
哲
学
の
数
学
的
諸
原
理
』（
通
称
、『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』）（
一
六
八
七
年
刊
行
）
は
古
典
的
幾
何
学
ス
タ
イ
ル
で

書
か
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
「
代
数
は
数
学
に
ぶ
き
っ
ち
ょ
な
者
た
ち
の
解
析
で
あ
る
」
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
こ
の
当
時
、
無
限
小
量
を
扱
う
微
分
積
分
学
は
未
だ
厳
密
な
学
問
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
記
号
代
数
的
に
機
械
的
な
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計
算
を
遂
行
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
の
思
想
一
般
に
批
判
的
姿
勢

を
見
せ
は
じ
め
て
い
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、
記
号
代
数
に
基
づ
く
デ
カ
ル
ト
的
数
学
に
否
定
的
態
度
を
と
る
の
も
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ

た
。

　

他
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
数
学
と
自
然
科
学
で
達
成
し
た
業
績
の
高
さ
と
深
さ
に
お
い
て
は
、
最
大
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
ニ
ュ

ー
ト
ン
よ
り
は
、
多
少
劣
る
か
も
し
れ
な
い（

（（
（

。
し
か
し
、
関
心
の
広
範
さ
、
学
問
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
壮
大
さ
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に

優
る
と
も
劣
ら
な
い
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
動
機
を
も
っ
て
、
微
分
積
分
学
に
取
り
組
ん
だ
。
彼
は
若
い
時
か
ら
人
間
の

思
考
を
記
号
的
に
記
述
す
る
学
問
、
す
な
わ
ち
「
普
遍
記
号
法
」（chracteristica universalis

）
の
構
想
を
温
め
（
記
号
代
数
も
自
己

の
微
分
積
分
学
も
こ
の
一
部
と
考
え
て
い
た
）、
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
の
案
出
し
た
微
分
積
分
学
の
記
号
が
今
日
ま
で
続

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
彼
の
記
号
に
か
け
た
ま
さ
に
思
想
的
情
熱
が
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
数
学
を
研
究
し
始
め
た
と
き
、
特
定
の
問
題
そ
の
も
の
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
方
法
に
関
心
を
集
中
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は

数
学
的
推
論
の
普
遍
的
方
法
を
探
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
微
分
積
分
学
と
い
う
同
一
の
学
問
を
切
り
開
い
た
。
だ
が
、
そ
の
形
成
に
至
る
「
思
想
」

は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
晩
年
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
と
く
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
総
合
幾
何
学
の
直
観

的
厳
密
性
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
に
固
執
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
が
自
己
の
依
る
べ
き
幾
何
学
的
確
実
性
と
い
う
規
範
か
ら
し
て
も
、

デ
カ
ル
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
代
数
解
析
的
数
学
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
ユ
シ
ケ
ー
ヴ
ィ
チ
は
、

奇
妙
な
こ
と
と
し
て
、「
偉
大
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
」
が
数
学
的
記
号
法
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
な
か
っ
た
事
実
に
言
及
し
て
い
る（

（（
（

。

　

一
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
闘
わ
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
派
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
派
の
微
分
積
分
学
発
見
を
め
ぐ
る
先
取
権

論
争
の
背
景
に
あ
っ
た
の
も
、
い
う
な
れ
ば
こ
う
し
た
根
源
的
思
想
の
対
立
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
今
日
こ
の
先
取
権
論
争
そ

の
も
の
は
歴
史
的
に
再
検
討
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
に
微
分
積
分
学
に
到
達
し
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
最
初
に
発
見
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
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先
に
発
表
し
た
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
論
争
を
込
み
入
っ
た
も
の
に
し
た
事
情
等
も
子
細
に
跡
づ

け
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。
し
か
し
両
者
を
隔
て
る
深
刻
な
思
想
的
対
立
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
歴
史
的
分
析
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
に
は
、
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
自
ら
の
科
学
史
・
科
学
哲
学
で
最
も
重
要
な
概
念
と
考
え
た
「
通
約
不
可
能

性
」（incom

m
ensurability

）
の
、
数
学
史
に
お
け
る
枢
要
な
事
例
と
な
り
う
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う（

（（
（

。

四
、
空
海
と
最
澄
の
訣
別

　

空
海
と
最
澄
が
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た（

（（
（

。
そ
れ
以
来
、
高
雄
山
寺
に
お
け
る
灌
頂
を
頂
点

と
し
て
、
両
者
は
親
密
な
交
友
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
空
海
が
帰
国
し
た
の
は
大
同
元
年
初
冬
で
あ
り
、
筑
紫
を
離
れ
畿
内

に
入
り
得
た
の
は
大
同
四
年
五
月
の
頃
で
あ
っ
た
。
高
雄
山
寺
は
、
和
気
氏
の
私
寺
で
あ
り
、
比
叡
山
寺
の
最
澄
と
深
い
関
わ
り
も
ち
、

こ
こ
に
は
最
澄
の
住
房
の
北
院
も
あ
っ
た
。
入
京
が
許
さ
れ
、
大
同
四
年
の
七
月
中
旬
、
空
海
が
こ
の
寺
に
入
住
し
た
の
は
、
空
海
の
入

京
を
誰
よ
り
も
強
く
待
ち
望
ん
で
い
た
最
澄
の
推
挙
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
八
月
以
来
、
最
澄
は
空
海
が
請

来
し
た
密
教
の
経
論
を
意
欲
的
に
借
覧
し
、
写
し
続
け
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

し
か
し
そ
れ
以
後
、
弘
仁
四
年
の
末
か
翌
年
の
は
じ
め
、
あ
る
い
は
弘
仁
六
年
の
末
か
翌
年
の
は
じ
め
に
、
両
者
は
い
わ
ゆ
る
冷
た
い

関
係
に
な
っ
て
い
っ
た
。
両
者
は
な
ぜ
訣
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
が
、

一
つ
に
は
、
宗
教
的
立
場
の
相
違
と
い
う
原
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
こ
と
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

最
澄
は
灌
頂
の
秘
法
で
あ
る
真
言
密
教
を
一
乗
円
教
と
し
て
捉
え
、
い
わ
ゆ
る
円
密
禅
戒
の
四
宗
を
総
合
し
た
宗
派
を
樹
立
し
よ
う
と

し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
自
宗
の
密
教
の
不
備
を
い
わ
ば
補
お
う
と
、
最
澄
は
真
言
密
教
を
空
海
よ
り
受
法
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ

に
対
し
て
空
海
は
最
澄
と
の
交
友
当
初
か
ら
真
言
密
教
が
唯
一
無
二
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
お
り（

（（
（

、
そ
の
宗
教
的
信
念
は
弘
仁
六

年
頃
、
宗
教
哲
学
の
体
系
と
と
も
に
、
き
わ
め
て
強
く
な
り
、「
叡
山
の
澄
法
師
の
理
趣
釈
経
を
求
む
る
に
答
う
る
書
」
状
（『
続
性
霊
集

補
闕
鈔
』
巻
十
）
に
お
い
て
そ
の
信
念
が
吐
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る（

（（
（

。
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そ
し
て
一
般
に
、
最
澄
が
『
理
趣
釈
経
』
の
借
覧
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
峻
烈
な
文
章
で
こ
れ
を
拒
絶
し
た
空
海
の
こ
の

書
状
に
よ
っ
て
、
両
大
姉
の
交
わ
り
が
決
定
的
に
断
た
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
最
澄
に
と
っ
て
、
自
ら
が
た
と
え
善
無
畏
の
胎

訓
と
い
わ
れ
る
真
言
の
妙
法
を
受
け
学
ん
だ
と
は
い
え
、
空
海
の
請
来
し
た
両
部
の
密
教
に
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
中
国
に
お
け
る
い
わ
ば

原
初
的
形
態
の
密
教
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
天
台
法
華
宗
の
遮
那
業
の
確
立
補
強
の
た
め
に
は
空
海
の
真
言
密
教
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
ど

う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
手
段
で
あ
る
経
典
の
写
経
の
た
め
の
書
籍
借
用
が
「
叡
山
の
澄
法
師
の
理
趣
釈
経
を
求

む
る
に
答
う
る
書
」
を
も
っ
て
ま
さ
に
空
海
自
身
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
最
澄
に
と
っ
て
大
き
な
痛

手
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
こ
と
に
対
し
、
最
澄
が
「
新
来
の
真
言
家
は
す
な
わ
ち
筆
授
の
相
承
を
泯
し（

（（
（

」
と
記

し
て
い
る
よ
う
に
、空
海
に
よ
る
書
籍
貸
与
の
拒
否
は
最
澄
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
高
木
訷
元
氏
の
指
摘
に
注
意
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
『
理
趣
釈
経
』
の
借
用
に
答
え
る
書
状
は
、
弘
仁
四
年
十
一
月
二
十
五
日
付
の
最
澄
か
ら
の
請
借
状
に
対
す
る
返
信
と
考
え
る
の
が
従

来
か
ら
の
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
高
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
最
澄
の
請
借
状
は
空
海
を
し
て
「
忽
ち

に
封
緘
を
開
い
て
、
具
に
理
趣
釈
を
覓
む
る
こ
と
を
覚
り
ぬ
」
と
言
わ
し
め
る
性
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
し
、
ま
し
て
、「
余
、
未

だ
知
ら
ず
、
公
は
是
れ
聖
化
な
る
か
、
も
し
は
凡
夫
な
る
か
」
と
い
う
よ
う
な
激
し
い
言
葉
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ま

っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
の
「
理
趣
釈
経
」
は
い
わ
ゆ
る
典
籍
と
し
て
の
『
理
趣
釈
経
』
を
指
し
て
は
い
な
い
と
高
木

氏
は
指
摘
す
る（

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
理
趣
釈
」
と
は
「
秘
蔵
の
奥
旨
」
を
意
味
し
、
そ
れ
は
単
に
「
文
を
得
る
こ
と
」（
筆
授
）
に
よ

っ
て
の
み
求
め
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、「
唯
、
心
を
以
て
心
に
伝
う
る
」（
面
授
）
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、「
汝
も
し
非
法
に
し
て

受
け
、
我
も
し
非
法
に
し
て
伝
え
な
ば
、
則
ち
将
来
の
求
法
の
人
、
何
に
よ
っ
て
か
求
道
の
意
を
知
る
こ
と
を
得
ん
。
非
法
の
伝
授
は
是

を
盗
法
と
名
づ
く
。
則
ち
是
れ
仏
を
誑
く
な
り
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
と
き
の
返
書
の
趣
旨
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

（（
（

。

　

さ
ら
に
、
赤
松
俊
秀
氏
に
よ
れ
ば
、「
叡
山
の
澄
法
師
の
理
趣
釈
経
を
求
む
る
に
答
う
る
書
」
は
最
澄
に
宛
て
た
手
紙
で
は
な
く
、
叡

山
の
円
澄
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
末
か
弘
仁
七
年
の
は
じ
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
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に
せ
よ
、「
理
趣
釈
経
を
求
む
る
に
答
う
る
書
」
を
、
こ
の
と
き
の
最
澄
の
請
借
の
手
紙
に
対
す
る
返
書
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

年
代
も
弘
仁
四
年
の
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
と
高
木
氏
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

実
際
、
執
筆
年
代
の
記
載
は
な
い
が
、
弘
仁
二
、
三
年
の
も
の
と
み
ら
れ
る
空
海
の
最
澄
宛
書
簡
（『
風
信
帖
』）
の
中
に
は
、「
今
、

我
が
金
蘭
及
び
室
山
と
与
に
一
処
に
集
会
し
、
仏
法
の
大
事
因
縁
を
商
量
し
、
共
に
法
幢
を
建
て
、
仏
の
恩
徳
に
報
い
ん
と
思
う
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
金
蘭
、
す
な
わ
ち
最
澄
が
主
張
し
て
い
た
天
台
法
華
宗
と
真
言
密
教
の
一
致
を
空
海
も
ま
た
承
認
し
て

お
り
、
最
澄
と
共
に
真
言
密
教
を
伝
法
弘
通
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
苫
米
地
誠
一
氏
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
最
澄
と
空
海
と
の
交
流
が
親
密
で
あ
っ
た
弘
仁
四
年
の
頃
は
、
空
海
に
お
い
て
も

天
台
を
顕
教
と
規
定
す
る
主
張
は
な
か
っ
た（

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
期
、
顕
教
と
は
三
乗
教
法
相
宗
の
み
を
指
す
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う（

（（
（

。
そ
し
て
、
弘
仁
六
年
頃
に
『
二
教
論
』
が
著
さ
れ
る
と
、
空
海
の
主
張
は
そ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
り
、
す
な
わ
ち
、
天
台
・

華
厳
等
の
一
乗
教
を
顕
教
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
は
共
に
三
劫
成
仏
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

ま
た
苫
米
地
氏
に
よ
れ
ば
、『
二
教
論
』
に
お
い
て
空
海
は
、〈
法
身
説
法
〉
説
を
立
て
、〈
法
身
の
説
法
〉
の
み
が
密
教
で
あ
る
と
し
、

最
澄
の
立
て
た
天
台
遮
那
業
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
真
言
密
教
の
分
離
独
立
を
主
張
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。
空
海
の
こ
う
し
た
新
た
な

展
開
に
対
し
て
、
最
澄
は
あ
く
ま
で
天
台
と
真
言
の
一
致
を
主
張
し
続
け
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

つ
ぎ
に
泰
範
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

従
来
、
辻
善
之
助
氏
等
の
研
究
に
よ
り
、
空
海
と
最
澄
と
の
交
友
に
お
い
て
、
泰
範
の
去
就
の
問
題
が
両
者
の
訣
別
の
第
一
原
因
と
み

な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
空
海
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
泰
範
が
後
に
空
海
の
十
大
弟
子
の
一
人
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
が
最

澄
と
の
訣
別
を
空
海
に
決
意
さ
せ
る
第
一
原
因
と
な
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
感
情
的
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
空
海
に
と
っ
て
は

む
し
ろ
、
書
籍
類
の
貸
与
問
題
の
方
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
は
じ
め
空
海
は
最
澄
の
書
籍
借
用
願
い
に
対
し
、
ほ
ぼ
希
望
通
り
に
貸
与
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
借
用
し
た
書
籍
を
完
璧
に
書
写
し
よ
う
と
し
た
最
澄
の
熱
心
さ
が
、
矢
継
ぎ
早
の
借
用
願
い
と
、
書
籍
返

却
の
遅
延
と
い
う
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
。
し
か
も
、
密
教
修
学
が
単
に
書
籍
の
書
写
の
み
に
よ
っ
て
足
れ
り
と
す
る
最
澄
の
態
度
は
、
と
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り
わ
け
密
教
最
勝
の
信
念
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
弘
仁
六
年
頃
に
は
、
空
海
に
何
ら
か
の
不
快
感
を
懐
か
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

泰
範
の
問
題
に
戻
ろ
う
。

　

泰
範
は
空
海
と
の
関
わ
り
を
も
つ
（
弘
仁
三
年
十
二
月
）
遙
か
以
前
に
、
叡
山
を
離
れ
よ
う
と
す
る
事
情
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
後
、

泰
範
は
密
教
を
空
海
の
も
と
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
最
澄
と
の
関
係
が
次
第
に
冷
や
や
か
に
な
っ
て
い
っ
た
弘
仁
四
年
頃

で
さ
え
、
前
述
し
た
と
お
り
、
空
海
と
最
澄
の
交
友
関
係
は
い
わ
ば
良
好
で
あ
っ
た
。
と
く
に
泰
範
の
存
在
に
よ
っ
て
、
最
澄
が
空
海
に

対
し
悪
い
感
情
を
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

し
か
し
、
最
澄
最
後
の
弘
仁
七
年
五
月
一
日
付
泰
範
宛
の
「
泰
範
闍
梨
に
与
え
て
そ
の
素
懐
に
背
く
を
責
め
る
書
」
状
に
は
、「
蓋
し
、

劣
を
捨
て
て
勝
を
取
る
は
世
上
の
常
理
な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
、
法
華
一
乗
と
真
言
一
乗
と
何
ぞ
優
劣
あ
ら
ん
や
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
泰
範
の
返
書
の
代
筆
を
空
海
が
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
最
も
信
頼
を
お
い
て
い
た
泰
範
が
天
台
一

乗
を
去
っ
て
真
言
一
乗
に
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
に
と
っ
て
そ
の
感
情
的
な
影
響
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

泰
範
に
代
わ
っ
て
の
返
書
の
中
で
空
海
は
、「
法
応
の
仏
、
差
な
き
こ
と
を
得
ず
。
顕
密
の
教
え
、
何
ぞ
浅
深
な
か
ら
ん
」
と
い
う
よ

う
に
、『
二
教
論
』
と
同
じ
〈
法
身
説
法
〉
説
に
基
づ
く
顕
密
差
別
を
繰
り
返
し
、
最
澄
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
天
台
一
乗
を
応
化
仏

の
説
法
・
随
他
の
薬
・
化
他
の
教
え
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

空
海
と
最
澄
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
さ
ら
な
る
研
究
が
期
待
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
両
大
師

は
共
に
相
手
の
提
示
し
た
典
拠
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
完
全
に
そ
の
袂
を
分
か
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
世
界
を
拓
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

五
、
結
語

　

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
流
率
法
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
微
分
積
分
学
（
無
限
小
代
数
解
析
）
と
は
別
の
、
あ
る
種
、
異
種
の
数
学
で
は
な
か
っ
た

の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
は
真
剣
な
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
グ
イ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、
両
者
が
対
話
可
能
な
数
学
の
形
態
で
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あ
っ
た
と
と
ら
え
な
が
ら
も
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
学
派
の
、
も
と
も
と
視
覚
的
な
天
文
学
の
た
め
の
幾
何
学
的
言
語
を
尊
重
す
る
学
問
的
方
向

と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
学
派
の
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
思
考
法
」
の
力
を
示
す
成
功
事
例
と
し
て
の
微
分
積
分
学
の
位
置
づ
け
と
い
っ
た
、
い
わ

ば
「
政
策
」（policies

）
の
分
岐
が
あ
っ
た
と
す
る（

（（
（

。
こ
の
所
見
は
、
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
科
学
哲
学
の
概
念
を
用
い
る
と
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
数
学
的
形
態
は
、「
意
思
疎
通
可
能
」（com

m
unicable

）
で
あ
り
、「
比
較
可
能
」（com

parable

）
で
も
あ

る
が
、「
通
約
不
可
能
」（incom

m
ensurable

）
な
側
面
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
佐
々
木
力
氏
は
、
さ
ら

に
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
、
両
者
の
間
の
学
問
思
想
は
「
局
所
的
通
約
不
可
能
性
」（local incom

m
ensurability

）
の
関
係
で
あ
っ
た
と

考
え
た
い
、
と
指
摘
す
る（

（（
（

。

　

空
海
と
最
澄
の
訣
別
に
つ
い
て
要
約
し
て
お
こ
う
。

　

空
海
と
最
澄
の
交
友
関
係
に
お
い
て
、
訣
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
は
、
宗
教
的
立
場
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
空

海
の
側
か
ら
み
て
み
る
と
、は
や
り
そ
れ
は
顕
密
二
教
の
対
弁
す
な
わ
ち
真
言
一
乗
に
対
す
る
両
者
の
見
解
の
根
本
的
な
違
い
に
あ
っ
た
。

そ
の
違
い
（
顕
密
差
別
）
を
最
澄
に
強
力
に
打
ち
出
し
、
つ
い
に
は
訣
別
に
至
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
、
最
澄
の
矢
継
ぎ
早

の
書
籍
の
借
用
願
い
と
、
度
重
な
る
そ
の
返
却
の
遅
延
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
最
澄
に
と
っ
て
も
、
天
台
法
華
宗
の
存
在
意
義
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
空
海
の
立
場
を
許
容
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
最
澄
の
側
か
ら
み
て
み
る
と
、
空
海
の
体
系
と
の
相
違
は
と
も
か
く
も
、
そ
れ
以
上
に
、
最
澄
の
目
的
達
成

の
た
め
の
手
段
で
あ
る
、
空
海
か
ら
の
書
籍
貸
与
が
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
空
海
と
袂
を
分
か
つ
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
泰
範
の
去
就
は
両
者
の
訣
別
の
直
接
原
因
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
溝
を
さ
ら
に
深
め
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

一
般
に
、
雌
雄
と
い
う
勝
敗
を
論
戦
で
決
定
し
よ
う
と
す
る
先
取
権
を
め
ぐ
る
「
争
い
」
は
、「
比
較
可
能
性
」
な
い
し
「
意
思
疎
通

可
能
性
」
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
通
約
不
可
能
性
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
争
う
」
の
で
あ
る（

（（
（

。
も
と
よ
り
空
海

と
最
澄
の
訣
別
の
場
合
は
ニ
ュ
ー
ト
ン-

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
争
と
は
そ
の
様
相
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
前
者
、
後
者
と
も
そ
こ
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に
何
ら
か
の
「
通
約
不
可
能
性
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
争
い
」
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
「
流
率
法
」
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
「
無
限
小
代
数
解
析
」
の
間
に
、
最
低
、
局
所
的
に
「
通
約
不
可
能
性
」
が
存
在
し
た
と
す
る
の
と
同
じ
理
由
で
、
空
海
と
最
澄
の
仏

教
思
想
構
造
に
も
局
所
的
に
「
通
約
不
可
能
性
」
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
両
者
の
訣
別
の
背
景
に
も
そ
う
し
た
根
源
的
思
想
の
対
立
が
あ

っ
た
と
筆
者
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン-

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
争
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
と
き
に
、
空
海
と
最
澄
の
交
友
と

訣
別
の
問
題
が
想
起
さ
れ
た
の
も
、
そ
こ
に
こ
う
し
た
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
通
約
不
可
能
性
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
空
海
、
最
澄
、
思
想　

的
対
立
、
論
争

本
的
な
出
来
事
で
さ
え
も
違
っ
て
見
え
、
そ
の
た
め
に
話
が
通
じ
な

く
な
る
と
い
う
状
態
を
さ
す
。
こ
れ
は
、
有
理
数
と
無
理
数
を
比
較

し
よ
う
と
し
て
も
共
通
の
尺
度
で
測
れ
ず
、
す
な
わ
ち
両
者
を
整
数

の
比
で
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
さ
す
ギ
リ
シ
ャ
数
学

に
由
来
す
る
術
語
で
あ
り
、
科
学
史
家
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
名
づ

け
た
概
念
で
あ
る
。

（
（
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
の
二
通
の
書
簡
は
「
前
の
書
簡
」（Epistola 

prior

）、「
後
の
書
簡
」（Epistola posterior

）
と
呼
ば
れ
る
。H

. 
W

. T
urnbull ed., T

he C
orrespondence of Isaac N

ew
ton 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niv. Press, 1960

） （=C
orres

）, 
vol.（, pp.（0-（（, 5（-（5, 110-161, （1（-（（（.

（
5
）
フ
ァ
シ
オ
は
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
に
生
ま
れ
、
十
八
歳
で
パ
リ
に
出

註（
1
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
あ
え
て
空
海
あ
る
い
は
最
澄
の
ど
ち
ら
か
に
な
ぞ
ら

え
る
と
し
た
な
ら
ば
、
果
た
し
て
ど
ち
ら
に
な
る
か
、
空
海
な
の
か

そ
れ
と
も
最
澄
な
の
か
。
こ
の
点
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
研
究
者
に
し
て

真
言
僧
の
末
席
を
汚
し
て
い
る
筆
者
と
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
空

海
の
ほ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
願
望
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
知
友
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
者
に
尋
ね
る
と
、
あ
え
て
言
え
ば
、

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
空
海
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
こ
の
特
定
は
筆
者
に

と
っ
て
興
味
深
い
問
題
で
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
問
題
に
は
立

ち
入
ら
な
い
。

（
（
）
空
海
と
最
澄
に
つ
い
て
は
、
二
次
文
献
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
（
）「
通
約
不
可
能
」（incom

m
ensurable

）
と
は
、
二
人
あ
る
い
は
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
が
ま
っ
た
く
違
う
世
界
観
で
世
界
を
見
る
た
め
に
基
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な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ほ
ど
賞
賛
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

彼
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ル
ヌ
ー
イ
兄
弟
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
多
く

の
数
学
的
著
作
を
非
難
し
た
。Cf. Corres, V

, p.（08, note

（（

）.

（
1（
）Corres, V

, p.（0（. 

訳
文
は
、原
亨
吉
訳
「
ス
ロ
ー
ン
へ
の
手
紙
」、『
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
』
（
、（
工
作
舎
、
一
九
九
九
）、
II
―
三
一
、

二
三
九
―
二
四
〇
頁
を
参
照
し
た
。

（
15
）
島
尾
永
康
『
ニ
ュ
ー
ト
ン
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
）、
一
七
八
頁
。

（
16
）
一
七
一
三
年
七
月
一
八
日
付
書
簡
。

（
1（
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
自
分
自
身
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
名
前
を
「
頭
文
字
…

活
用
語
尾
」、
例
え
ば''L

…us'' 

、''N

…o''

と
い
う
形
で
示
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
引
用
し
た
訳
文
で
は
語
尾
は
省
略
し
た
。

（
18
）
引
用
文
中
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
文
字
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
特
に
イ
タ
リ

ッ
ク
体
に
し
て
強
調
し
た
語
を
示
す
。

（
19
）Corres, V

I, pp.15-（1. 

訳
文
は
、
原
前
掲
書
（
一
九
八
九
） 

三
月
号
、

八
一
―
八
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
（0
）
ホ
ー
ル
の
次
の
書
は
、
こ
の
先
取
権
論
争
に
つ
い
て
の
事
実
経
過
だ

け
で
は
な
く
、
発
見
の
同
時
性
か
つ
独
立
性
の
問
題
を
も
含
む
決
定

的
と
も
言
え
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。A

. Rupert H
all, 

Philosophers at W
ar: T

he Q
uarrel betw

een N
ew

ton and 
Leibniz （Cam

bridge, 1980

）.

（
（1
）
一
六
九
三
年
頃
の
執
筆
と
さ
れ
る
「
求
積
論
」
が
『
光
学
』（
英
語
版
、

一
七
〇
四
年
刊
行
）
の
付
録
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

（
（（
）
実
際
、
数
学
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
運
用
と
数
学
的
結
果
の
創
造
と
い
う

こ
と
に
か
け
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
敵
で
は
な
か

っ
た
。
か
つ
て
、
数
学
史
の
高
峰
に
喩
え
て
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ヨ

て
天
文
学
を
学
び
、
オ
ラ
ン
ダ
に
滞
在
し
ホ
イ
ヘ
ン
ス
と
交
流
を
深

め
た
。
一
六
八
七
年
ロ
ン
ド
ン
に
移
り
、
翌
年
に
は
王
立
協
会
会
員

に
選
ば
れ
た
。

（
6
）R. S. W

estfall, N
ever at R

est: A
 Biography of Isaac N

ew
ton 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niv. Press, 1980

）, pp.（1（f. 

邦
訳

『
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
』
II
、
田
中
一
郎
・
大
谷
隆
昶
訳
（
平

凡
社
、
一
九
九
三
）、
二
八
〇
―
二
八
一
頁
。

（
（
）
医
学
者
、
生
物
学
者
。
一
六
九
三
年
か
ら
一
七
一
二
年
ま
で
王
立
協

会
事
務
局
長
を
務
め
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
死
後
、
同
会
長
と
な
る
。

（
8
）
匿
名
で
は
あ
っ
た
が
、
キ
ー
ル
は
明
ら
か
に
執
筆
者
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
と
睨
ん
だ
。

（
9
）''E

pistola ad clarissim
um

 virum
 E

dm
undum

 H
alleium

 
Geom

etriae Professorem
 Savilianum

, de legibus virium
 

centripetarum
,'' Philosophical T

ransactions,（6

（1（08--9

）, 
pp.1（（--188. Cf. W

estfall, op. cit., pp.（15f. 
邦
訳
、II

、二
八
三
頁
。

（
10
）
原
亨
吉
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
―
微
積
分
法
を
め
ぐ
っ
て
」、

『
数
学
セ
ミ
ナ
ー
』、
第
二
八
巻
：
第
一
号
（
一
九
八
九
）、
八
〇
頁
。

（
11
）D

. T
. W

hiteside ed., T
he M

athem
atical P

apers of Isaac 
N

ew
ton, V

III

（Cam
bridge,1981

）, pp.（（6f.

（
1（
）Corres, V

, pp.1（（ and 1（（. Cf. Ibid., V
III, pp.（（（f.

（
1（
）
こ
れ
に
該
当
す
る
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
公
的
発
言
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か

っ
て
い
な
い
。
実
際
、
ホ
イ
ヘ
ン
ス
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

を
自
分
と
同
じ
諸
結
果
に
到
達
し
た
優
れ
た
幾
何
学
者
で
あ
る
と
み

な
し
、
確
か
に
彼
ら
は
独
立
に
同
じ
方
法
に
到
達
し
た
と
信
じ
て
い

た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
流
の
微
分
積
分
を
決
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
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度
で
あ
る
が
、
思
想
史
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
緻

密
な
議
論
と
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

（
（9
）
和
田
悌
一
「
空
海
と
最
澄
の
訣
別
に
つ
い
て
」、『
精
神
科
学
』
一
四

号
（
日
本
大
学
哲
学
研
究
室
、
一
九
七
五
）、
二
〇
七
頁
。

（
（0
）『
依
憑
天
台
集
』
序
文
、『
伝
教
大
師
全
集
』
第
三
巻
、
三
四
四
頁
。

（
（1
）
高
木
訷
元
『
空
海
と
最
澄
の
手
紙
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
九
）、
二
七

四
頁
。

（
（（
）
高
木
同
上
。

（
（（
）
高
木
同
書
、
二
七
五
頁
。

（
（（
）
苫
米
地
誠
一
『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
：
第
一
部
初
期
真
言
密
教

教
学
の
形
成
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
〇
八
）、
第
一
章
「
最
澄
の
直

道
説
―
空
海
の
〈
即
身
成
仏
〉
思
想
と
の
比
較
に
お
い
て
―
」、
四
二

四
頁
。

（
（5
）
苫
米
地
同
書
、
四
二
六
頁
。

（
（6
）
苫
米
地
同
上
。

（
（（
）
苫
米
地
同
書
、
四
二
八
頁
。

（
（8
）
空
海
・
最
澄
の
速
疾
成
仏
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
の
思
想
構

造
の
類
似
性
に
着
目
し
た
苫
米
地
氏
の
次
の
指
摘
は
き
わ
め
て
興
味

深
い
。「
最
澄
の
三
乗
歴
劫
因
分
対
一
乗
直
道
果
分
の
思
想
構
造
は
最

澄
の
主
張
す
る
以
前
に
成
立
し
て
い
た
空
海
の
『
二
教
論
』
に
お
け

る
教
判
構
造
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
台
・
真
言
一

致
の
立
場
か
ら
、
空
海
に
お
い
て
は
顕
教
に
位
置
付
け
ら
れ
た
一
乗

円
教
を
、
密
教
の
位
置
に
移
し
換
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
逆

に
云
う
な
ら
ば
、
密
教
を
一
乗
教
と
し
て
、
伝
統
的
立
場
に
引
き
戻

そ
う
と
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
」。
苫
米
地
同
書
、
四
三
四
頁
。

ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
と
表
現
さ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
佐
々
木
力
・
佐
々
木
能
章
「
対
談　

な
ぜ
今
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
―
数
学
史
と
哲
学
史
の
対
話
」、『
数
学
セ
ミ
ナ
ー
』、

第
三
五
巻
：
第
八
号
（
一
九
九
六
）、
四
六
頁
参
照
。

（
（（
）A

. P. Y
ouschkevich, ''C

om
parison des cnceptuions de 

Leibniz et de N
ew

ton sur calcul infinite

（'

）sim
al," in Leibniz 

a` Paris
（1672-1676

）, t.1: Les sciences, pp.69-80. 

ロ
シ
ュ
デ

ィ
・
ラ
ー
シ
ェ
ド
教
授
は
、
東
京
大
学
大
学
院
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、「
拡

張
す
る
役
割
を
備
え
て
い
な
い
も
の
は
『
記
号
』（sym

bol

）
と
い

う
よ
り
『
省
略
形
』（abbreviation

）
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
記
法
は
視
覚
的
に
は
非
常
に
目
立
つ
が
、
到
底
計
算

を
簡
易
化
し
た
り
概
念
を
発
展
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
は
と
て
も
思

え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
も
の
は
ほ

と
ん
ど
「
省
略
形
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
か
な
り
合
理
的
で
、
ま

さ
に
省
略
記
号
と
し
て
は
き
わ
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
拙
著
『
ニ
ュ
ー
ト
ン
―
流
率
法
の
変
容
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）、
五
六
頁
。

（
（（
）H

all, op. cit.

（
（5
）
佐
々
木
力
『
近
代
学
問
理
念
の
誕
生
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）、

四
二
一
頁
参
照
。

（
（6
）
大
同
四
年
二
月
三
日
、
空
海
が
最
澄
に
名
書
を
呈
上
し
、
面
談
を
要

望
し
て
い
る
。『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
、
一
三
四
頁
。

（
（（
）
高
木
訷
元
「
高
野
山
開
創
の
転
結
―
空
海
と
最
澄
の
離
別
」（
上
）、『
春

秋
』
四
八
八
号
、
二
〇
〇
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