
〈
研

究
論

文

４

〉

二
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
道
元
に
お
け
る
〈
世
界
〉

世
界
の
存
在
と
そ
の
意
昧
、
そ
し
て
世
界
に
お
け
る
人
間
の
位
置
を
問
う

こ
と
は
、
哲
学
・
宗
教
に
お
け
る
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
「
世
界
」

を
、
ど
の
よ
う
に
思
惟
し
て
い
る
か
の
問
題
を
中
心
に
し
て
、
本
稿
で
は
ド

イ
ツ
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（
１
４
０
１
-
１
４
６
４
）
と
道
元
(
１
２
０
０
-
１
２
５
３
）

と
を
比
較
す
る
。
両
者
は
、
そ
の
時
代
や
国
を
異
に
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏

教

と

い

う

異

宗

教

の
伝

統

下

で

思

索

し

行

動

し

た

の

で
あ

る

が

、
両

思

想

の

特

徴

の

差

異

性

と
類

似

性

と

を
検

討

し

よ

う

。

ク
デ
ー
ヌ
ス
の
根
本
真
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
る
。
世
界
は
神
に

よ

る
創

造

で
あ

る

と
い

う

こ

と

が

、
彼

の
思

想

の
前

提

に

な

っ
て

い

る

。

さ

て
、
ク
ー
ザ
ヌ
ス
が
、
世
界
を
ど
う
把
握
し
て
い
る
か
を
見
よ
う
。
「
世
界

即

ち
宇

宙

」
（
m
ｕ
ｎ
ｄ
ｕ
ｓ
　ｓ
ｉｖ
ｅ
　ｕ
ｎ
ｉｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
m

）

は

、

そ

の
可

能

性

、

即

ち

質

料
が
、
そ
れ
自
体
を
超
え
て
拡
が
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
欠
陥
か
ら
、
世
界

は

現

実

に
あ

る

よ
り

も

大
き

く

は

あ
り

得

な

い

。

こ

の

世

界

は

、
そ

の
限

界

笠
　
井
　
　
　

貞

を

な

す

世

界

よ
り

大
き

い
も

の

が
現

実

に

は

あ

り

得

な
い

か

ら

、

限

界

が

な

い

。

即

ち

、
世

界

は

、
無

限

な
も

の
で

あ

る
。

し

か
し

、
そ

れ

は

否

定
的

無

限

（
ｎ
ｅ
ｇ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　
ｉｎ
ｆｉ
ｎ
ｉｔｕ
m

）

で

は

な

く

て

、

限

界

が

な

い

と
い

う

こ

と

で

の
無

限

、
即

ち

欠

如

的

無

限

（
ｐ
ｒ
ｉｖ
ａ
ｔ
ｉｖ
ｅ
　
ｉｎ
ｆｉ
ｎ
ｉｔｕ
m
）

な

の

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

世

界

は

、

縮

限

さ

れ

た
方

法

で
し

か

、
実

際

に
は

存

在

し

な

い

。

世

界

は

、

単

に

絶

対

的

に
神

的

な
存

在

に
由

来

す

る
被

造
物

だ

か
ら

で

あ

る

、

と

い

う
・

こ

の

よ

う

に

、
彼

は

、
世

界

・

一

切

存

在

を
神

の
被

造

物

と

す

る

。

結

局

、

彼

が
、

無

限

の
神

に
基

づ
い

て

、

世
界

を

欠
如

的

と

は

い

え

、

無
限

と

把

え

た

点

に

重

要

な

意
義

が

認

め

ら

れ

る

。
ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

以

来

の

伝

統

は

、
宇

宙

を

有

限

な

も

の

と

し

て
把

え

て

い

た

の
で

あ

る
か

ら

。

こ

の

世

界

は

神

の
創

造

に

よ

る

と

す

る

キ

リ

ス

ト

教

の
教

説

を
根

拠

に

、

ク

ザ
ー

ヌ

ス

は

、

お
よ

そ

次

の
よ

う

に

い

う

。

世

界

に

お
け

る
万

物

は

、
唯

一
で
無
限
な
形
相
た
る
神
の
似
姿
（
i
m
a
g
o
）
で
あ
り
な
が
ら
、
無
限
な
形



相
を
有
限
な
方
法
で
し
か
受
け
取
れ
な
い
の
で
、
一
切
の
被
造
物
は
、
「
限

ら
れ
た
無
限
」
ｉ
ｎ
f
ｎ
i
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｓ
　
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
或
は
、
「
創
造
さ
れ
た
神
」
ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
　
ｃ
r
ｅ
ａ
-

ｔｕ
ｓ

で

あ

る
と

と

に

な

る

。

そ

れ

故

に

、

被

造

物

は

、

こ

れ

よ

り

も

善

い

方

法
で
は
存
在
し
得
な
い
方
法
で
存
在
し
七
い
る
。
最
も
恵
み
深
い
神
は
、
世

界
の
万
物
に
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
で
、
存
在
を
分
配
す
る
か
ら

世
界
の
被
造
物
は
、
神
か
ら
惜
し
み
な
く
与
え
ら
れ
た
そ
れ
自
体
の
完
全
性

で
落
ち
着
い
て
い
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
ク
デ
ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
世
界

は
、
神
に
よ
り
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
性
の
条
件
、
即
ち
質

料
の
面
の
制
約
が
妨
げ
な
い
限
り
の
最
善
の
状
態
で
、
現
実
に
は
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
世
界
の
万
物
は
、
神
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
、

そ
れ
自
体
の
存
在
を
、
神
の
贈
物
と
し
て
非
常
に
大
切
に
し
て
、
そ
れ
が
不

滅
に
完
成
さ
れ
保
存
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

神
と
万
物
と
の
関
係
を
示
す
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
よ
る
論
理
は
、
「
包
括
」

ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｉ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
と
「
展
開
」
ｅ
ｘ
ｐ
ｌ
ｉ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
神
は
、
万

物

が

神

の

内

に

存

在

す

る

と

い

う

こ

と

に

お

い

て

、

万

物

を

包

括

す

る

も

の

で
あ
り
、
又
、
神
自
身
が
万
物
の
内
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、

万

物

を

展

開

す

る
も

の

で

あ

る

。

こ

の

包

括

と

展

開

が

ど

の

よ

う

に

し

て

起

る
か
は
、
知
的
理
解
を
越
え
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
こ
と

は
知
ら
れ
る
と

に
い
う

。
神
は
、
万
物
の
包
括
と
展
開
で
あ
る
。
神
が
包
括
で

あ
る
限
り
、
神
の
内
応
存
在
す
る
一
切
は
神
自
身
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
が

展

開

で

あ

る

限

り

、

一

切

の

内

瞳

存

在

す

る
神

は

、

そ

れ

ら

が

あ

る

所

の

も

の
で
あ
る
、
と
。
こ
う
し
て
、
「
神
は
一
切
を
通
し
て
一
切
の
内
に
あ
り
、

一
切
は
一
切
を
通
し
て
神
の
内
に
あ
る
」
（
ｄ
ｅ
ｕ
m
　
ｐ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｍ
ｎ
ｉ
ａ
 
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　
i
n

ｏ
ｍ
ｎ
ｉ
ｂ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｔ
　
ｏ
ｍ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｍ
ｎ
ｉ
ａ
　
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｏ
）
と
い
う
。
現
実
に
存

在
す
る
各
個
物
は
、
世
界
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
直
接
的
に
神
の
内
に
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
神
は
、
世
界
を
媒
介
に
し
て
一
切
の
内
に
あ
る
が
、
そ

れ

は

神

の

部

分

か

各

個

物

の

内

に

分

与

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

。

神

は

そ

の

全

体

に

お

い

て

各

個

物

の

内

に

存

在

す

る

。

そ

し

て

、

た

と

え

、

世

界

が

ど
の
よ
う
な
物
の
内
に
も
、
異
な
っ
た
方
法
で
存
在
し
、
又
、
ど
の
よ
う
な

物
も
、
世
界
の
内
で
、
異
な
っ
た
方
法
で
存
在
ず
る
に
し
て
も
、
世
界
の
内

で

は

、

世

界

そ

れ

自

体

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

世

界

に

お

け

る

万

物

に

関

し

て
、
更
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
大
略
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
ど
の
よ
う
な
物

も

、

他

の

物

と

、

す

べ

て

の

点

で

類

似

す

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

か

ら

、

万
物
は
異
な
っ
た
段
階
で
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

万
物
は
そ
れ
ら
が
、
別
の
よ
り
良
い
方
法
で
存
在
し
得
な
か
っ
た
か
ら
、
現

に

あ

る

通

り

の

も

の

な

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

万

物

は

、

ど

の

よ

う

な

物

の

内
に
も
落
ち
着
い
て
い
る
。
一
つ
の
段
階
は
、
他
の
段
階
な
し
に
存
在
し
得

な

い

か

ら

で

あ

る

。

例

え

ぱ

、

身

体

の

各

部

分

の

よ

う

に

、

す

べ

て

の

部

分

は

相

互

に

助

け

合

い

、

そ

の

た

め

に

、

ど

の

よ

う

な

部

分

も

、

可

能

な

限

り

の
最
善
の
あ
り
方
で
、
現
に
あ
る
通
り
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

前
述
し
た
包
括
-
展
開
の
論
理
を
、
具
体
化
す
る
の
が
、
「
宿
限
」
（
ｃ
ｏ
ｎ
-

t
r
a
c
t
i
o
）
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
世
界
は

縮
限
さ
れ
た
最
大
の
も
の
、
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
縮
限
さ
れ
た
諸
対
立
に

先
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
、
縮
限
さ
れ
た
状
態
で
無
限
な
の
で
あ
る
。



W ＝ ＝ ・ ・

要
す
る
に
、
世
界
は
、
神
の
「
縮
限
」
な
の
で
あ
る
。
又
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、

別
の
箇
所
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
世
界
は
、
絶
対
的
な
最
大
性
の
限

界

に
到

達

し

な

い

。

そ

こ

で

、
万

物

は

最

大

の
も

の

と
最

小

の
も

の

と

の
間

に

、

最

善

の

方

法

で

存

在

し

て

い

る
。

そ

し

て

、

神

は

、
世

界

と

個
物

の

、

始

め

で

中

間

で

終

り

で

あ

る
か

ら

、
万

物

は
、

た

と

え
上

昇

し

て

も
下

降

し

て

も

、

中

央

へ
行

っ
て

も

、
神

に

接

近

す

る

の

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

世

界

に

お

け

る

万

物

の
連

結

ぼ
神

に

よ

る

の

で
あ

る

か

ら

、
万

物

は

、

た

と

え

区

別

が
あ

っ
て

も

連

結

さ
れ

て

い

る

。
そ

れ

故

に

、

一

な

る

世

界

を

縮

限

し

て

い

る

諸

々

の
類

の
間

に

は

、
中

間

の
類

で

一

致

す

る

と

い

う

方

法

で

、
下

と

上

の
類

の
連

結

が
あ

り

、
又

、

異

な

る
諸

々

の

種

の
間

に

は

。
一

つ

の

類

の

最

上

種

が

、
す

ぐ

上

の
類

の
最

下

種

と

一

致

す

る

と

い

う

方

法

で

、
「

結

合

の

秩

序

」
ｃ
ｏ
ｍ

ｂ
ｉｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ｉｓ
　ｏ
ｒ
ｄ
ｏ

が
成

立

し
て

い

る
。

こ

の

よ

う

に

し

て

。

一

つ

の
連

続

し

た

完

全

な
世

界

（
宇

宙

）

が
存

在

し
て

い

る

の
で

あ

る

。

さ
て
次
に
、
世
界
の
三
一
性
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
概
要
は
以
下

の

よ

う

に

な

ろ

う

。

神

は

、
現

実

に

神

た

る

父

・

子

・
聖

霊

の

ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ

の
三
位
一
体
で
あ
る
が
。
世
界
の
三
位
一
体
・
三
一
性
は
、
そ
れ
と
は
異
な

る

と

、

ク

ザ
ー

ヌ

ス
は

い

う

。

神

の
三

位

一
体

の

三
項

か

ら

、
世

界

の
三

一

性

の
各

相

関

項

が
下

降

す

る

の

で

あ

る

が

、
神

の

三
位

が

、

ど
れ

も

神

で

あ

る

の
に

対

し
て

、
世

界

の
三

一
性

の
相

関

項

の
夫

々

が
世

界

で

は
あ

り

得

ず

、

そ

れ

ら

の
相

関

項

が

一

緒

に
な

る

と
世

界

に

な

る

と

い

う

。
神

に

お

い

て

、

又

、
神

に

よ

っ
て

、
万

物

は

三

性

の
統

一

に

お

い

て
存

在

す

る

、
即

ち

、
世

界

に

お

け

る

一
切

の
も

の
は

、
極

大

と
極

小

の

中
間

に

、
夫

々

の
段

階

に

従

つ
て
、
よ
り
多
く
、
或
は
よ
り
少
な
く
、
三
位
一
体
に
類
似
し
た
方
法
で
縮

限

さ

れ

る

と

い

う

。

世

界

の

統

一

は

、

可

能

性

と

、

総

括

の

必

然

性

と

、

こ

れ
ら
の
結
合
と
、
換
言
す
れ
ば
、
可
能
態
と
、
現
実
態
と
、
結
合
の
三
性
で

成
立
し
て
い
る
と
す
る
。

そ
こ
で
、
世
界
の
可
能
性
、
即
ち
、
「
質
料
」
m
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
　
に
つ
い
て
の
、

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
見
解
を
概
観
し
よ
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
達
は
、
ク
ザ
ー

ヌ

ス

も

い

う

通

り

、

す

べ

て

「

無

か

ら

は

無

」

ｅ

ｘ

　
ｎ

ｉ
ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

　
ｎ

ｉ
ｈ

ｉ
ｌ

と

い

う

命

題

を

根

本

に

し

て

お

り

、

絶

対

的

な

可

能

性

の

内

に

事

物

の

一

切

が

可

能

的

に

存

在

す

る

と

し

て

い

た

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

対

し

て

、

ク

ザ

ー

ヌ

ス

は

、

〈

知

あ

る

無

知

〉

に

よ

り

、

絶

対

的

な

可

能

性

は

存

在

す

る

こ

と

が

不

可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
絶
対
的
な
可
能
性
は
、
神
の
内
で
は
神

で

あ

る

が

、

神

の

外

で

は

不

可

能

で

あ

る

。

神

は

別

と

し

て

、

一

切

は

必

然

的

に

縮

限

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

結

局

、

一

切

の

被

造

物

は

、

可

能

態

と

現

実

態

と

の

合

成

で

あ

る

が

、

そ

の

現

実

態

は

、

神

の

創

造

に

お

い

て

現

実

態

を

与

え

る

こ

と

か

ら

必

然

的

に

来

て

い

る

の

で

あ

る

。

質

料

に

関

連

し

て

、

こ
こ
で
、
「
形
相
」
ｆ
ｏ
ｒ
m
a
　
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ク
ザ
ー
ヌ

ス

に

お

け

る

神

ぱ

、

世

界

に

お

け

る

万

物

の

起

動

因

・

形

相

因

・

目

的

因

で

あ

る

。

諸

形

相

の

形

相

、

諸

々

の

真

理

の

真

理

が

、

唯

一

の

神

な

の

で

あ

り

、

神

は

Ｖ

ｅ

ｒ

ｂ
ｕ
m

（

聖

言

）

に

よ

っ

て

万

物

を

創

り

出

す

。

所

詮

、

世

界

に

お

け

る

一

切

の

被

造

物

は

、

す

べ

て

縮

限

さ

れ

て

い

て

、

神

の

働

き

よ

り

無

限

に
低
下
し
て
い
る
。
神
だ
け
が
絶
対
で
あ
り
、
他
の
一
切
は
縮
限
さ
れ
て
い

る

と

す

る

の

で

あ

る

。



ク

ザ
ー
ヌ
ス
に

お
い
て
は

、
世
界

に
お
け
る
万

物
は
、
す

べ
て

、
可
能
態

と
現
実
態
と
そ
の
結
合
の
運
動

か
ら

成
り

。
こ
れ
ら

の
三
つ

は
、
何

れ
も
他

の
も

の
な
し
に
は
絶
対
に
存

立
し
得

な
い
。

そ
し
て

、
世
界

に
お
け
る
ど
の

よ

う
な
二
つ

の
物
も

、
完
全

に
同

等
で

は
あ
り
得

な
い
。
又

、
地
・
空
気

・

火

、
そ
の
他
何
で
も

、
そ

れ
を
世
界
（
宇
宙
）

の
固
定
し

た
不
動

の
中

心
忙

す

る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て

、
ク
ザ
ー
ヌ

ヌ
は

、
ア
リ

ヌ
ト
テ

ジ
ス
や
、

ス
コ
ラ
哲
学

の
宇

宙
論

と
異

な
る
立
場

を
と
る
。
そ

れ
故

に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス

に
よ
れ

ぱ
、
世

界

の
中
心

は
、
周
囲

と
一
致
す
る
。
従
っ
て

、
世

界
は
、
周

囲

を
持

た
な
い
。
若

し
世
界

が
中

心
を
持
つ

な
ら

ば
、
世
界

は
周
囲

を
持
つ

こ

と
に

な
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
世

界
は
、
そ
れ
皀
体

の
内

に
、
そ
れ
皀
体

の
始

め
と
終
り

を
持

つ
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
世
界

自
体
は
、
他
の
或
る

物

に
よ

っ
て
限
定

さ
れ
て

、
世

界
の
外
部
に
他
の
或
る
物

と
場
所

と

が
存
在

す

る
こ

と
に
な
る
が
、
こ

れ
ら
は

真
理
で
な
い
と
す
る
。

天

の
す

べ
て
の
部
分
も

、
必
ず
運
動

を
し
て
い
る
の
で
あ
り

、
地
球

は
世

界
の
中

心
で

は
な
く
、
星
と
同
様

に
運
動

を
し
て
い
る
も

の
で

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
考
え

る
。
要
す
る
に

、
世
界

は
、
中

心
或
は
周

辺
を
ど
こ
に
も
持
た
な
い
こ
と

、
地
球

は
星
と
同
様
に

運
動

を
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
彼
は
主
張
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
又

、
地

球
も
太
陽
も
月
も
、

一
切
の
星
も
同
様
な
物
質
的
構
成
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
世
界
の
中
で
、
地

球

が
最
悪

・
最
低
と
い
う

の
は
真
で
は

な
い
と
す
る
。
畢
竟
、
ク
ザ
ー
ヌ

ス

に
よ
れ
ば
、
世
界
の
中
心
は
神
で
あ
り
、
神
社
同
時
に
万
物
の
周
辺
で
あ
る
。

そ
し
て
到
る
所
に
存
在
し
て
い
る
け
れ
と
も
、
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い

神

が

、

世

界

構

造

の

周

囲

で

あ

り

、

中

心

で

あ

る

。

道

元

の

根

本

真

理

は

、

仏

教

の

「

法

」

ｄ
ｈ
ａ
ｒ
m
a

で

あ

る

。

世

界

は

、

縁

起

と

し

て

の

法

の

所

生

で

あ

る

。

道

元

は

、
『

正

法

眼

蔵

』

で

孔

子

・

老

子

の

思

想

を

、
種

々

の

点

か

ら

批

判

し

て

い

る
（
「

四

禅

比

丘

」
）
。

道

元

に

よ

る

そ

れ
ら
の
批
判
の
当
否
の
検
討
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
の
で
差
し
置
く
。
道

元

は

そ

の

箇

所

に

お

い

て

、

孔

子

・

老

子

が

、
〈

三

千

大

千

世

界

〉

を

知

ら

な

い

こ

と

、

又

、

世

界

の

有

辺

際

（

有

限

）
・

無

辺

際

｀（

無

限

）

を

知

ら

な

い

こ

と

、

或

は

極

微

色

や

刹

那

量

を

知

ら

な

い

こ

と

な

ど

も

指

摘

し

て

い

る

。

『

正

法

眼

蔵

』

に
・
お

い

て

道

元

は

、

例

え

ば

、
「

無

量

無

辺

の

三

千

大

子

世

界

」
（
「

古

鏡

」
）

な

ど

と

用

い

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

道

元

は

、
「

行

仏

威

儀

」

の
巻
で
、
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
尽
大
地
（
全
世
界
）
と
い
っ
て
も
、

た

だ

三

千

大

千

世

界

を

思

い

浮

べ

、

又

、

僅

か

に

一

州

一

県

を

考

え

る

人

も

い

る

、

な

ど

と

し

て

、
「

極

大

同

小

、

極

小

同

大

」

と

、

か

の

『

信

心

銘

』

の
語
句
を
引
用
七
で
い
る
。
即
ち
、
大
小
を
超
え
た
立
場
か
ら
は
、
極
大
は

小

に

同

じ

く

、

極

小

は

大

に

同

じ

で

あ

る

。

数

字

の

あ

る

う

ち

は

、

大

と

い

っ

て

も

極

大

と

は

い

え

な

い

。

極

大

は

無

辺

際

（
ａ
ｐ
ａ
ｒ
ａ

無

限

）

で

あ

る

。

極

小

も

無

際

限

で

あ

る

。

微

塵

に

も

大

き

さ

が

あ

る

か

ら

極

小

で

は

な

い

。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
大
に
も
小
に
も
際
限
が
な
く
、
無
限
大
は
無
限
小
な
の

で

あ

る

。

仏

教

に

お

け

る

世

界

は

。

無

限

で

無

始

無

終

で

あ

り

、

道

元

は

そ

の

系

譜

を

引

い

て

い

る

。

道

元

は

、
「

而

今

の

山

水

は

、

古

仏

の

道

現

成

な

り

。

と

も

に

法

位

に

住



し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
せ
り
」
（
「
山
水
経
」
）
と
い
う
。
即
ち
、
今
、
我
々

の
眼
前
に
見
る
山
水
 
(
自
然
)
は
、
古
仏
の
道
そ
の
も
の
を
現
わ
し
て
い
る
。

山
は
山
の
、
水
ほ
水
の
法
位
位
に
住
し
て
、
各
々
の
世
界
を
究
尽
し
た
功
徳
を

具

現

し
て

い
一
る
と

い
う

。

そ

れ

は

、
一「
空

劫

己

前
の

消

息

な

る

が
ゆ

へ

に

、

而
今
の
活
計
な
り
。
朕
兆
未
期
の
自
己
な
る
が
ゆ
へ
に
、
挑
成
の
透
脱
な

り
」
(
同
上
)
 
と
す
る
。
こ
の
『
山
氷
経
』
の
巻
に
お
い
て
、
道
元
は
、
道
楷

の
〈
青
山
常
連
歩
>
を
拈
提
し
て
い
る
。
山
を
山
た
ら
し
め
て
い
る
根
源
の

法

は

、
ホ

断

に

働

い

て

い

る

。

と

の
臉

の

働
き

に

よ
り

、
山

の

運
歩

は

、
刹

那
生
滅
し
て
、
風
よ
り
も
速
い
が
、
又
、
法
の
働
き
の
故
に
常
住
の
姿
を
保

持
し
て
い
る
。
若
し
山
の
進
歩
を
疑
う
人
が
居
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
自
己

の
運
歩
を
ま
だ
知
っ
て
い
な
い
。
自
己
が
自
己
と
し
て
あ
る
と
き
、
法
が
木

断

に

働

い

て

い
る

ご

と

を

覚

知

し
て

い

な

い

か

ら
で

あ

る

と

す

る

。
要

す

る

に

、
道

元

は

、
山

の
外

に

自
己

を

置

い
て

、
山

を

対

象
化

し
て

考

え
て

い

る

の
で
は
な
い
。
自
受
用
三
眛
の
時
、
山
氷
、
世
界
と
自
己
と
の
対
立
は
な
く
、

世
界
は
、
主
体
た
る
自
己
を
包
み
、
世
界
自
体
が
主
体
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
<
一
水
四
見
で
の
聲
を
挙
げ
て
、
遒
元
は
、
次
の
よ
う
に
説
く

(
「
山
水
経
」
)
。
お
よ
そ
、
水
の
見
方
は
、
見
る
も
の
の
種
類
に
よ
っ
て
違
い

が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
水
を
天
人
は
瓔
珞
（
■
■
u
ｋ
ｔ
ａ
-
'
ｈ
ａ
ｒ
ａ
珠
玉
の
飾
り
）
と

見

る
。

し

か
し

瓔

珞

を
水

と
見

る
の

で

は

な

い
。

人
間

が
何

と

見

る
形

を

彼

等

は
水

と
見

る
の

で

あ

ろ
う

か

。
天

人

が
瓔

珞

と

見

る
も

の

を

、
我

々
人

間

は
水
と
見
る
。
又
、
夫
人
は
水
を
妙
華
と
見
る
と
い
う
が
、
我
々
の
見
る
花

を
水
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
ぱ
な
い
。
餓
鬼
は
、
水
を
猛
火
・
■
冶
と
見

る
。
竜
魚

は
、
水

を
宮
殿

・
楼
台
と

見
る

と
い
・う
・

或
は
七
宝
・
摩
尼
珠

と

見
る

。
或
は
樹
林
・
牆

壁
と
見
る
。
清
浄
解
脱
の
法
性
と
見
た
り

、
真
実
人

体

と
見

た
り

、
身
相
心
性

と
見
た
り

す
る
の

は
、
仏
法
の
立
場
か
ら

で
あ
る

。

し
か
し
普
通
の
人
間

は
、
こ

れ
を
水
と
見

る
の
で
あ
る
。
以

上
’の
よ
う
に
、

道
元

は
、
唯
識
学

で
用

い
る

比
喩
に
よ
っ
て

、
向
一
対
象

も
見

る
者

の
主
観

に
よ
っ
て
異
な
る
と
す
る
。

こ
う
し
て
、
道
元
は
、
諸
類
の
見
る
水
は
様
々
あ
る
が
、
本
来
の
水
、
水

そ
の
も
の
は
、
結
局
、
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
で
あ
り
、
諸
類
の
水
も
実
在
し

な
い
よ
う
に

思

わ

れ

る
。
そ
れ
故
に
、
随

類
の
諸
水
は

、
心
・
身

・
業
・

自
・
他
な
ど
に
よ
る
の
で
な
く
て
、
水
に
よ
っ
て
だ
け
水
の
透
脱
が
あ
る
と

主
張

す
る
。
一更
に

、
道
元

は
い
う
。
今
の
こ

の
世
界

が
何
も
の

の
能
成
所
成

か
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
世
界
は

、
空
輪
・
風
輪
に
懸
・る
と

か
い
う
の

は
、
浅

は

か
な
見
解
で

臆
測

す
る
ご
と
で
あ
る
。
何
か
依
り
懸
る

所
が
な
く
て
は
安
住
で
き
な
い
と
、
人
は
考
え
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
い
う

の
で

あ
る

と
し
て

、
イ
ン

ド
仏
教

の
世
界
観

を
批
判
し
て
い
る

。

仏
教
者
た
る
道
一
元
に
お
い
て
、
仏
祖
は
法
を
具
現
し
た
人
で
あ
り
、
又
、

水

は
絳
の
働
き
の
現

収
し
た
而
今
の
水
な
の
で
あ
る
。
道
元
は
、
水
の
道

は

上
下
縦
横
に
進
達
す
る
と
い
う
説
示
に
関
達
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
（
「
山

水
経
」
）
。
『
金
光
明
経
』
の
中
に
、
『
火
風
は
上
略
の
ぼ
り
、
地
水
は
卞
に
く

だ
る
』
と
あ
る
。
こ
こ
で
上
下
は

、
仏
道

の
上
下
で

あ
り
、
仏
道
で
本

来
は

上
下

は
な
い

い

わ
ゆ
る
地

水
が
流
れ
て
行
く
所
を
下

と
す
る
の
で
あ
り

、

下
を
地
水
の
行
く
所
と
す
る
の
で
は
な
い
。
同
様
に
火
風
の
行
く
所
が
上
な



の
で
あ

る
。
仏
教
に

お
い
て
世
界

に
は
。
必

ず
し
も
上
下

と
か
四
方
八
方

の

差
別

が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
が
。
四

大
・
五

大
・
六
大
な
ど
の
世

界
構
成
要

素
の
働
き
に
よ
っ
て
、
仮
り
に
上
下
・
方
向
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
想
天

は
上
に
あ
り

、
阿
鼻
地
獄
は
下

方
に
あ

る
と

か
い
う

わ
け
で

は
な
い
。

地

獄
も
天
界

も
、
全

世
界

の
ど
こ
に
で
も
あ

る
と

、
道
元

は
説
く
。

な
お
、

「
山
水
経
」
の
巻
の
結
び
に
近
い
箇
所
に
は
、
自
然
世
界
と
生
物
世
界
と
仏

祖
世

界
と
の
相
即

の
瑶

を
、
道
元
は

、
水

に
因

ん
で
説
示

し
て

い
る
。

十

方
と
は

、
全
世
界
で
あ
り

、
十
方
は
仏
土
で
あ

る
。
道
元

に
お
け
る
世

界

は
、
仏
国

土
で
あ
る
。
玄
沙

の
「
尽
十
方
世
界

、
是

一
穎
明
珠
」
。

即

ち

全
世
界
は

、
一
粒

の
明
珠
で
あ

る
と
い
う
語

の
道
元

の
釈
中

に

は
、「
尽
十

方
世
界

は

、
広
大
に
あ
ら
ず

、
微
小
に
あ
ら

ず
。
方
円

に
あ
ら
ず
、
中
正

に

あ
ら
ず
。
活
瞻
■
に
あ
ら
ず
、
露
廻
廻
に
あ
ら
ず
。
さ
ら
に
生
死
去
来
に
あ

ら
ざ
る
ゆ

ゑ
に
生
死
去
来

な
り
」

と
あ
る

。
道
元
の

論
法
で

は
、
こ
の

く
あ

ら
ず
〉
の
一
つ
一
つ
は
<
あ
り
〉
で
も
あ
る
。
尽
十
方
世
界
は
、
大
小
・
方

円
な
ど
を
趨
越
し
て
い
る

。
別

の
箇

所
で

、
還
元

は

、
長
沙
の
「

尽
十
方
界

、

是
自
己
光
明
」
を
引
く
。
全
世
界
は
、
こ
れ
自
己
の
光
明
で
あ
り
、
こ
の
光

明
の
自
己

が
、
そ
の

ま
ま
全

世
界

で
あ
る
。
光
明

を
修
証

し
て

、
作
仏
し

、

坐
仏
し

、
証

仏
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
又

、
尽

大
地

と
は
世
界
で

あ
る
。
縦
に
三
■
を
き
わ
め
て
無
始
無
終
、
横
に
十
方
に
わ
た
っ
て
無
辺
際

の
こ
と
を

い
う
。
還
元

は

、
雪
峯
の
、
「
尽

大
地
是

解
説
門

、
曳
人
不
乙
惣

」

（
「
諸
法
実
相
」）
、
即
ち
金
世
界

は
、
仏
法
の
觧
脱
の
人

口
で
あ
る

の

に
、

手

を
曳

い
て

導
か
れ

な

が
ち

も
入

ろ
う
と
し
な
い

、
と
い
う

譖
を
引
用

し
、
又

、

玄
沙
の
い
う
、
「
尽
大
地
覓
一
箇
会
仏
法
人
不
可
得
」
（
「
三
界
唯
心
」
）
、
即
ち
、

全
世
界

は
、
仏
法
で

な
い
所
は
一
つ
も
な
く
、
人

は
そ
の
中
に
い
る
が
故

に
、

仏
法

を
会
得

し
て
い
る
筈
な
の
に
会
得
し
て
い
る
人
は
得
ら
れ

な
い
と
い
う

こ
と
を
、
道
元
は
、
詳
細
に
参
学
し
て
納
得
す

べ
き
で
あ
る
と
説
く
。

「
自
己
即
仏
」
で
あ
る
と
知
的
に
了
解
す

る
こ
と

が
、
道
元

に
お
い
て

、

仏
法
を
認
識

し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
修

証
の
行
持

の
道
環

が
重
視
さ
れ
る
。

ま
だ
発
心
・
修
行

・
菩
提
・
涅
槃
を
体

験
し
て

い
な
い
も

の

は
、
〈
即
心
是

仏
〉
（
「
即
心
是
仏
」
）
で
は
な
い
。
「
わ
が
行
持
す
な
は
ち
十
方
の
■
地
漫
天
、

み
な
そ
の
功
徳
を
か
う
む
る
。
…
…
こ
の
行
持
に
よ
り
て
日
月
星
辰
あ
り
、

行
持

に
よ
り

て
大
地
虚
空
あ
り
、
行

持
に
よ
り

て
依
正
身
心
あ
り
、
行

持
に

よ
り
て
四
大
五
蘊
あ
り
」
（
「
行
持
」
）
と
い
う
。
行
持
が
、
自
己
の
尽
十
方
世

界

を
作

っ
て
行

く
。
世
界
は
行
持
に
よ

っ
て
、
一
定

の
相
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
行
持

と
無
関

係
に
、
世
界

が
実
体
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

道
元

に
よ
れ

ば
、
行
持
の
あ
る
所
に
悟
り

が
あ

る
。
〈
身
心
脱
落
〉

し

た

時

に
現
前
す
る

悟
り
の
世
界

は
、
自
己

と
二
元
的

に
対
立
す
る
こ
と
の
な
い
、

世
界
と
自
己
と
が
一
如
に
な
っ
た
世
界
な
の
で
あ
る
。

以
上
に

お
い
て

、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
『
知
あ
る

無
知

』
に
、
道
元
は
『
正
法

眼
蔵
』
に

、
本
稿
で

は
資
料
を
限
定

し
て
、
両
者

が
、
世
界

を
ど
の
よ
う
に

把
握

し
て

い
る
か
に
つ
い
て

考
察
し

た
。

ク
ダ
ー
ヌ
ヌ
は
、
長
い
瞑
想

と
高

揚

の
後

に
、

道
元

は
祗
管
打
坐
で
身

心
脱
落
し
て
、
真

理
を
捉
え
た
。
思
想

系
統

を
異

に
す
る
両
者
の
差
異

性
は
大
き
い
。
ク
ザ

ー
ヌ
ス
に
と
っ
て

、
世

界
は
欠
如
的
に
で
は
あ
る
が
、
無
限
で
あ
る
。
世
界
は
、
神
の
創
造
と
し
て



の
被
造
物
な
の
で
あ
り
、
唯
一
の
神
だ
け
が
、
諸
真
理
の
真
理
と
し
て
絶
対

性
を
有
し
、
神
だ
け
が
世
界
の
中
心
で
周
辺
で
あ
り
、
神
の
写
像
た
る
世
界

は
、
中
心
・
周
辺
を
持
た
な
い
。
道
元
に
お
い
で
、
世
界
は
因
縁
所
生
で
あ

る
。
世
界
は
無
限
で
あ
り
、
無
始
無
終
で
あ
る
。
世
界
は
仏
国
土
で
あ
る
。

世
界
に
お
け
る
一
切
は
、
Λ
仏
の
い
の
ち
>
を
生
き
、
運
歩
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
自
受
用
三
昧
に
お
い
て
は
、
自
己
と
一
如
の
世
界
が
現
前
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
絶
対
的
に
最
大
の
も
の
は
、
一

に

し

て

一

切

と

し

Ｊ

道

元

は

、

一

塵

の

な

か

に

無

量

の

諸

仏

ま

し

ま

す

と

い

い
、
共
に
、
一
即
多
・
多
即
一
と
す
る
こ
と
、
又
、
世
界
に
お
け
る
万
物
は

分

離

さ

れ

て

い

な

い

で

、

互

に

他

の

物

な

し

に

は

存

在

し

得

ず

、

一

切

は

全

体

に

属

し

、

全

体

は

多

様

性

を

持

っ

て

い

る

こ

と

、

そ

の

他

に

お

い

て

類

似

性

が

見

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

（
1
）
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
ｉ
　
ｄ
ｅ
　
Ｃ
ｕ
ｓ
ａ
：
　
Ｄ
ｅ
　
ｄ
ｏ
ｃ
ｔ
ａ
　
ｉ
ｇ
n
ｏ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ａ
　
Ⅱ
-
1
［
9
7
］

（
２
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
Ⅱ
-
２
　
［
1
0
4
]

（
３
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
　
Ⅱ
-
３
　
［
１
１
１
］

（
４
）
　
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ⅱ
-
５
　
[
１
１
８
］

（
５
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
Ⅱ
-
５
　
［
１
２
０
］
［
１
２
１
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厂

（
６
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
Ⅱ
-
４
　
［
１
１
３
］

（
７
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ⅲ
-
１
　
［
１
８
５
］

（
８
）
　
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
　
Ⅱ
-
７
　
［
１
３
０
]

（
９
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ⅱ
-
８
　
［
１
３
２
］
　
［
１
３
６
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。
。

（
1
0
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
Ｉ
Ｉ
-
９
 
[
1
5
0
]

（
1
1

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
１
１
-

１
１
　［

１
５
６
］

（
1
2

）

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

．
　
１
１
-

１
２

　［

１
５
７
］
　［

１
６
２
］

（
1
3
）
「
三
千
大
千
世
界
」
（
ｔ
ｒ
ｉ
-
ｓ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
ｒ
ａ
-
ｍ
ａ
ｈ
ａ
-
ｓ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
ｒ
ａ
-
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
-
ｄ
ｈ
ａ
ｔ
ｕ
）
は
、
古

代

イ

ン

ド

人

の

想

像

力

で

構

成

さ

れ

た

世

界

で

、

太

陽

系

の

十

億

倍

と

さ

れ

る

。

現
代
科
学
が
把
捉
し
て
い
る
宇
宙
の
広
さ
に
、
た
と
え
似
て
い
よ
う
と
も
、
仏

教
は
、
そ
の
思
想
体
系
内
で
自
然
学
そ
れ
自
体
に
独
立
の
意
義
を
認
め
て
は
い

な

か

っ

た

。

そ

れ

故

に

、

内

面

的

な

心

の

考

察

は

著

し

く

発

達

し

た

が

、

自

然

科

学

は

発

達

し

な

か

っ

た

。

（
1
4

）
　

道

元

禅

師

全

集

（

筑

摩

書

房

）

上

巻
　

ｐ

．
　２
５
８

（
一
5
）
全
集
上
ｐ
．
　
６
０

（
1
6
）
　
同
　
　
上
　
ｐ
．
　
３
６
９

（
1
7
）
　

同
　
　

上

ｐ

．
　３
５
７

（
1
8

）
　

同
　
　

上
　

ｐ

．
　１
２
２

（

か

さ

い

・

た

だ

し

、

比

較

哲

学

、

群

馬

大

学

教

授

）
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