
〈
研

究

論

文

６

〉

カ
ン
ト
の
「
根
本
悪
」
と
無
明

１
．
カ
ン
ト
の
「
根
本
悪
」
と
仏
教
の

「

無
明

」

の
対

比

研

究

の

理

由

と

問
題

設

定

カ
ン
ト
は
啓
示
信

仰
、
制

規
的
信
仰

に
対

し
て

、
悪

を
自
覚
す
る
こ
と
か

ら
始

め
る
道
徳
的
ア
ス

ケ
テ
ィ
ー
ク
（
修
道
論
）
を
提
唱
し
、
そ
れ
を
実
践

す

る
の
が
道
徳
的
宗
教

（
理
性

的
信
仰
）
で

あ
る

と
し
て
、
「
こ
れ
ま
で

に

存
在
し

た
公
の
宗

教
の
う

ち
で

、
キ
リ

ス
ト
教
だ

け
が
こ

う
し

た
宗
教
で

あ
る
」
と
言
う
。
カ

ン
ト
の
こ
の
批
判

に
仏
教
は
耐
え
ら
れ
る

か
、
こ
れ
に

対

応
す
る
仏
教
の
教
説
は
い
か
な
る
も
の
か
、
こ
れ
が
対
比
研
究
の
第
一
の

理
由
で

あ
る
。

悪

の
根
源
の
追
究
は
大
変
難
解
な
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
本

性
に
ま
で
悪

に
浸
潤
さ
れ
て

い
る
者
が
悪

に
つ

い
て
語

る
こ
と

は
一
種
の
デ

ィ
レ

ン
マ
で
あ
る
。
人
間
の
悪

性
を
、
罪
人
と

か
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
と

か
と

渡
　
辺
　
明
　
照

規
定
す
る
だ
け
な
ら
そ
れ
な
り
に
（
制
規
的
信
仰
集
団
に
と
っ
て

は
）
容
易

で

あ
る
が
、
そ
の
悪

を
主
体
的
に
受
け
止

め
そ
の
克
服
を
試
み
る
な
ら
、
困

難
を
伴
う
と
し
て

も
そ
の
成
果

は
普
遍
的
な
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
否

、

そ
の
試

み
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
教
理
、
教
学
を
内
面
的
に
支
え
、
あ
る

い

は
形
式
化
し
た
宗
教
へ
の
批
判
と
も
な
り

、
ま

た
諸
宗
教
相
互
の
対
話
の
可

能
性
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
『
単
な

る
理
性
の
限
界
内

に
お
け

る

宗
教
論
』

の
中
で
人
間
の
本
性
に
関
わ
る
悪
を

追
究
し
た
。
こ
の
観
点
は
、

仏
教
の
多
様
な
教
学
的
展
開
を
再

び
修
道
論
の
次
元

に
お

い
て
再

解
釈
す

る

こ
と
を
可

能
に
す

る
。
こ
れ
が
こ
の
対

比
研
究

の
第
二
の
理
由
で

あ
る
。

増
一
阿
含
経
ほ

か
様

々
な
経
典
類
に
引

か
れ

る
「
諸
悪
莫
作
、
諸
善
奉

行
、

自
浄
其
意

、
是
諸
仏
教
」

は
よ
く
仏
教
徒
の
宗

教
的
実
践

の
信
条
と
さ
れ
る

が

、
カ
ン
ト
の
普
遍
的
格
率
「
汝
為
す
べ
し
」

も
同
様

に
無
前
提
的
に
「
善

を
行
え
」

と
い
う
命
法
で
あ
る
。
し
か
し
両
方

と
も
積
極
的

に
善
の
何
た
る
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か
に
つ

い
て
述
べ
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
の
そ
の
意
を
問
題
に
し
て

い
る
。

こ
の
接
点

に
お
い
て
両
者
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
は
、
宗
教
的
実
践
の
過
程

に

お
け
る
教
理
の
理
解
と
実
践
の
深
化
に
大

い
に
助
け
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
が
こ
の
対
比
研

究
の
第
三
の
理
由
で
あ
る
。

仏
教
の
理
想
た
る
涅
槃
や
解
脱
は
悪

に
対
す
る
反
省
と
そ
の
克
服
か
ら
導

出
さ
れ
た
境
地
で

あ
り
、
従
っ
て

煩
悩
論
（
悪

論
）
は
仏
説
の
中

核
を
な
し
、

そ
の
修
行
は
煩
悩

の
克
服

を
課
題

と
す
る
と
言
え
る
。
煩
悩
は
総
じ
て
言
え

ば
人
法
二
執
に
分
け

ら
れ

、
ま
ず
我

々
は
我
愛
の
執
着

を
克
服
し

、
さ
ら
に

微

細
な
法

愛
の
克
服

に
進
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
執

が
、
カ
ン
ト
の
自

愛
と
根
本
悪

に
対
比
で
き

る
。

カ
ン
ト
は
、
根
本
悪
に
つ

い
て
論
じ

る
に
先
立
ち
、
人
間
の
本
性

の
う

ち

に
あ
る
善
へ
の
素
質
を
説
く
。
そ
れ

は
人
間
を
説
明
す
る
際
の
三
つ

の
要
素

に
う
ま
く
配
分
さ
れ
て

い
る
と
す
る
。

第
一

に
、
生
物
と
し
て
の
人
間
の
動
物
性

の
素
質
。
第
二

に
、
生
物
で

あ

る
と
同
時

に
理
性
的
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
性
の
素
質
。
第
三

に
、
理
性

的
で
あ
る
と
同
時
に
引

責
能
力
の
あ
る
存
在
者
と
し
て
の
人
格
性
の
素
質
。

こ

の
三
つ
が
、
人
間
に
は
生
得
的
に
具
わ

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
素
質
は
本
性

的
に
善
で

あ
る
。
「
人
間

は
善

で
あ

る
よ
う

に
創
造
さ
れ
て

い
る
」
か
ら
で

あ
る
。
第
一
の
動
物
性
の
素
質

は
動
物
一
般

に
具
わ
っ
て

い
る
よ

う
な
機

械
的
な
自
愛
で

あ
り
、
自
己
保

存
衝
動
や
性
衝

動

ば
か
り
で

な
く
集
団
を
求

め
る
衝
動
も

こ
こ
に
入
る
。
第
二

の
人
間
性

の

素
質

は
理
性
と

い
う
比
較
を
す

る
能
力
と
働
き

が
加

わ
り
、
比
較
す

る
が
ゆ

え

に
対
抗
と
競
争
が

お
こ
り
、
そ
の
本
性
は
優

越
を
求
め
る
自
愛
を
原

理
と

す

る
。

い
ず
れ
も
自
然
的
な
も

の
と
し
て
、
「
そ
れ
自
体
と
し

て
見
ら
れ
れ

ば
、

善
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
現
実
的

に
は
人
間

の
動

物
的
な
と

こ
ろ
や
対
抗
心

や
優
越
心
に
よ
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
悪

の
現
象
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
来

善
な
る
素
質
に
様
々
な
傾
向
性
が
接

ぎ
木
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
だ
か
ら
と

い

っ
て
素
質

を
排
斥
し
た
り

根
絶
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
無
益
で
あ

る
。

我
々
が
こ
こ
で

な
す

べ
き
な
の
は
こ
れ
ら
の
傾
向
性

を
馴
養
し
て
全
体
的

に

調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
三

の
引
責
能
力
あ
る
人
格
性
の
素
質

は
人
間
が
道
徳
的

で

あ
る
こ
と
の
本
性
的
要
素
で
あ
る
。
前
二
者

の
素
質

に
は
自
愛
が
潜
ん
で

い
る
。

理
性
と

い
え
ど
も
こ
の
自
愛
の
原
理
が
支
配
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で

の
道
徳
学
者

は
、
理
性

の
背
後

に
潜
む
、
心
術
を
腐
敗
さ
せ
る
敵
を
見
逃
し

て

い
た
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
意
志
は
も
は
や
無
垢
の
も
の
で
は
な
く
悪

が

す
で

に
居
つ

い
て

い
る
、
と
さ
れ
る
。
従
っ
て

、
こ
の
悪
は
根
源
的
悪
で

あ

り

、
根
絶
不
可
能
の
悪
で
あ
る
。
こ
の
悪

に
対
し
て
責
を
負
い
、
自
己
を
変

革
し
て
真

に
神
意

に
適
う
人
間
に
生
ま
れ
変

わ
れ
る
素
質
も
人
間
に
は
賦
与

さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
第
三
の
素
質
で

あ
る
。

人
間

に
は
「
道
徳
法
則
に
対

す
る
尊

敬
の
感
受
性
」

す
な
わ
ち
善
に
対
す

る
尊
敬
の
心
が
本
来
的
に
素
質

と
し
て
具

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
尊

敬
の
道

徳

的
感
情
を
そ
れ
だ
け

で
選
択

意
志
の
十
分
な
動
機
と
し
て

自
ら

の
格
率

の
う

ち
に
採
用
す
る
こ
と
、
こ
れ

が
真

に
道
徳
的
な
善
で
あ
る
。
こ
の
採
用

に
は

明無と
亅

悪本根厂のトンガ
－
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他

の
い
か
な
る
動

機
も
傾
向
性
も

接
ぎ
木

で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ

に

は
善
を
採
用
す
る
か
採
用

し
な
い
か
の
二
つ
し
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。
道
徳

法

則
を
採
用
し
な
い
場
合
は
い
か
な
る
動
機
を
採
用
し
よ
う
と
も
そ
れ
は
善

で

は
な
い
。
こ
れ
を
人
間
本
性
に
宿
る
悪
へ
の
性
癖
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
善
へ
の

「
尊
敬
を
動
機
と
し
て
我

々
の
格
率

の
う
ち

に
採
用

す
る
こ
と
」

の
可
能
性
は
確

か
に
人
格
性

の
素
質
で

は
あ

る
が
、
そ
れ
を
採

用

し
な

い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
採
用
す

る
（
善
き

心
情
）

か
採
用
し

な

い
（
悪
し
き
心
情
）

か
の
選
択
の
根
拠

（
主
観

的
根
拠
）

は
人
間

が
自
由

で
あ
る
こ
と

に
よ

る
。
す
な

わ
ち
あ

る
動
機

を
採
用
し

な
い
自
由
あ

る
い
は

採
用
し
な

い
こ
と
も
で
き

る
自
由

は
、
選

択
意
志

（
Ｗ
ｉｌｌｋｕ
ｒ
）

の
自
由

の

使
用

に
委
ね
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
自
由

の
使
用

は
天

賦
の
素
質

に
基

づ
く
が

同
時

に
そ

の
素
質
を

越
え
出
て
し
ま

っ
て

い
る
。

こ
の
素
質

を
越
え

た
部
分

、

素
質

に
付

加
さ
れ

た
部
分
、
即
ち
絶
対
的

自
発
性

（
自
由
）

に
悪

（
道
徳
法

則
違
反
）

の
根
拠
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ

え
動

物
で
も
な
い
神
で
も
な
い
人
間

そ

の
も

の
の
性
格
の
創
始
者

は
人
間

自
身
で
あ
る
と
い
う
。

翻

っ
て
こ
こ
で
仏
説
と
の
一
応
の
対
比
を
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
カ
ン
ト
で
は
、
人
間
と
し
て
の
独
自
の
素
質

（
人
格
性
）
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
世

界
観
で

は
世
界

は
基
本
的
に
神
の
被
造
物

で

あ
る
が
ゆ
え
に
神
の
業
に
悪
の
源
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で

カ
ン
ト
は
現
実
の
悪
と
な
り
う
る
傾
向
性
を
善
な

る
素
質
と
し
、
そ
の
素
質

の
不
用
意
な
る
接
ぎ
木
と
自
由
の
誤
用
が
悪
と
な

る
と

い
う
こ
と
で
切
り
抜

け

た
。
仏
説
で
は
、
一
切
は
無
自
性
で
あ
る

か
ら

、
悪
も
無
自
性
、
無
根
拠

で
あ

る
。
衆
生

に
六
道

の
差
別

は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
業
と
そ
の

果
報

に
依
る
も

の
で
あ
り
、
人
間
と

い
え
ど
も
他
の
生
類
に
転
生
こ
そ
す
れ

人
間

た
る
べ
き

決
定

的
な
素
質

は
な

い
。

第
二
に
、
カ
ン
ト
で

は
自

由
は
、
人
格
性

に
の
み
与

え
ら
れ

た
天
賦
の
も

の
で

あ
る
。
こ
の
自

由
を
神

意
に
適

う
よ
う
正
し
く
使
用
す

る
こ
と
が
要
請

さ
れ
る
。
仏
説
で

は
人
間
に
絶
対
的
自
発
性

の
よ
う
な
自
由
は
認

め
ら
れ
な

い
。
あ
る
の
は
自
業

自
得
の
因
果
の
法
則
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
善
因
善
果
、

悪

因
悪

果
は
決
定
的
で

あ
る
と
し
て

、
善
行
を
勧
め
る
。
こ
の
善
行

に
よ

っ

て
結
果
的
に
自
在
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
善
と
悪

を
人
間
自
身

の
自
由

か
ら
選
択
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
三
に
、
カ
ン
ト
で

は
善

は
神
の
意
志

に
適

う
こ
と
、
悪

は
人
格
性

に
付

与
さ
れ
た
自
由
に
由
来
す

る
も
の
と

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
人
間

に
与
え
ら
れ

た
自
由
の
使
用

お
よ
び
自
由
意
志
に
お
い
て
善
悪
を
鋭
く
問
わ
れ
る
。
仏
説

の
「
善
を
な
せ
、
悪

は
な
す
な
」
は
一
見
カ
ン
ト
の
絶
対
的
命
法

の
よ
う
で

あ
る
が
、
善
あ
る
い
は
悪

の
決
定
的
な
根
拠
を
指
示
し
て
は
い
な
い
。
煩
悩

は
苦
を
結
果
す
る
か
ら
悪
で
あ
り
、
生
死
流
転
の
苦
界

か
ら
解
脱
す
る
方
向

に
あ
れ
ば
そ
れ
は
善
行
で
あ

る
。

２

．
「

根

本
悪

」

と

「
根

本
煩

悩

」

カ
ン
ト
は
、
「
悪
の
根
拠
は
、
選
択

意
志
が
自

ら
の
自
由
を
使
用
す

る
た

め
に
自
己
自
身

に
設
け
る
規
則
す
な
わ
ち
格
率
の
う
ち
に
の
み
存
す
る
こ
と

が
で
き

る
」
と
す

る
。
つ
ま
り
選
択
意
志
は
「
格
率
が
道
徳
法
則

に
違
反
す



る
可

能
性

の
主

観
的
根
拠
の
う
ち
に
」
あ
る
の
で

あ
っ
て

、
こ
の
違
反

へ
の

可

能
性

が
悪

へ
の
性
癖
で

あ
る
。
し
か
も
こ
の
性
癖
は
「
あ
ら
ゆ
る
所
行

に

先
立
つ
と
こ
ろ

の
、
従

っ
て
そ
れ
自
身
は

い
ま
だ
所
行
で

な
い
と
こ
ろ
の
、

選
択
意
志
の
主
観
的
規
定

根
拠
で
あ

る
」
と
と
も

に
、
「
最

高
の

格
率
（
法

則

に
合
致
ま
た
は
違
反

）
が
選
択
意
志
の
う
ち
に
採
用

さ
れ
る
際
の
そ
の
自

由
の
使
用
に
も
、
ま
た
行
為
そ
の
も
の
が
（
行
為
の
実
質
の
点
で
、
つ
ま
り

選

択
意
志

の
客

体

に
関
し

て
）

格

率

に
適

っ
て

な

さ
れ

る
際

の

自

由

の

使
用
」

に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
、
格
率
に
適

っ
て
な

さ
れ
る
自

由

の
使

用

の
方

は

経

験

的

、

時

間

的

で

あ

っ
て

、

現

象

的

事

実

と

し

て

は

単

に
悪

徳

（
派

生

的

罪

）

と

な

る
だ

け

で

あ

る
が

、

前

者

す

な

わ

ち

道

徳

法

則

に
合

致

す

る
か

違

反

す

る

か

に
関

わ

る
悪

へ
の

性

癖

は

時

間

的

制

約

を

受

け

ず

専

ら

理

性

に
よ

っ
て

認

識

さ
れ

る
英

知
的

所

行

の
う

ち

に
根

差

す

悪

性

で

あ

り
、

従

っ
て

根

絶

不

可

能

の

本
源

的

罪
で

あ

り

、

根

本

悪

で

あ

る
。

カ

ン

ト

の
根

本

悪

、

す

な

わ

ち
悪

へ

の

性
癖

は

、
端

的

に

言
え

ば

、

自

愛

を

採

る

か

（
悪

）

道

徳

法

則

を

採

る

か

（
善
）

の

相
剋

の

中

に
見

出

さ

れ

る

。

つ

ま

り

、

法

則

を

と

る

こ

と

が

で

き

る

の

に
自

己

愛
を

採

る

、

ま

た

は

法

則

を

採

っ
た

に
し

て

も

自

己

愛

を

採

る

こ

と

も
で

き

る
、

と

い

う

と

こ

ろ

に

悪

が

潜

む

。

そ
し

て

、

こ

こ

に
悪

の

性

癖

の

段

階

が

考
え

ら

れ

る

。

第

一

に

、
法

則

を

採

用

し

た

い
の

だ

が

自
己

の
弱

さ

の

ゆ

え

に

法

則

を

遵

守

で
き

な

い

嘆
き

に

見

ら

れ

る

人

間

本

性

の

脆

さ

（
Ｇ
ｅ
ｂ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）
。

第

二

に

、

法

則

の

み

で

十

分

な

動

機

で

あ

る

の

に

、
そ

の

遂

行

の

た

め

に

他

の
別
の
動
機
を
必
要
と
す
る
心
情
の
不
純
さ
（
Ｕ
ｒ
ｌ
ａ
ｕ
ｔ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
。
こ
の
悪

性

は

、

動

機

が

法

則

に

た

だ

適

っ

て

い

る

こ

と

だ

け

を

図

る

だ

け

で

、

法

則

を

唯

一

の

動

機

と

す

る

こ

と

を

止

め

て

し

ま

っ
て

い

る

と

こ

ろ

に

あ

る

。

そ
し
て
最
も
根
本
的
な
も
の
と
し
て
第
三
に
、
心
情
の
転
倒
（
Ｕ
ｍ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
-

ｕ
ｎ
ｇ
）
’
倒
錯
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
、
腐
敗
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
を
挙
げ
る
。

転

倒

と

は

、

道

徳

法

則

を

最

高

の

条

件

と

し

て

「
選

択

意

志

の

普

遍

的

格

率

の

う

ち

に

唯

一

の

動

機

と

し

て

採

用

す

べ

き

で

あ

る

の

に

、

自

愛

の

動

機

と

そ

の

傾

向

性

と

を

道

徳

法

則

遵

守

の

条

件

と

す

る

」

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

格

率

の

う

ち

に

採

用

す

る

動

機

の

差

異

で

な

く

、

い

ず

れ

を

他

方

の

条

件

と

す

る

か

と

い

う

格

率

の

形

式

の

面

か

ら

悪

性

を

指

摘

す

る

の

が

転

倒

で

あ

る

。

倒

錯

と

は

、

転

倒

の

結

果

お

よ

び

状

態

に

つ

い

て

言

い

、

そ

れ

は

人

間

の

脆

さ

か

ら

も

生

じ

、

ま

た

そ

の

脆

さ

ゆ

え

に

動

機

が

法

則

に

適

合

す

る

こ

と

だ

け

を

図

る

不

純

さ

と

も

結

び

つ

き

、

ま

た

悪

徳

さ

え

な

け

れ

ば

道

徳

法

則

に

適

っ
て

い

る

と

す

る

考

え

方

や

字

面

通

り

に

法

則

を

遵

守

す

る

こ

と

で

良

し

と

す

る

在

り

方

に

も

な

る

。

こ

の

よ

う

に

し

て

良

心

は

鈍

化

し

、

ど

ん

な

罪

咎

に

も

負

い

目

を

感

じ

な

い

と

い

う

よ

う

に

心

根

が

腐

敗

し

て

い

く

。

こ

の

自

分

自

身

で

さ

え

煙

に

巻

い

て

し

ま

う

不

誠

実

こ

そ

、

真

正

の

道

徳

的

心

情

の

基

礎

を

損

な

わ

せ

、

他

人

に

対

し

て

も

虚

偽

や

欺

瞞

と

な

り

、

卑

劣

と

呼

ば

れ

る

に

値

す

る

悪

性

で

あ

る

。

カ

ン

ト

の

指

摘

し

た

人

間

本

性

の

根

本

悪

は

、

仏

説

に

置

き

換

え

る

と

根

本

煩

悩

に

比

定

で

き

る

。

そ

の

代

表

と

し

て

の

十

不

善

業

す

な

わ

ち

十

煩

悩

説

を

初

め

と

し

て

、

六

、

五

、

四

、

三

煩

悩

説

な

ど

経

典

に

は

様

々

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

中

で

根

本

的

な

煩

悩

を

求

め

よ

う

と

す

れ

ば

次

の

よ

明無と
亅
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う
に
な
る
だ
ろ

う
。
十
不
善
業

は
、
例
え
ば
意
業
を
優

位
と
す

る
こ

と
に
よ

っ
て

貪
瞋
癡

の
三
毒

に
帰
す

こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
う
ち
、
瞋

は
貪
欲

を
本

と
し

、
し
か
も

欲
界

に
限
定

さ
れ

る
の
に
対
し

。
貪

は
三
界
共
通
の
煩
悩
で

あ

る
。
癡
は
道
理

に
惑

い
暗
く
迷
う

心
と
さ
れ

、
無
明

に
通
じ

る
。
し

か
し

煩
悩
も

無
自
性

に
し
て

た
だ
縁
起

に
よ

っ
て
生

成
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る

な
ら

ば
、
縁
起
論
の
中

に
こ
そ
悪
（
煩

悩
）

の
根
拠
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。縁

起

の
系
列
は
様

々
な
説

か
れ
方
を
す

る
が
、
典
型
的
に
は
十
二
支
の
縁

起
に
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
の
十
二
支
縁
起
で
考
え
る
と
、
第
一
支
に
無
明
が

あ
り
、
第
八
支
に
愛
（
貪
欲
）
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
い
ま
こ
こ
で
は
根
本

の
悪

と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

と
こ
ろ
で
無
明
以
降

の
六
支

、
お
よ
び
愛
欲
以

降
の
四

支
は
そ
れ
ぞ
れ
無

明

と
愛
を
頭
に
し
て
引
き

起
こ
さ
れ
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
系
列
で

あ
る
。
こ

こ
か
ら
前
の
七
支
を
無
明
縁
起
、
後
の
五
支
を
愛
欲
縁
起
と
分
け
る
こ
と
が

で
き

る
。
ま
さ
に
あ
ら
ゆ

る
存

在
の
生
成
と
そ
れ
が
作
り
出
す
諸
悪

は
愛
欲

な
い
し
無
明
に
帰
着
す

る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
世
間

の
衆
生

は
無
明

と
愛

欲

に
よ
っ
て
迷

い
の
世
界

た
る
三
界

を
流
転
し
、
そ
こ

か
ら
脱
出
す

る
こ
と

は
極

め
て

困
難
で
あ

る
。

こ

の
場

合
、
愛
欲
と
無
明

は
ど

ん
な
関

係
に
あ
る
か
、
と

い
う

こ
と

が
次

の
問
題
で

あ
る
。
ま
ず
愛
欲
で
あ

る
が

、
そ
れ

は
我
執
で
あ
り
、

カ
ン
ト
で

い
え
ば
自
愛
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
ぜ

な
ら
、
愛
欲
は
、
無
明
縁
起

の
所
引

で
あ
る
第
七
支
の
「
受
」
す
な

わ
ち
苦
受
、
楽
受
、
不
苦
不
楽
受

の

三
受
に
則

っ
て
生
成
し

た
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
愛

欲
は
さ
ら

に
取

著

（
取
）

を
起
こ
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
特

徴
づ
け

ら
れ
た
存
在

（
有
）

を
形

成

し
、
三
界

六
道
の

い
ず
れ

か
の
生
態

を
生
き
（
生
）
、
そ
の
生
に
応

じ
た
老

死

等
様

々
な
憂
悲
苦
悩
を

結
果
す
る
。

こ
の
よ

う
に
我

々
の
苦

の
一
切

は
愛
欲
す
な
わ
ち
自
愛

に
起
因
す
る
と
説

く
の
が
仏
説
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
傾
向
性
や
自
愛
を
本
来
善
で
あ
る
素
質
と

し
て
肯
定
的
と
見
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
仏
説

に
も
難
問
が
あ
る
。

愛

欲
が
縁
起
の
道
理
の
必
然
性

か
ら
生
じ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
我
々
は
愛
欲

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
だ
が
愛
欲
は

無
明
縁
起
の
引

く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
縁
起
を
遡
る
こ
と
に
よ

っ
て
愛
欲

か
ら
の
解
脱
の
可

能
性
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
愛

欲
を
引
き

起
こ
す
根
本
因
が

無
明
で

あ
る
こ
と
が
引
き
出
さ
れ
る
。

無
明
は
一
般
に
、
道
理
に
暗
い
こ

と
、
つ
ま
り
四
諦
や
縁
起
、
無
常
、
無

我
の
道
理

を
知
ら

な
い
こ
と

の
よ
う

に
解
さ
れ

が
ち
で

あ

る
が
、

本
来

は

「
如
実
に
知
ら
な
い
こ
と
」
で

あ

っ
て

、
知
ら

な
い
そ
の
内
容

の
こ
と
で

は

な
く
、
知
ら
な
い
こ
と
、
覚
知
し
な
い
こ
と
そ
の
も
の
の
悪

性
で

あ
る
は
ず

で

あ
る
。
従
っ
て

、
自
愛
（
我
愛
）

の
本
性
を
知
ら
ず
、
覚
知
せ

ず
、
愛
欲

縁
起
に
流
転
す

る
こ

と
が
無
明
で
あ

り
、
逆

に
自
愛
が
無
自
性
で

あ
り
、

苦

を
結
果
す

る
だ
け
で

あ
る
と
い
う
道

理
を
察
知
す
る
の
が
明

と
な

る
。
こ

の

意

味
で
無
明

は
転
倒
で

あ
り

、
カ
ン
ト
の
転
倒
に
通
ず
る
。

無
明
の
転
倒
は
さ
ら

に
、
自
愛
を
維
持
す
る
た
め
に
結
果
す
る
苦

を
覆

い

隠

そ
う
と
し
て
自
愛

に
自
愛

を
上
塗
り
し
、
転
倒
を
存
続

さ
せ
る
倒
錯
の
状



態

に
至
る
。
悟
り

に
近
づ

い
て
こ
れ
で
良
し
と
す

る
慢
心
や
仏
陀

の
示

さ
れ

た
戒
律
を
守
れ
ば
そ
れ
で
良
し
と
す

る
戒
禁
取
見

は
不
純

と
倒
錯

の
悪
性

に

あ
り
、
無
慙
愧
は
転
倒
の
事
実

か
ら
目

を
背
け
て
修
道

の
心
を
失

っ
た
心
情

の
腐
敗
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
我
執

（
自

愛
）

は
根
本

煩
悩
で
あ

る
と

し
て

も
、
我
執
そ
の

も

の
を
存
続
さ
せ

る
か
断
尽
で
き

る
か
の
鍵
は
我

々
の
無
明

に
あ
る
こ
と
が

明
ら

か
と

な
っ
た
。

カ
ン
ト
も
、
性
癖

が
「
傾

向
性
（
習

性
的
欲
望
）
を
可

能
に
す
る

主
観
的
根
拠
」
で

あ
る
と
言

う
よ
う
に
、
自

愛
も
傾
向
性
も
そ
れ

自
体
で

は
無
責
で

あ
る
が
、
主
観
的
根
拠
を
得
て

初
め
て

そ
れ
ら
が
人
間
的

に
意
味
あ

る
も
の

、
す

な
わ
ち
（
派
生

的
）
悪

と
な
っ
た
り
神
意
に
適
う
善

な
る
素
質

の
発
現

と
な
っ
た
り
す
る
。

し
か
し
同

時
に
こ
の
主
観
的
根
拠
が

根
本
悪
と

し
て
問
題

と
な

っ
て

い
た
の
で

あ
る
。

３

．

悪

の

克

服

と
こ
ろ
で
さ
ら
に
無
明

に
つ

い
て
難
問
が
生
じ
る
。

い
つ
転
倒

の
真
実
を

如
実
に
知
り
得
る
の

か
、

い
つ
無
明
か
ら
明
に
転
換
で
き

る
の

か
。
同
じ
難

問
が
カ
ン
ト
に
も
あ
る
。
「
人
間

は
そ
の
本
性

が
腐

敗
し
て

い

る
か
ら
こ

の

（
神
意
に
適
う
）
心
術
を
自
ら

の
う
ち
に
自
発
的

に
産
出

す
る
こ

と
は
で
き

な

い
」
。
し
か
も
人
間
が
悪

へ

の
性

癖
を
有
し

そ
れ

に
よ

っ
て
法

則
棄
損

の

罪
を
犯
し
て
い
る
な
ら
、

い
か
な

る
人
間
も
無
限
の
罰
を

覚
悟
せ

ね
ば
な
ら

な

い
。
だ
が
そ
の
一
方
で

、
人
間

に
は
人
間
自
身
が
持
ち

う
る
と

さ
れ
る
自

由

に
も
と
づ
く
自
発
性
が
あ
り
、
そ
れ

は
他
者
で

は
な
く
人
間
自

身
か
ら
発

す

る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
困
難
は
ど
う
解
決
す

べ
き
で

あ
る
か
。

カ
ン
ト
に

よ

る
と
、
人
間

に
は
本
来
、
悪
の
原
理
に
優
越
す
る
善

の
心
術

が
あ
り
、
そ

の
限

り
人

間
自
体

に
は
罰

は
な
い
。
罰
が
あ
る
の
は
神

が
不
適
意
と
す
る
道

徳

的
結
果

に
対

し
て

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
回
心
に
お
い
て

神
の
知
恵

に
適

っ

て

執
行
さ
れ
る
、
と
言
う
。

回
心
は
古
い
人
間
の
死

滅
と
新
し
い
人
間
の
再

生
で

あ
る
が
、
前
者
の
肉
の
磔
刑
と
し
て
の
、
腐
敗
し
た
心
術
の
廃
棄

に
伴

う
苦
痛
、
そ
れ
が
罰
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
良
心
と
は
自
分
自
身
を
裁
く
道

徳
的
判
断
力
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
、
法
則
の
支
配
下

に
あ
る
行
為

を
裁
く

の
で

は
な
く
、
道
徳
的
に
責
を
負
う
行
為
に
対
し
て
の
裁
き
で

あ
る
。
従

っ

て

、
回
心
に
お
い
て
罰
を
已
に
課
し
そ
れ
に
よ

っ
て
古
い
人
間
を
脱
皮
し
て

い
く
、
こ
の
意
味
で
回
心
は
「
心
術
の
革
命
」
で
あ
り
、
不

動
の
決
意

に
よ

つ
て
道
徳
的
秩
序
を
逆
転
さ
せ
る
思
考
方
の
革
命
を
言
う
。

こ
れ
に
対
す
る

に
、
仏
教

に
お
け

る
道
徳
法
則
と
く
に
我

々
を
善
へ
と
引

き
戻
す
命
法

に
当

た
る
も
の

は
、
四
法
印

の
中
の
「
一
切
皆
苦
」
と
考
え
ら

れ

る
。
無
常

や
無
我

も
語
り

か
け
て

く
る
法
則
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

当
面
、
理
で

あ
っ
て

、
迷
界

に
あ
っ
て

は
凡
夫

は
直
接
そ

の
理
に
触
れ
ら
れ

る

わ
け
で

は
な
く

、
業
苦
の
実
感
を
経
て
初

め
て
確
認
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

我

々
が
無
常

、
無

我
の
理
を
知
る
の
は
ま
さ
に
苦
を
実
感
し
依
止
し
て
厭
離

の

心
が
起

こ
る
こ

と
を
介
し
て
で
あ
る
。

と

こ
ろ

が
実
感

さ
れ
て

い
る
は
ず
の
苦
を
、
そ
れ
が
苦
で
あ
る
と
さ
え
見

定

め
る
こ

と
が
で

き
な
い
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
凡

夫
は
常
楽
我
浄

に
し
が
み

つ

く
。
執

着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
苦
は
深
刻
に
な
る
。
そ
こ
で

仏
陀

は
衆
生
に

明無と
亅
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如
実

に
苦
を
見
定

め
よ
と
教
え

る
。

こ
れ
が
苦
諦
で
あ

る
。
即
ち

、
不
可

意

に

は
不
厭
離
せ
よ
（
意

に
適
わ

ぬ
も

の
に
は
そ
こ

か
ら
逃
げ
ず

に
正
し

く
念

智
を
働
か
せ
て
そ
こ
に
止
ま
れ
）
と
教
え
、
可
意
に
は
厭
離
を
修
せ
（
意
に
か

な
う
快

い
こ
と
に
は
厭
離
の
心
を
起
こ
せ
）
と
説
く
。
凡
夫
の
生
き
方

は

そ
の
逆
で
、
苦
に
対
し
て
厭
離
の
心
を
起
こ
し
苦
苦
の
苦
し
み

に
あ
り
、
楽

に
対
し
て
は
そ
れ
に
執
着
し
そ
れ
を
失
う
恐
れ

に
お
の
の
く
壊
苦
の
苦
し
み

に
あ
る
。
無
常
を
覚
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
無
常
の
苦
の
行
苦
を
感
受
す
る
。

こ

の
よ
う
に
衆
生

は
仏
陀
か
ら
み
れ
ば
顛
倒
し
て
い
る
。
常
楽
我
浄
は
ま
さ

に
倒
錯

の
状
態

に
他
な
ら

な
い
。
こ
の
事
態
が
無
明
で

あ
る
。

仏
説
で

は
、
無
明

か
ら
明
へ

の
転
換
が
重
要
で

あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
転
迷

開
悟
」

は
不
断
に
実
践
し
て

い
く

べ
き

こ
と
で
あ

る
。
そ

の
転
換

点
は
、
苦

で
あ
り
、
業
苦
で
あ
り
、
厭
離
の
心
で
あ

る
。
転
換
が
行

わ
れ
れ
ば
、
縁
起

の
理
は
見
え
、
業
苦
も
打
開
で
き
る
。

だ
か
ら
無
明
と
明

は
ど
こ

に
で
も
適

用

さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
四
顛
倒
つ
ま
り
常
楽
我
浄
も
転
倒
を
克
服
す

る
と
、

無
常
、
苦
、
無
我
、
不
浄
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
ま
た
囚
わ
れ
れ
ば
無
為

の
四

顛
倒
の
錯
誤

に
陥
る
、
す
な
わ
ち

か
え

っ
て
無
常
、
苦
、
無
我
、
不
浄

に
囚

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
道
の
積
極
的
意
義
は
こ
こ

に
開
か
れ
る
。

仏
説
で

の
罰
は
業
の
果
報
と
し
て
の
苦
で
あ
る
。
従

っ
て
苦
を
業
罰
と
し

て
感
受
す

る
こ
と

、
こ
れ
が
明
へ
の
転
換
と
す
る
と
、
カ

ン
ト
の
回
心
に
お

け

る
罰
と
同

じ
意
義

を
も

つ
。
カ
ン
ト
は
、
罰
は
古
い
人

間
に
お
い
て
は
苦

悩

と

禍

い
で

あ

る
が

、
新

し

い
人

間

に

お

い

て

は

「
善

へ

の

心

術

を

吟

味

し

訓

練

す

る
多

く

の

機

会

を

与

え

る
も

の

と

し

て

進

ん
で

引

き

受
け

る

」

べ

き

も

の

で

あ

っ

て

、

罰

は

同

一

の

人

間

に

お

け

る

道

徳

的

行

為

の

結

果

で

あ

る

と

同

時

に

原

因

で

あ

る

。

か

く

し

て

、

善

の

回

復

に

つ

い

て

苦

諦

と

回

心

を

罰

に

関

わ

る

も

の

と

し

て

そ

の

類

似

性

を

指

摘

し

た

が

、

仏

説

の

苦

と

厭

が

転

換

の

個

々

の

契

機

で

あ

る

の

に

対

し

、

回

心

は

再

生

と

い

う

特

有

な

意

義

づ

け

を

与

え

ら

れ

て

い

た

。

こ

れ

が

可

能

な

の

は

、

道

徳

的

な

自

愛

つ

ま

り

無

条

件

的

な

自

己

自

身

に

対

す

る

適

意

と

い

う

理

性

愛

が

道

徳

法

則

と

の

一

致

を

満

足

な

も

の

と

し

て

自

己

肯

定

す

る

か

ら

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

他

の

す

べ

て

の

格

率

が

道

徳

法

則

と

一

致

し

、

幸

福

へ

の

願

望

が

立

法

す

る

理

性

と

調

和

し

て

、

幸

福

で

あ

る

に

値

す

る

も

の

と

な

る

。

仏

説

で

は

こ

の

自

己

自

身

に

対

す

る

適

意

す

な

わ

ち

理

性

的

自

愛

で

さ

え

無

明

の

縛

の

過

失

が

指

摘

さ

れ

る

。

無

明

の

惑

は

あ

ら

ゆ

る

衆

生

の

愛

欲

の

煩

悩

を

覆

う

と

と

も

に

、

成

仏

に

到

る

た

め

に

断

じ

尽

く

す

べ

き

最

後

の

一

品

の

煩

悩

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

カ

ン

ト

の

根

本

悪

は

「

単

な

る

理

性

の

限

界

内

」

す

な

わ

ち

人

間

が

責

を

負

う

べ

き

範

囲

内

と

い

う

道

徳

的

領

域

に

設

定

さ

れ

た

根

源

的

悪

で

あ

る

。

そ

の

意

味

で

我

々

の

「

為

す

べ

き

」

と

「

為

し

得

る

」

が

合

致

し

た

宗

教

的

実

践

と

な

る

と

い

う

積

極

的

意

味

を

も

つ

。
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