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　本
稿
で
は
、
比
較
哲
学
に
お
け
る
翻
訳
の
役
割
を
探
る
。
具
体
的
に
は
、

道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
原
文
を
現
代
日
本
語
訳
、
英
語
訳
、
そ
し

て
中
国
語
訳
と
の
比
較
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
選
択
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
英

語
と
中
国
語
か
ら
日
本
語
に
再
翻
訳
す
る
試
み
に
も
挑
戦
す
る
。
こ
の
研

究
の
狙
い
は
、
以
下
の
問
い
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
翻
訳
の
方
法
が
哲

学
の
研
究
と
実
践
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
？

　原
文
の
精
神
と
感
覚

を
目
標
言
語
で
伝
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
？

　原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

は
ど
の
よ
う
に
し
て
目
標
言
語
で
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
？

　哲
学
に
お
け
る
翻
訳
の
役
割
を
探
検
す
る
た
め
に
、
ジ
ャ
ン•

ピ
ア
ジ

ェ
の
認
知
心
理
学
の
中
心
的
な
三
つ
の
概
念
を
使
用
す
る
。
そ
れ
は
「
認

知
ス
キ
ー
マ
」、「
同
化
」、
そ
し
て
「
調
節
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
ピ

ア
ジ
ェ
は
子
供
の
学
び
か
た
と
認
知
発
達
を
研
究
し
た
。
彼
は
我
々
が
認

知
ス
キ
ー
マ
に
よ
っ
て
自
分
の
経
験
を
解
釈
す
る
と
論
じ
た
。
我
々
は
新

し
い
情
報
を
既
存
の
世
界
観
に
同
化
す
る
。
し
か
し
、
我
々
は
経
験
の
内

容
が
同
化
で
き
な
い
場
合
、
新
し
い
デ
ー
タ
を
調
節
す
る
た
め
に
、
自
分

の
認
知
ス
キ
ー
マ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　テ
ー
マ
を
分
析
す
る
前
に
、
筆
者
は
「
比
較
哲
学
」
と
い
う
概
念
を
考

え
抜
き
た
い
。
と
く
に
、「
比
較
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し

て
ど
う
答
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

　二
〇
一
六
年
三
月
に
、
大
正
大

学
の
研
究
会
で
発
表
し
た
論
考
「
比
較
哲
学
と
は
何
か
」
の
よ
う
に
、
哲

学
の
四
つ
の
定
義
を
示
唆
し
た
い
。
一
九
世
紀
に
「
比
較
哲
学
」
は
東
西

比
較
と
し
て
定
義
さ
れ
た
。
植
民
地
時
代
に
は
、
植
民
地
主
義
的
権
力
を

代
表
す
る
学
者
が
植
民
地
主
義
被
験
者
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
試
み

た
。
そ
の
際
、
地
域
、
伝
統
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
思
想
体
系
を
比

べ
て
み
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
を
占
領
し
た
時
、「
キ
リ
ス

ト
教
」
と
「
ヒ
ン
ズ
ー
教
」
を
比
べ
る
よ
う
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
比
較
思
想
を
考
え
る
と
、
伝
統
を
具
象
化
、

実
体
化
、
英
語
でreification

と
言
う
こ
と
、
お
よ
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

〈
特
集
２
　
情
報
化
と
比
較
思
想
〉

ゲ
レ
オ
ン
　コ
プ
フ
　

　言
語
と
言
語
と
の
間
で
考
え
る
哲
学
者
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す
る
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
で
あ
る
と
筆
者
は
思
う
。「
比
較

哲
学
」
と
言
う
概
念
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
よ
っ
て
定
義
す
れ
ば
、

そ
れ
は
学
問
的
な
方
法
と
い
う
よ
り
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
る
だ

ろ
う
。

　比
較
哲
学
の
次
な
る
段
階
は
、
哲
学
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
広
げ
る
た
め

の
、
二
人
の
哲
学
者
の
対
話
、
あ
る
い
は
、
一
人
の
哲
学
者
が
書
い
た
二

つ
の
論
文
（
例
え
ば
、
初
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）
を

比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
と
提
案
し
た
い
。
こ
の
比
較
哲
学
の
考
察
は
、
先

ほ
ど
説
明
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
哲
学
者
と
ア
ジ
ア
人
の
哲
学
者
の
比

較
と
反
対
に
、
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
よ
り
学
問
的
な
方
法
に

な
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
一
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
一
人
の
ア
ジ
ア
人

の
比
較
と
異
な
り
、
二
人
の
哲
学
者
の
対
話
に
は
、
哲
学
的
な
基
準
を
表

現
す
る
一
人
を
利
用
し
て
、
本
当
に
哲
学
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
の
中
に

含
ま
れ
る
階
層
的
か
つ
覇
権
的
な
ラ
ン
キ
ン
グ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
比
べ
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
二
つ
の
比
べ
ら
れ
る
対
象
（
テ
キ
ス
ト
、

思
想
家
、
概
念
）
だ
け
で
は
な
く
、
三
つ
め
の
も
の
が
あ
る
。
二
つ
の
テ

キ
ス
ト
を
比
べ
る
学
者
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
比
べ

る
学
者
は
、
特
定
の
価
値
を
持
た
な
い
客
観
的
観
察
者
で
は
な
く
て
、「
哲

学
は
何
か
」、「
学
問
的
方
法
は
何
か
」
な
ど
に
つ
い
て
の
問
い
を
持
つ
思

想
家
と
し
て
、
比
較
哲
学
を
営
み
、
特
定
の
文
化
と
言
語
の
下
で
育
っ
た

人
間
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
学
者
は
自
分
の
前
提
を
研
究

に
持
ち
込
む
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
分
析
哲
学
者
に
よ
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
も
哲
学
者
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
哲
学
者
は
、
客
観
的

モ
ノ
リ
ス
、
英
語
でm

onolith

│
単
一
性
と
言
う
こ
と
に
陥
る
危
険

が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
「
ヒ
ン
ズ
ー
教
」

の
比
較
と
い
う
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
「
ヒ
ン
ズ
ー
教
」
と
の
中
に
類

似
点
は
あ
ま
り
な
い
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
も
「
ヒ
ン
ズ
ー
教
」
に
も

差
異
は
な
い
印
象
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
う
い
う
印
象
は
成
り
立
た
な
い
。

　そ
れ
で
、
筆
者
に
と
っ
て
「
比
較
哲
学
」
は
、
東
西
比
較
と
い
う
こ
と

か
ら
、
徐
々
に
二
人
の
哲
学
者
を
比
べ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
二
つ
の
論
文

を
比
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
定
の
テ
キ
ス
ト
あ
る
い
は
意
見
と
概
念
の

比
較
の
場
合
、
前
に
導
入
し
た
比
較
の
方
法
よ
り
哲
学
的
に
無
難
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
竜
樹
が
中
論
で
発
展
さ
せ
た
「
四
句
」（
英
語
で

は
「tetralem

m
a

」）
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
の
比
較
は
「
哲
学
」

の
狭
い
定
義
に
お
い
て
哲
学
的
探
究
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
の
哲
学
者
と
ア
ジ
ア
人
の
哲
学
者
の
比
較
が
始
ま
っ
た
約
五
〇
年

前
、
比
較
の
目
的
は
「
東
洋
哲
学
が
存
在
す
る
か
」
と
い
う
検
証
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
二
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
書
か
れ
た
竜
樹
と
デ
リ
ダ
と
を
比
べ

た
論
文
の
結
論
に
は
、
竜
樹
と
デ
リ
ダ
に
は
類
似
点
が
あ
り
そ
う
な
の

で
、
竜
樹
が
書
い
た
『
中
論
』
も
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
論
文
を
読
ん
で
驚
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
デ

リ
ダ
よ
り
一
八
〇
〇
年
前
に
生
き
て
い
た
竜
樹
は
、
デ
リ
ダ
は
な
く
て

も
、
著
者
が
「
哲
学
と
は
何
か
」
と
言
う
基
準
を
満
た
す
な
ら
ば
哲
学
者

に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
以
外
に
哲
学

が
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
、
二
人
の
哲
学
者
を
比
較
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デ
リ
ダ
の
脱
構
築
、
竜
樹
と
の
比
較
哲
学
は
、
単
な
る
比
較
で
は
な
く
、

異
文
化
間
の
、
あ
る
い
は
世
界
的
な
真
の
哲
学
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と

私
は
思
う
。

　し
か
し
、
翻
訳
に
つ
い
て
言
え
ば
、
問
題
が
一
つ
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
と
く
に
、
特
定
の
言
語
で
表
さ
れ
た
概
念
が
は
っ
き
り
他
の
言
語
に

翻
訳
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
い
う
疑
問
は
普
遍
主
義
と
相
対
主

義
の
間
に
あ
る
緊
張
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
合
理
主

義
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
論
理
的
に
考
え
る
能
力
が
基
礎
と
な

る
同
じ
合
理
性
を
共
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
対
し
て
、

サ
ピ
ア
＝
ウ
ォ
ー
フ
の
仮
説
に
よ
る
と
、
言
葉
と
概
念
を
特
定
の
言
語
か

ら
他
の
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
化

的
、
言
語
的
な
相
対
主
義
は
デ
リ
ダ
の
バ
ベ
ル
の
塔
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
概
念
と
意
味
が
様
々
な
言
語
で
表
現
さ
れ
て

い
る
異
な
る
方
法
を
指
摘
す
る
二
人
目
の
哲
学
者
は
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス

テ
ヴ
ァ
に
な
る
。『
外
国
人
：
我
々
の
内
に
な
る
も
の
』
の
中
で
、
彼
女
は
、

多
言
語
で
あ
る
人
々
が
、
あ
る
言
語
で
、
自
分
自
身
を
表
現
す
る
能
力
を

失
う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
う
い
う
現
象
を
彼
女
が
創
造
し
た
概
念
は

「
ポ
リ
グ
ロ
ッ
ト
の
沈
黙
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
厳
し
い
言
語
的
相
対
主

義
、
つ
ま
り
根
本
的
な
言
語
的
相
対
主
義
は
、
す
べ
て
の
言
語
が
私
的
で

あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
も
た
ら

す
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
様
々
な
言
語
構
造
の
中
に
あ
る
差
異
を
否
定
し
な

く
て
、
翻
訳
に
つ
い
て
話
す
た
め
に
は
、
我
々
は
、
普
遍
主
義
と
言
語
的

相
対
主
義
の
中
間
的
な
方
法
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

に
理
解
す
る
よ
う
努
力
し
て
も
、
哲
学
は
何
か
、
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
者
で

あ
る
か
、
道
元
禅
師
は
思
想
家
で
あ
る
か
な
ど
の
前
提
を
比
較
す
る
テ
キ

ス
ト
と
哲
学
者
と
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
よ
っ
て
、
比
較
思
想
は
常
に

学
者
が
持
つ
前
提
に
依
存
す
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
「
対
話
」
は
異
な
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
対
話
」

は
比
較
と
異
な
り
、
片
方
的
で
は
な
く
て
、
双
方
的
に
な
る
。
そ
れ
は
「
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
」
と
い
う
真
の
意
味
で
あ
る
。「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
の
「
ダ

イ
ア
」
は
「
二
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
を
比
較
思
想
に
適
用
す
れ

ば
、
例
え
ば
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
竜
樹
と
デ
リ
ダ
と
を
比
べ
る
場
合
に

は
、
デ
リ
ダ
を
使
っ
て
竜
樹
を
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
竜
樹
を
使

っ
て
デ
リ
ダ
を
解
釈
す
る
読
み
か
た
と
考
え
か
た
を
す
る
こ
と
で
、
対
話

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
の
哲
学
を
解
釈
方
法
と
し
、

竜
樹
哲
学
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

竜
樹
の
立
場
か
ら
見
て
、
デ
リ
ダ
を
読
見
し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
の
立
場
か

ら
竜
樹
を
読
め
ば
、
本
当
に
対
話
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
先
ほ

ど
述
べ
た
よ
う
に
、
学
者
は
「
哲
学
は
何
か
」、「
学
問
的
方
法
は
何
か
」

な
ど
に
つ
い
て
の
前
提
を
、
比
較
す
る
哲
学
者
と
テ
キ
ス
ト
に
投
影
す
る

と
す
れ
ば
、
我
々
も
竜
樹
と
デ
リ
ダ
と
の
対
話
に
入
っ
て
、
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
を
超
え
た
ト
リ
ア
ロ
ー
グ
（
三
人
が
含
ま
れ
る
会
話
）
を
作
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
私
が
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本
哲
学
を
担
当
す
る
ド

イ
ツ
人
と
し
て
、
竜
樹
と
デ
リ
ダ
と
を
比
べ
る
時
に
は
、
比
較
に
含
ま
れ

た
り
、
哲
学
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
や
我
々
の
考
え
方
を
形
作
っ
た
り
す
る
文
化

は
二
つ
だ
け
で
は
な
く
、
五
つ
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
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実
行
は
哲
学
の
研
究
か
ら
始
ま
る
。
哲
学
の
研
究
に
は
、
読
む
こ
と
あ
る

い
は
聞
く
こ
と
も
、
自
分
の
立
場
か
ら
見
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、
作
家
の

意
図
を
理
解
し
努
力
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
哲
学
の
実
行
は

単
に
先
人
に
従
っ
た
り
、
読
ん
だ
論
文
で
発
展
さ
せ
た
説
明
を
繰
り
返
す

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
の
言
葉
を

利
用
す
る
と
、「
適
用
」
と
は
作
家
の
「
地
平
」
を
自
分
の
「
地
平
」
と

融
合
す
る
こ
と
だ
。
で
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
呼
ん
だ
「
地
平
融
合
」（“H

ori-
zontsverschm

elzung”

）（G
adam

er 1990, 311

）
と
は
ど
う
い
う
意
味
を

持
つ
の
か
？

　こ
う
し
た
重
要
な
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ジ
ャ
ン•

ピ
ア
ジ

ェ
が
子
供
の
学
習
方
法
を
研
究
し
て
説
明
す
る
た
め
に
発
展
さ
せ
た
認
知

心
理
学
を
利
用
し
た
い
。
ピ
ア
ジ
ェ
の
認
知
心
理
学
の
需
要
な
概
念
は

「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
に
な
る
。
学
習
と
い
う
の
は
、
ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
る
と
、

新
し
い
概
念
や
デ
ー
タ
を
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
、
あ
る
哲
学
者
の
見
解
を
自
分
の
立
場
か
ら
見
て
理
解
す
る
こ
と

は
ピ
ア
ジ
ェ
の
認
知
心
理
学
に
よ
る
と
、「
同
化
」、
英
語
で
「assim

ila-
tion

」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ピ
ア
ジ
ェ
に
よ
る
と
、
他
者
の
立
場
の
理
解

は
不
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
思
想
家
が
新
し
い
デ
ー
タ
と
か
概
念
を
自

分
の
世
界
観
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
学
習
が
始
ま
る
。
そ

の
時
、
思
想
家
の
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
が
変
化
し
な
く
て
は
い
け
な
い
よ

う
に
な
る
。
ピ
ア
ジ
ェ
は
そ
う
い
う
変
形
を
「
調
節
」、
英
語
で
「adap-

tation

」
と
呼
ぶ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
比
較
思
想
に
よ
る
ガ
ダ
マ
ー
の
「
地

平
融
合
」
と
い
う
の
は
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
新
し
い

　「翻
訳
」
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
前
に
、
哲
学
の
営
み
の
過
程
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
間
、
禅
宗
の
『
無
門
関
』
の
第
三
則
を
読
ん
で
哲

学
的
な
創
造
能
力
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
た
。『
無
門
関
』
の
第
三
則

に
は
次
の
よ
う
な
話
が
出
て
く
る
。

俱
胝
和
尚
。
凡
有
詰
問
。
唯
舉
一
指
。
後
有
童
子
。
因
外
人
問
。
和

尚
說
何
法
要
。
童
子
亦
豎
指
頭
。
胝
聞
。
遂
以
刃
斷
其
指
。
童
子
負

痛
號
哭
而
去
。
胝
復
召
之
。
童
子
迴
首
。
胝
卻
豎
起
指
。
童
子
忽
然

領
悟
。
胝
將
順
世
。
謂
眾
曰
。
吾
得
天
龍
一
指
頭
禪
。
一
生
受
用
不

盡
。
言
訖
示
滅
。

 

（T 48.2005.293b11-16

）。

　こ
の
話
は
聖
典
で
あ
る
が
、
不
必
要
な
暴
力
を
含
有
し
て
い
る
。
そ
れ

で
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
で
教
え
る
場
合
、
筆
者
の
学
生
達
は
こ
の
話
を
初

め
て
聞
く
時
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
。
な
ぜ
、
和
尚
が
男
児
の
指
を
切
っ

た
か
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
機
に
男
児
は
悟
り
を
開
い
た
。
こ
の
意
味
す
る

こ
と
は
筆
者
も
分
か
ら
ず
不
思
議
な
こ
と
だ
。
禅
の
公
案
と
は
こ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
話
の
要
点
は
何
か
と
い
う
と
、
悟
り
と
い
う
の
は
、
禅

師
に
も
仏
に
も
従
っ
て
倣
う
こ
と
で
は
な
く
む
し
ろ
、
自
分
を
個
人
的
に

表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
話
の
場
合
で
は
、
和
尚
は
自
分
の
悟
り
を

指
を
上
げ
て
表
し
、
男
児
は
自
分
の
表
現
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
意
味
に
な
る
。
哲
学
の
実
行
は
同
じ
よ
う
に
自
分
で
言
語
と
言
語
と

の
間
で
考
え
る
こ
と
だ
と
筆
者
は
思
う
。

　で
は
哲
学
の
実
行
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
筆
者
が
考

え
る
の
は
哲
学
実
行
す
る
過
程
に
は
四
つ
の
段
階
が
含
ま
れ
る
。
哲
学
の



68

哲
学
と
は
何
か
」
で
論
述
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
道
元
禅
師
を
比
較
哲
学

者
と
し
て
取
り
扱
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
道
元
思
想
は
自
己
発
見
と
し

て
の
哲
学
、
概
念
の
明
確
化
と
し
て
の
哲
学
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ラ
ル
ド
氏
が

創
造
し
た
イ
デ
ィ
オ
ム
の
翻
訳
と
し
て
の
哲
学
、
表
現
と
し
て
の
哲
学
だ

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
正
法
眼
蔵
』
の
「
佛
性
」
に
は
、
道
元
は
イ

ン
ド
の
『
涅
槃
経
』
を
中
国
で
書
か
れ
た
禅
語
録
の
立
場
か
ら
見
て
、
日

本
人
に
解
釈
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
、
道
元
の
「
佛
性
」
は
、

現
代
語
日
本
語
訳
、
英
語
訳
、
中
国
語
訳
で
読
め
ば
、
さ
ら
な
る
翻
訳
層

を
追
加
し
う
る
。

　こ
の
論
文
の
最
後
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
道
元
に
お
け
る
慧
能
禅
師
の

話
の
解
釈
を
原
文
と
三
つ
の
翻
訳
と
比
較
す
る
。「
佛
性
」
で
は
、
道
元

は
慧
能
禅
師
の
話
を
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
。

　震
旦
第
六
祖
曹
谿
山
大
鑑
禪
師
、
そ
の
か
み
黄
梅
山
に
參
ぜ
し
は
じ

め
、

五
祖
と
ふ
、
な
ん
ぢ
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
よ
り
か
き
た
れ
る
。

六
祖
い
は
く
、
嶺
南
人
な
り
。

五
祖
い
は
く
、
き
た
り
て
な
に
ご
と
を
か
も
と
む
る
。

六
祖
い
は
く
、
作
佛
を
も
と
む
。

五
祖
い
は
く
、
嶺
南
人
無
佛
性
、
い
か
に
し
て
か
作
佛
せ
ん
。

 

（
道
元
全
集1: 18-19

）

　「佛
性
」
で
は
、
道
元
は
禅
宗
の
第
五
祖
弘
忍
と
第
六
祖
慧
能
と
の
最

初
の
遭
遇
を
述
べ
て
い
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
有
名
な
物
語
の
中
で
、
弘
忍
禅
師
は
誕
生
場
所
の
た
め
に
慧
能

世
界
観
、
新
し
い
哲
学
の
創
造
を
示
唆
す
る
。

　哲
学
の
論
文
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
と
筆
者
は
思

う
。
も
し
、
未
知
の
文
脈
か
ら
取
っ
た
テ
キ
ス
ト
、
ま
た
は
異
な
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
表
す
テ
キ
ス
ト
を
読
む
時
、
テ
キ
ス
ト
に
導
入
さ
れ
た
概
念

は
自
分
の
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
に
同
化
さ
れ
な
い
と
、
学
習
の
場
合
に
は
、

自
分
の
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
が
広
が
り
変
形
す
る
機
会
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
新
し
い
イ
デ
ア
を
拒
否
す
る
こ
と
も
可
能
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
読
者
は
読
書
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
既
存
の
信
念
が
確

認
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
本
当
の
学
習
な
ら
ば
、
読
者
の
考

え
方
が
変
化
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
の
実
行
は

作
家
の
立
場
と
読
者
の
立
場
と
の
地
平
融
合
（H

orizontsverschm
elzung

）

に
よ
っ
て
、
概
念
を
本
来
の
文
化
的
な
文
脈
か
ら
脱
文
脈
化
し
、
新
し
い

文
脈
に
再
文
脈
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
意
味
を
創
造
す
る
こ
と

に
な
る
。

　そ
れ
で
、
哲
学
は
あ
る
意
味
で
、
翻
訳
の
活
動
と
し
て
理
解
で
き
る
。

実
は
、
言
語
と
言
語
と
の
間
に
あ
る
翻
訳
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
認
知
ス

キ
ー
マ
」
と
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
と
の
間
に
も
翻
訳
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

哲
学
的
「
理
解
」
と
は
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
意
味
で
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
と
い
う
こ
と
も
言
語
と
し
て
理
解
し
た

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
と
は
翻
訳
と
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
し
、
翻

訳
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　本
稿
で
紹
介
さ
れ
た
哲
学
の
理
解
を
例
示
す
る
た
め
に
道
元
の
『
正
法

眼
蔵
』
の
「
佛
性
」
の
翻
訳
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
前
掲
論
文
「
比
較
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　（1
）
『
六
祖
壇
經
』
の
中
で
は
「
惠
能
對
曰
。
弟
子
是
嶺
南
新
州
百
姓
。
遠
來
禮
師
。

惟
求
作
佛
。
不
求
餘
物
。
祖
言
。
汝
是
嶺
南
人
。
又
是
獦
獠
。
若
為
堪
作
佛
。
惠

能
曰
。
人
雖
有
南
北
。
佛
性
本
無
南
北
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（T 48.2008.348

）。

（G
ereon Kopf

　宗
教
学
・
比
較
哲
学
、
ル
タ
ー
大
学
教
授
）

禅
師
を
作
佛
す
る
可
能
性
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
し
か
し
、
道
元
は
『
景

德
傳
燈
錄
』
に
お
け
る
右
に
引
用
さ
れ
た
言
葉
に
「
嶺
南
人
、
無
佛
性
と

な
り
」
を
加
え
て
（
道
元
全
集
１
：
19
）、
そ
し
て
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
「
嶺

南
人
無
佛
性
」
を
「
嶺
南
人
が
佛
性
が
な
い
こ
と
」
よ
り
「
嶺
南
人
の
無

佛
性
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
道
元
は
大
乗
仏
教
の

「
佛
性
」
と
い
う
概
念
を
「
有
佛
性
」
と
「
無
佛
性
」
と
の
「
相
互
関
係
」

と
し
て
櫓
櫂
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
原
文
と
は

大
き
く
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
普
通
の
現
代
日
本
語
訳
と
英

語
訳
も
そ
う
い
う
新
し
い
解
釈
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
元
学
者
の

何
燕
生
が
行
っ
た
中
国
語
訳
と
玉
城
康
四
郎
の
現
代
語
訳
で
は
道
元
が
創

造
し
た
意
味
を
表
現
し
て
は
い
る
が
、
道
元
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

　道
元
を
比
較
哲
学
者
の
例
と
し
て
取
り
扱
う
と
、
道
元
哲
学
、
と
く
に

彼
が
書
い
た
『
正
法
眼
蔵
』
を
調
査
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
教
訓
が
分
か
る
。

道
元
の
例
と
規
範
に
従
う
と
、
比
較
哲
学
と
は
概
念
の
脱
／
再
文
脈
化
で

新
し
い
意
味
を
創
造
す
る
こ
と
、
言
語
と
言
語
と
の
間
で
考
え
る
と
新
し

い
意
味
を
創
造
す
る
こ
と
、「
認
知
ス
キ
ー
マ
」
と
「
認
知
ス
キ
ー
マ
」

と
の
間
で
考
え
る
と
新
し
い
意
味
を
創
造
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　＊
　本
稿
は
、
コ
プ
フ

　ゲ
レ
オ
ン
「
比
較
哲
学
と
は
何
か
」『
比
較
思
想
研
究
』
第

四
三
号

　二
〇
一
六
年
の
続
編
で
あ
る
。
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