
4 

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
禅
仏
教
、
西
田
哲
学
は
、

三
者
が
結
び
つ
い
て
私
の
五
十
年
近
く
に
な
る
研
究
歴
の
太
い

軸
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
軸
は
持
続
的
な

関
心
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
な
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
か
ら
始
ま
っ
た
私
の
哲
学
研
究

（
一
九
四
九
年
の
卒
業
論
文
は
カ
ン
ト
、
大
学
院
で
の
研
究
課
題

は
ヘ
ー
ゲ
ル
）
は
や
が
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
関
心

を
移
し
た
が
、
禅
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
マ
イ

ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
深
く
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
頃
ま
で
に
私
が
最
も
深
く
影
響
を
う
け
て
い
た
の
は
、

西
谷
啓
治
先
生
の
『
根
源
的
主
体
性
の
哲
学
』（
一
九
四
○
）、『
神

と
絶
対
無
』（
一
九
四
八
）、『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』（
一
九
四
九
）
で

あ
っ
た
。『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
が
著
作
に
な
る
際
の
口
述
筆
記
に
は

私
も
聴
講
し
て
い
た
が
、
先
生
の
話
が
「
毛
穴
に
入
っ
て
く
る
」

よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た
学
部
・
大
学
院
時
代
と
重
な
っ

て
数
年
間
毎
週
一
回
、
毎
回
数
時
間
に
及
ん
で
西
谷
先
生
の
も

と
で
の
私
的
な
研
究
読
書
会
で
ヘ
ー
ゲ
ル
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ

ィ
ー
』
中
の “Logik” 

の
読
み
合
わ
せ
を
し
た
が
、
文
中
に
お
け

る“und”

の
一
語
の
意
義
を
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
か
っ
た
先
生

か
ら
、
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
学

ん
だ
。

一
九
五
九
年
秋
、
ド
イ
ツ
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
留
学
す

る
機
会
が
与
え
ら
れ
、
以
後
三
年
間
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
を

課
題
と
し
、
一
九
六
二
年
秋D

issertation “D
ie G

ottesgeburt 

in der Seele und der D
urchbruch zur G

ottheit: Zw
ei H

aupt-

them
en der M

ystik M
eister Eckharts”

を
提
出
し
た
。
こ
れ
は

序
論 

私
の
思
索―

―

研
究
歴
に
沿
っ
て―

―

上
田
閑
照
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一
九
六
五
年
にG

uetersloher Verlagshaus G
erd M

ohn 

か
ら

単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
、
私
の
始
め
て
の
著
作
と
な
っ
た
。

最
初
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
こ
と
、
そ
れ
も
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
神
秘
主
義
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

そ
れ
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
私
の
研
究
の
内
容
と
思
索
の

仕
方
と
著
作
の
体
裁
と
を
大
き
く
決
定
し
て
い
る
と
自
分
で
は

考
え
て
い
る
。

禅
を
め
ぐ
っ
て
の
始
め
て
著
作
が
出
た
の
は
そ
れ
か
ら
か

な
り
後
、
一
九
七
三
年
で
あ
り
（『
禅
仏
教―
―

根
源
的
人

間
』、
次
の
著
作
（
共
著
）
は
一
九
八
二
年
の
『
十
牛
図―

―

自
己
の
現
象
学
』（
両
書
と
も
筑
摩
書
房
）、
そ
し
て
西
田
哲
学

に
つ
い
て
の
諸
著
作
が
出
始
め
た
の
は
さ
ら
に
後
に
な
っ
て
、

一
九
九
一
年
（『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』
岩
波
書
店
）
か
ら
で
あ

る
（
次
の
著
作
は
一
九
九
四
年
の
『
経
験
と
自
覚―

―

西
田
哲

学
の「
場
所
」を
求
め
て
』岩
波
書
店
）。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
／
禅
／

西
田
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
か
な
り
長
い
経
過
の
時
間
的
順
序
で

次
々
に
私
の
研
究
の
主
題
と
し
て
重
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
際
、

単
に
そ
の
都
度
の
一
時
的
な
事
で
は
な
い
研
究
上
の
連
関
が
成

立
し
て
い
た
。

最
初
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
留
学
中
、
当
時
分
冊
で
か
な
り
刊
行

さ
れ
て
お
り
、
刊
行
が
続
け
ら
れ
て
い
たK

ohlham
m

er

社
の

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
大
全
集
（
ラ
テ
ン
語
著
作
集
／
ド
イ
ツ
語
著
作

集
）
のJ. Q

uint

校
訂
編
集
に
な
る
ド
イ
ツ
語
説
教
集
と
ド
イ

ツ
語
論
述
集
を
基
本
の
資
料
と
し
て
詳
し
く
読
む
に
つ
れ
て
、

私
は
、
か
ね
が
ね
気
が
つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
原
テ
ク
ス
ト
に
禅
の
言
葉
や
定
式
の
ほ
と

ん
ど
直
訳
と
言
え
る
よ
う
な
言
葉
が
多
い
こ
と
に
改
め
て
驚
か

さ
れ
た
。
し
か
しD

issertation

執
筆
中
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅

の
類
似
や
相
異
は
研
究
の
関
心
に
は
入
ら
ず
、
専
ら
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
・
論
述
に
お
け
る
そ
の
思
想
の
性
質
と

構
造
、
殊
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
説
教
の
際
事
実
上
唯
一

の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
魂
と
神
」
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ど
の
よ

う
に
見
、
ど
の
よ
う
に
説
い
た
か
、
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題

と
し
た
。
ラ
テ
ン
語
著
作
中
の
聖
書
注
解
も
分
冊
で
か
な
り
刊

行
が
進
ん
で
お
り
、
こ
れ
も
で
き
る
だ
け
参
照
す
る
よ
う
に
努

め
た
。
そ
の
際
の
基
礎
的
問
題
、
殊
に
ド
イ
ツ
語
説
教
と
ラ
テ

ン
語
著
作
と
の
関
係
、
乃
至
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
神

秘
主
義
と
神
学
・
形
而
上
学
」
を
ど
う
見
る
か
、
さ
ら
に
前
提
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と
な
る
問
題
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
を
見
る

こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
」
な
ど
に
つ
い
て
当
時
考
え
た
こ
と
は
、

後
の
著
作
『
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』（
一
九
八
三
、
現

在
著
作
集
第
七
巻
）
の
な
か
で
、ま
た
論
文
「
中
世
の
神
秘
主
義
」

（
一
九
九
四
、第
八
巻
「
非
神
秘
主
義―

―

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」

に
収
録
）
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。

D
issertation

当
時
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
に
お
い
て
私
に
と

っ
て
特
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語

説
教
集
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
魂
の
う
ち
に
（
父
な
る
）
神
が
そ

の
独
り
子
を
生
む
」
と
い
う
「
誕
生
」
モ
テ
ィ
ー
フ
の
よ
る
教

説
と
「
魂
は
神
を
突
破
し
て
（durchbrechen
）
神
性
の
無
に
徹

す
る
」
と
い
う
「
突
破
」
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ
る
教
説
と
の
、
二

種
類
が
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
。「
誕
生
」
モ
テ
ィ
ー
フ
に
お

い
て
は
魂
の
徹
底
的
な
受
動
性
が
説
か
れ
る
の
に
対
し
て
、「
突

破
」
モ
テ
ィ
ー
フ
で
は
魂
の
激
し
い
能
動
性
が
説
か
れ
る
。
極

端
に
対
照
的
な
表
現
を
あ
げ
れ
ば
、「
誕
生
」
モ
テ
ィ
ー
フ
で
は

「
神
を
受
容
す
る
こ
と
」、「
突
破
」
モ
テ
ィ
ー
フ
で
は
「
神
を
捨

て
る
こ
と
」。
魂
と
神
と
の
「
一
」
が
、「
誕
生
」
モ
テ
ィ
ー
フ

で
は
父
な
る
神
と
子
な
る
神
と
に
通
ず
る
一
つ
の
神
的
生
命
と

し
て
三
一
神
論
の
言
葉
で
説
か
れ
る
の
に
対
し
て
、「
突
破
」
モ

テ
ィ
ー
フ
で
は
「
父
で
も
な
く
子
で
も
な
く
」、「
一
」
そ
の
も

の
、「
一
の
一
」
の
無
相
性
が
説
か
れ
る
。「
誕
生
」
モ
テ
ィ
ー

フ
に
よ
る
教
説
は
基
本
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
伝
統

に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
突
破
」
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ
る
教
説

は
、
教
義
の
定
式
や
神
学
の
枠
付
け
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
自
己
理
解
か
ら
は
外
れ
て
い
る
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
性
質
を
異
に
す
る
二
種
類
の
教
説
が
、

並
行
し
て
、
或
い
は
連
関
が
不
透
明
な
ま
ま
で
組
み
合
わ
さ
れ

て
、
説
教
テ
ク
ス
ト
に
繰
り
返
し
現
れ
て
く
る
事
態
に
面
し
て
、

両
モ
テ
ィ
ー
フ
の
内
的
連
関
そ
の
も
の
の
究
明
が
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
根
本
思
想
を
解
明
す
る
要
に
な
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
基

本
的
に
は
、
魂
が
そ
の
根
柢
を
ど
こ
ま
で
も
究
め
て
ゆ
く
実
存

運
動
の
徹
底
性
に
よ
っ
て
両
モ
テ
ィ
ー
フ
が
接
続
さ
れ
て
い
る

と
見
る
解
釈
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
でD

issertation

執
筆
中
に
参

考
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
か
な
り
多
く
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究

で
は
、
ほ
と
ん
ど
二
種
類
の
教
説
と
は
見
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ

れ
の
み
で
は
な
く
、
私
が
「
突
破
」
モ
テ
ィ
ー
フ
と
見
る
範
囲
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の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
採
り
上
げ
な
い
ま
ま
で
の
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
解
釈
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
言
葉
に
触

れ
て
い
る
場
合
も
、
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
哲
学
史
や
キ
リ
ス
ト
教

思
想
史
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
先
従
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
り
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
の
思
想
の
脈
絡
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
そ

こ
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
性
格
や
特
色
を
照
明
し
よ
う

と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
を
め
ぐ
る
解
釈
の
特
別
な
状
況
が
あ
っ
た
。
一
九
六
○
年
代

当
時
は
ま
だ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
異
端
判
決
を
う
け
た
と
い
う
事

実
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
を
陰
に
陽
に
傾
向
的
に
し
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
こ
の
状
況
は
そ
の
後
次
第
に
変
化
し
、

現
在
で
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。）

し
か
し
今
度
は
、
異
端
判
決
に
い
た
る
歴
史
的
経
過
の
客
観

的
研
究
が
す
す
む
一
方
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
に
お
い
て
は
異

端
判
決
の
事
実
が
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
か
の
ご
と
く
に

軽
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
つ

の
偏
り
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
異
端
判
決
の

事
実
の
意
味
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
性
格
と
を
照
ら
し
合

わ
せ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
が
私
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
理
解
に
お
い
て

次
第
に
大
き
な
関
心
と
な
り
、D

issertation

か
ら
二
十
年
後

の
『
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』（
講
談
社
、
一
九
八
三
）

に
お
い
て
か
な
り
詳
し
く
究
明
論
述
し
て
み
た
。（
こ
の
書
は

一
九
九
八
年
に
改
定
増
補
し
、
現
在
は
『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト―

―

正
統
と
異
端
の
間
を
』
と
し
て
著
作
集
第
七
巻
に
収
録
。
殊
に

そ
の
第
十
二
章
「
異
端
審
問
」
第
十
三
章
「
思
想
の
運
命
」。）

D
issertation

に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
説
教
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
二
種
類
の
教
説
と
、
そ
の
両
者
の
間
の
動
的
連
関

を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
全
体
的
構
造
を
構
想
し
つ
つ

究
明
す
る
こ
と
が
研
究
の
根
本
趣
旨
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
著

作
と
し
て
出
版
さ
れ
る
際
に
新
し
い
事
態
が
加
わ
っ
た
。
日
本

人
に
よ
る
研
究
と
い
う
趣
旨
か
ら
し
て
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と

禅
」
と
い
う
一
章
を
新
し
く
付
録
と
し
て
加
え
て
は
ど
う
か
と

い
う
当
時
の
論
文
審
査
教
官
の
一
人
Ｅ
・
ベ
ン
ツ
教
授
（
教
会

史
、
エ
ッ
ハ
ル
ト
全
集
の
う
ち
の
ラ
テ
ン
語
説
教
集
の
編
集
校

訂
者
）
の
勧
め
に
応
じ
て
、
そ
の
部
分
を
帰
国
後
に
新
し
く
書

い
て
送
り
、
こ
の
付
録
の
章
（”M

eister Eckhart im
 Vergleich 

m
it  dem

 Zen-Buddhism
us” 

と
い
う
標
題
で
最
後
に
置
か
れ
て

い
る
）
を
含
め
て
出
版
さ
れ
た
の
が
一
九
六
五
年
で
あ
る
。
こ
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の
章
は
そ
の
二
年
後
に
、日
本
語
で
発
表
し
た「
禅
と
神
秘
主
義
」

（
一
九
六
七
、
著
作
集
第
八
巻
「
非
神
秘
主
義―

―

エ
ッ
ク
ハ
ル

と
禅
」
に
収
録
）
の
原
形
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
書
の
出
版
以
来
か
な
り
長
い
間
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
神

学
、
哲
学
、
宗
教
学
、
中
世
ド
イ
ツ
文
学
な
ど
の
領
域
で
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
に
関
心
を
も
つ
研
究
者
た
ち
か
ら
多
く
の
コ
メ
ン
ト

が
様
々
な
形
で
寄
せ
ら
れ
た
が
、
問
題
の
焦
点
は
、「
突
破
モ
テ

ィ
ー
フ
」
と
し
て
私
が
と
り
だ
し
た
教
説
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
研
究
上
貴
重
な
交
流
に
な
っ
た
が
、
多
く
の
場
合
、

評
者
の
側
か
ら
見
た
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」（
評
者
自
身
の
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
理
解
と
「
禅
」
な
る
も
の
へ
の
イ
メ
ー
ジ
）
が
コ

メ
ン
ト
の
方
向
を
決
定
し
て
い
た
。
こ
の
書
で
の
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
研
究
自
体
は
元
来
禅
を
含
め
た
も
の
で
は
な
く
、
禅
を
視
野

に
入
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
別
に
付
け
足
し
た
「
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
が
、
読
者
の
関
心
を
引
い
た
だ
け
で
な
く
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
に
お
け
る
私
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て

受
け
取
ら
れ
、
中
に
は
、「
突
破
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
際
立
て
る
仕

方
は
上
田
に
よ
る
禅
的
解
釈
だ
と
す
る
コ
メ
ン
ト
も
現
れ
た
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
の
以
前
か
ら
私
が
触
れ
て
い
た
禅
の
事
柄

が
、
私
に
お
け
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
解
釈
の
地
平
の
形
成
に
お
の

ず
か
ら
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
所
謂
過
激
な
言
葉
に
し
て
も
、
私
に
は
最
初
か
ら

実
存
の
あ
り
方
と
し
て
あ
り
得
る
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
（
こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
め
ぐ
っ
て
の
私
の
研
究
歴

の
叙
述
と
と
も
に
著
作
集
第
七
巻「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」の
後
語「
解

釈
の
葛
藤
の
中
で
」
に
お
い
て
具
体
的
に
触
れ
て
お
い
た
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
経
過
の
う
ち
で
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
研
究
者
た
ち
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
に
挑
発
さ
れ
た
よ
う
な

形
で
次
第
に
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
が
付
録
で
な
く
、
私
自

身
に
と
っ
て
の
関
心
事
と
な
り
主
題
化
し
て
き
た
。
以
後
、
機

会
が
与
え
ら
れ
る
折
々
に
、
そ
の
都
度
の
問
題
連
関
か
ら
「
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
の
諸
局
面
へ
の
考
察
を
重
ね
、
発
表
し
て

き
た
。「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅―

―

「
無
と
真
人
」（
一
九
七
九
、

第
八
巻
「
非
神
秘
主
義―

―

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
に
収
録
、

九
七
〜
一
六
九
頁
）
は
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
現
在
ま
で
の
最

も
包
括
的
な
論
述
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の 

“Eckhart und Zen-Buddhism
us, am

 Problem
 ‘Freiheit und 

Sprache ’”
（
一
九
八
六
年
秋
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
神
学
部
で
の
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ヨ
ア
キ
ム
・
ヴ
ァ
ッ
ハ
記
念
講
義
）
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
到

達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
「
自
由
と
言
葉
」
を
強
調
点
と
し
て
詳
し

く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
に
共
に
際
立
っ

て
い
る
「
脱
却
し
て
自
由
（ledig und frei

）」
と
い
う
実
存
の

性
格
の
共
通
性
を
確
認
し
、
一
方
そ
の
実
存
の
自
覚
を
遂
行
す

る
言
葉
お
よ
び
自
覚
の
場
所
に
関
し
て
の
両
者
の
間
の
相
違
を

照
ら
し
出
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
相
違
が
な
に
を
意
味
す
る
か

を
考
究
し
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば
実
存
思
想
を
導
く
共
通
の
原

範
時
と
し
て
の
「
無
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
見
る
と
、
禅
が

端
的
に
「
無
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
神

は
無
で
あ
る
」と
言
う
。或
い
は
自
覚
の
場
所
に
関
し
て
言
え
ば
、

禅
で
は
し
ば
し
ば「
自
然
」が
自
覚
の
場
所
に
な
る
の
に
対
し
て
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
あ
く
ま
で
「
魂
と
神
」
が
自
覚
の
場
所
に

な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
の
線
上

で
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
が
主
題
化
し
て
く
る
と
と
も
に
、

あ
ら
た
め
て
「
禅
」
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
さ
し

当
た
っ
て
は
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
と
い
う
問
題
連
関
の
な

か
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
有
意
義
に
対
比
し
う
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
は
、
禅
を
ど
の
よ
う
に
つ
か
み
直
す
か
と
い
う
問
題
と

な
っ
て
き
た
。
伝
統
的
な
禅
か
ら
は
余
計
な
こ
と
と
言
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
の
以
前
か
ら
私
は
実
存
の
道

と
し
て
伝
統
的
な
禅
に
触
れ
て
い
た
。

私
は
因
縁
に
よ
り
幸
い
に
も
私
に
禅
を
信
ぜ
し
め
た
数
人
の

人
に
出
会
い
親
炙
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
禅
の
道
を
歩
ん
で
い

た
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
禅
が
知
ら
な
か
っ
た
新
し
い
状
況
と

境
位
が
あ
る
。
今
の
場
合
に
即
し
て
言
え
ば
、「
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
と
禅
」
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
問
題
に
な
る
よ
う
な
世
界

に
お
い
て
「
禅
で
生
き
る
」
自
覚
か
ら
し
て
、「
世
界
に
お
け

る
禅
」
の
意
義
の
究
明
が
私
自
身
の
内
発
的
な
課
題
と
な
っ
て

き
た
。
こ
の
場
合
「
世
界
に
お
け
る
禅
」
と
は
、
世
界
の
う
ち

に
与
え
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
事
象
と
し
て
禅
を
客
観
的
に
考
察

す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
世
界
内
存
在
で
あ
る
人
間
と
し

て
禅
で
生
き
る
当
の
主
体
が
、
禅
で
生
き
る
こ
と
を
ど
の
よ
う

な
こ
と
と
し
て
自
覚
す
る
か
、
ま
た
世
界
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
意
義
の
あ
る
こ
と
と
し
て
自
覚
す
る
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

人
間
存
在
の
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
が
禅
と
言
わ
れ
る
も
の
な
の

か
、
は
っ
き
り
自
覚
的
に
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
の
面
前
で
テ
ー
ブ

ル
を
ガ
タ
ガ
タ
揺
す
り
動
か
し
て
「
こ
れ
が
禅
だ
」
と
言
っ
た

鈴
木
大
拙
は
、
一
方
久
松
真
一
（
抱
石
庵
）
へ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
か
ら
の
手
紙
（
一
九
五
四
年
一
月
一
三
日
付
）
で
「
禅
は
世

界
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
修
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
し
っ
か
り
し

た
思
想
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
り
よ
が
り
で
は
い
け

な
い
」
と
言
う
（
因
み
に
大
拙
の
存
在
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
禅
の
歴
史
と
世
界
の
歴
史
と
の
交
わ
る
時
点
・
地
点
を

な
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
）。
思
想
な
ら
ざ
る

「
ガ
タ
ガ
タ
」
が
世
界
に
お
い
て
思
想
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
そ

の
場
合
ど
の
よ
う
な
「
思
想
」
と
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、大
拙
の
言
う
意
味
で
の
「
思
想
」
と
い
う
こ
と
が
、

私
自
身
の
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
伝
統
的
な
「
行
」
と
し
て
は
、

「
黙
っ
て
坐
れ
（
坐
禅
）」、
こ
れ
で
尽
き
て
い
る
。
坐
禅
に
つ
い

て
語
る
こ
と
は
坐
禅
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
世

界
に
お
け
る
禅
の
自
覚
と
し
て
は
、「
黙
っ
て
坐
り
」
つ
つ
、
同

時
に
、「
黙
っ
て
坐
る
」
と
い
う
こ
と
が
人
間
存
在
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
義
の
あ
る
こ
と
か
を
言
葉
で
言
え
る
よ
う
な
仕
方

で
自
覚
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅
の
道
に
お
い
て
途

中
途
上
で
あ
る
私
は
、
し
た
が
っ
て
、
正
反
対
の
方
向
に
な
る

二
つ
の
要
求
の
も
と
に
あ
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も―

―

い
わ
ば「
世

界
」
を
抜
け
て―

―

「
黙
っ
て
坐
る
」
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
と
、

逆
に
、そ
の
意
義
の
自
覚
に
な
る
よ
う
な
世
界
地
平
で
の「
思
想
」

を
展
開
す
る
こ
と
と
。
後
者
の
方
向
に
お
い
て
禅
を
つ
か
み
直

そ
う
と
す
る
思
想
の
努
力
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
主
と
し
て

研
究
上
の
関
心
を
表
に
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

が
、
世
界
に
お
け
る
禅
の
意
義
に
光
を
当
て
う
る
西
洋
世
界
か

ら
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
光
源
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
私
に
と
っ

て
新
し
い
事
態
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
禅
に
触
れ
て
書
い
た
の
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
の
著
作
へ
の
付
録
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」

（
ド
イ
ツ
語
、
一
九
六
五
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
禅
を
主
題
に

し
て
書
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
禅
を
主
題
に
し
て
書
い
た

も
の
は
同
じ
く
一
九
六
五
年
ス
イ
ス
で
発
表
さ
れ
た“D

er Zen-

Buddhism
us als N

icht-M
ystik”

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
を
鏡
に
し
て
禅
の
根
本
性
格
を
「
非―

神
秘
主
義
」
と
規

定
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
因
み
に
こ
の
「
非―

神

秘
主
義
」
と
い
う
術
語
は
、
そ
の
後
三
○
年
以
上
も
経
っ
て
か
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ら
、
私
自
身
に
と
っ
て
に
わ
か
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
重
要
な

言
葉
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
著
作
集
第
八
巻
「
非
神
秘
主
義

―
―

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」、
こ
と
に
後
語
「
神
秘
主
義
と
非
神

秘
主
義
」
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
少
し
ず
つ
禅
を
主
題
に
し
て
書
く
こ
と

が
始
ま
り
、
重
な
っ
て
き
た
が
、
も
と
も
と
世
界
に
お
い
て
禅

を
自
覚
し
直
す
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
か
ら
（
ま
た
多
く
の
場

合
ド
イ
ツ
語
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
趣
旨
の

実
現
の
援
け
に
な
っ
た
）、
実
存
の
道
に
お
い
て
伝
統
的
に
与
え

ら
れ
た
禅
を
叙
述
す
る
の
で
は
な
く
、「
世
界
内
存
在
」、「
経
験
」、

「
経
験
と
言
葉
」、「
身
体
」、「
我
と
汝
（
間
主
体
性
）」
な
ど
人

間
存
在
に
と
っ
て
の
基
本
的
事
態
の
場
面
で
禅
が
ど
の
よ
う
に

自
分
自
身
を
示
し
て
く
る
か
を
、
禅
の
古
典
的
テ
ク
ス
ト
が
提

出
す
る
実
例
か
ら
私
自
身
の
経
験
を
通
し
て
読
み
取
り
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
禅
が
人
間
存
在
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を

も
つ
か
を
考
察
考
究
す
る
と
い
う
仕
方
で
「
禅
」
論
を
重
ね
て

い
っ
た
。

最
初
の
「
禅
」
論
集
（
一
九
七
三
、
筑
摩
書
房
）
の
『
禅―

―

根
源
的
人
間
』
と
い
う
標
題
、「
十
牛
図
」
の
最
初
の
講
述

（
一
九
八
三
、
筑
摩
書
房
）
の
『
十
牛
図―

―

自
己
の
現
象
学
』

と
い
う
標
題
、ず
っ
と
後
の「
禅
」論
集（
一
九
九
七
、筑
摩
書
房
）

の
『
こ
と
ば
の
実
存―

―

禅
と
文
学
』
と
い
う
標
題
、
再
度
の

「
十
年
図
」
の
講
述
（
二
○
○
二
、
大
法
輪
閣
）
の
『
十
牛
図
を

歩
む―

―

真
の
自
己
へ
の
道
』
と
い
う
標
題
は
、
わ
れ
な
が
ら
、

み
な
そ
の
趣
旨
の
表
れ
と
な
っ
て
い
る
。（
著
作
集
の
う
ち
で
は
、

こ
れ
ら
の
著
作
は
一
旦
解
体
さ
れ
分
け
ら
れ
、
再
編
集
さ
れ
て

そ
れ
ぞ
れ
第
四
巻
「
禅―

―

根
源
的
人
間
」、
第
五
巻
「
禅
の
風

景
」、第
六
巻
「
道
程―

―

十
牛
図
を
歩
む
」
お
よ
び
第
八
巻
「
非

神
秘
主
義―

―

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
の
う
ち
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
各
巻
の
趣
旨
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
後
語
」
参
照
。）

以
上
の
よ
う
な
「
禅
」
論
は
、
そ
の
方
法
的
な
基
本
的
性
格

か
ら
す
れ
ば
、
人
間
存
在
論
に
む
け
て
の
「
禅
」
の
実
存
解
釈

学
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
と
い
う
こ
と
は
、私
の「
禅
」

論
の
あ
り
方
は
お
の
ず
か
ら
哲
学
に
近
い―

―

「
禅
」
思
想
と

哲
学
と
の
間
の
質
と
レ
ヴ
ェ
ル
の
相
違
を
挟
ん
で
の
響
き
合
い

を
含
ん
で
、
哲
学
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
世
界
に
お
い
て
禅
を
人
間
の
事
と
し
て
自
覚
す

る
と
い
う
、
私
に
与
え
ら
れ
た
世
界
内
状
況
か
ら
の
課
題
に
応
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じ
て
で
あ
っ
た
が
（「
十
牛
図
」
を
「
自
己
の
現
象
学
」
と
し
て

読
む
こ
と
も
、
も
と
も
と
、
一
九
七
○―

七
一
年
マ
ー
ル
ブ
ル

ク
大
学
で
の
客
員
講
義
に
お
い
て
試
み
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
第

六
巻
の
「
後
語
」
参
照
）、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
思
わ
ぬ
事
情

に
よ
っ
て
、
Ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル
ノ
ー
（Tübingen

）
と
の
交
流
の

う
ち
で
「
こ
れ
で
よ
し
」
と
思
え
る
よ
う
な
方
法
的
確
認
が
与

え
ら
れ
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　

京
都
大
学
文
学
部
で
宗
教
学
の
講
座
を
担
当
す
る
前
の
一

○
年
間
、
私
は
同
大
学
教
育
学
部
に
勤
務
し
て
い
た
。
全
く

予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
六
年
一
○
月

か
ら
突
然
教
育
人
間
学
の
講
座
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

元
の
「
教
育
哲
学
」
講
座
が
、
教
育
を
め
ぐ
っ
て
の
諸
学
の

基
礎
学
と
し
て
「
人
間
存
在
の
哲
学
」
を
講
ず
る
と
い
う
趣

旨
か
ら
改
名
さ
れ
た
講
座
で
あ
る
。
勤
め
は
じ
め
て
す
ぐ
に
、

「
教
育
学
に
お
け
る
人
間
学
的
考
察
方
法
（anthropologische 

B
etrachtungsw

eise

）」
の
主
唱
者
で
あ
る
ボ
ル
ノ
ー
が
客
員
教

授
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
そ
の
五
回
連
続
の
講
義
の
通
訳
を
勤
め

た
。
こ
の
時
に
始
ま
っ
た
交
流
は
そ
の
後
も
長
く
続
き
、
ボ
ル

ノ
ー
の
「
人
間
学
的
考
察
方
法
」
か
ら
私
は
大
き
な
影
響
を
受

け
て
い
る
と
思
う
。「
教
育
」
と
い
う
事
象
を
そ
の
ま
ま
研
究
対

象
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、「
教
育
」
と
い
う
事
象
が
人
間
存
在

に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
り
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
人
間

存
在
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
か
、
人
間
存
在

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
「
教
育
」
と
い
う
事
態

が
成
立
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
「
教
育
」
と
い
う
事

象
を
一
つ
の
イ
ン
デ
ク
ス
に
し
て
そ
の
基
礎
に
あ
る
人
間
存
在

の
構
造
を
構
想
し
、
そ
こ
か
ら
「
教
育
」
を
位
置
づ
け
そ
の
意

義
を
理
解
し
て
ゆ
く
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
構
想
さ
れ
た
人
間

存
在
の
構
造
を
特
定
の
事
象
に
よ
っ
て
事
実
的
に
検
証
す
る
こ

と
に
も
な
る
。
私
が
禅
を
人
間
の
事
と
し
と
ら
え
直
そ
う
と
し

て
き
た
こ
と
は
、
ボ
ル
ノ
ー
の
こ
の
よ
う
な
「
人
間
学
的
考
察

方
法
」
と
手
続
き
の
う
え
で
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
私
が
状
況

の
要
求
の
応
じ
て
歩
ん
で
い
た
道
が
方
法
と
し
て
学
的
に
確
認

さ
れ
た
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。

禅
を
人
間
の
事
と
し
て
見
る
と
い
う
仕
方
か
ら
生
ま
れ
て
現

在
に
至
る
ま
で
人
間
存
在
の
理
解
に
と
っ
て
持
続
的
な
基
礎
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
七
○―

七
一
年
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で

の
講
義
の
際
に
始
め
て
試
み
、
そ
の
後
繰
り
返
し
試
み
た
「
十
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牛
図
」
の
第
八
／
第
九
／
第
一
○
の
三
図
の
解
釈
で
あ
る
。
禅

的
三
図
を
人
間
の
事
と
し
て
解
釈
し
て
そ
こ
に
見
出
し
た
連
関

が
、
翻
っ
て
、
禅
を
解
釈
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ

自
身
人
間
存
在
の
基
礎
的
構
造
と
い
う
相
を
あ
ら
は
し
、
今
度

は
そ
こ
か
ら
人
間
の
様
々
な
基
礎
的
事
態
（
例
え
ば
「
人
間
と

超
越
」、「
人
間
と
自
然
」、「
人
間
と
人
間
」、
或
い
は
ま
た
「
経

験
と
言
葉
」
の
問
題
な
ど
）
を
理
解
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
三
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
し
て
八
・
九
・
十
の
順
序
と
ま

た
相
互
の
連
関
に
お
い
て
、
真
の
自
己
と
自
己
の
「
於
て
あ
る

場
所
」
と
を
同
時
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、「
場
所
」
と

場
所
に
於
て
あ
る
「
自
己
」
と
を
一
つ
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
（
何

故
な
ら
、
真
の
自
己
は
自
己
の
於
て
あ
る
場
所
に
真
に
開
か
れ

て
い
る
か
ら
）。
三
図
は
真
の
自
己
の
三
相
を
示
し
て
い
る
と

同
時
に
真
の
自
己
の
於
て
あ
る
三
つ
の
場
所
（
絶
対
無
／
自―

然
／
人―

間
）、
重
な
り
合
っ
て
い
る
三
つ
の
場
所
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
八
図
の
示

す
と
こ
ろ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
無
」
お
よ
び
ニ
ー
チ
ェ
の

「
無
」、
第
九
図
の
示
す
と
こ
ろ
は
例
え
ば
「
バ
ラ
は
何
故
な
く

あ
る
」
と
歌
う
ア
ン
ゲ
ル
ス
・
ジ
レ
ジ
ウ
ス
の
「
自
然
」
と
、

第
十
図
は
ブ
ー
バ
ー
の
「
我
と
汝
」
と
、
人
間
の
事
を
め
ぐ
っ

て
世
界
精
神
史
・
思
想
史
の
地
平
で
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
。
第
八
／
第
九
／
第
一
○
の
三
図
に
つ
い
て
の
詳
し
い

論
述
は
柳
田
聖
山
氏
と
の
共
著
（
柳
田
氏
は
テ
ク
ス
ト
担
当
、

上
田
は
解
釈
担
当
）『
十
年
図
、
自
己
の
現
象
学
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
二
）
に
お
い
て
試
み
た
（
上
田
担
当
の
部
は
著
作
集
第

六
巻
「
道
程
、「
十
牛
図
」
を
歩
む
」
の
第
二
部
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
。
殊
に
二
三
○
〜
二
四
三
頁
）。

教
育
学
部
で
人
間
学
講
座
を
担
当
し
た
一
○
年
の
間
、
講
義

お
よ
び
演
習
で
は
主
と
し
て
カ
ン
ト
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ヤ
ス
パ

ー
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ブ
ー
バ
ー
、
ボ
ル
ノ
ー
、
西
田
哲
学
な
ど

に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
哲
学
を
構
想
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は

現
在
で
も
私
の
思
索
の
授
け
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
禅
を
主
題
と
し
禅
を
人
間
の
事
と
し
て
人
間

存
在
論
に
む
け
て
解
釈
す
る
仕
方
で
の
考
究
か
ら
、
や
が
て
転

じ
て
、
禅
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
的

思
索
的
伝
統
を
通
じ
て
の
哲
学
的
な
人
間
存
在
論
の
構
想
そ
の

も
の
が
主
題
的
関
心
と
な
り
、
学
的
な
中
心
課
題
に
な
っ
て
き

た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
西
田
哲
学
が
以
後
の
思
索
に
と
っ
て
持
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続
的
な
導
き
と
な
っ
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

鈴
木
大
拙
が
世
界
に
お
け
る
禅
思
想
家
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

西
田
幾
多
郎
は
大
拙
と
禅
を
通
し
て
目
配
せ
し
な
が
ら
、
哲
学

者
で
あ
っ
た
。
最
初
の
著
作
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
の
成

立
の
準
備
に
な
っ
た
約
一
○
年
の
間
、
西
洋
哲
学
の
熱
心
な
研

究
と
並
行
し
て
徹
底
的
な
禅
の
実
践
が
あ
っ
た
が
、
西
田
幾
多

郎
は
自
分
の
課
題
を
初
め
か
ら
自
覚
的
に
哲
学―

―

当
時
ま
だ

妥
当
し
て
い
た
「
全
体
の
学
」、「
主
体
の
学
」、「
自
覚
の
学
」

と
し
て
の
哲
学
に
置
い
て
い
た
。
西
田
の
哲
学
に
と
っ
て
も
禅

は
重
要
な
事
象
で
あ
っ
た
が
、
西
田
自
身
の
課
題
は
従
来
西
洋

の
哲
学
に
お
い
て
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
人
間
の
様
々

な
事
象
、
例
え
ば
東
洋
の
伝
統
が
伝
え
て
き
た
極
限
的
事
象
で

あ
る
禅
を
も
視
野
に
入
れ
て
世
界
理
解
・
自
己
理
解
を
新
し
く

展
開
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
営
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
異
な

っ
た
伝
統
の
「
間
」
に
身
を
お
い
て
、
相
互
の
異
性
に
引
き
裂

か
れ
る
よ
う
に
し
て
磁
場
と
な
っ
た
そ
の
「
間
」
か
ら
世
界
を

一
つ
に
し
得
る
よ
う
な
（
一
方
か
ら
他
方
の
支
配
や
併
呑
で
は

な
く
、
異
な
る
原
理
の
異
性
が
相
互
の
豊
か
さ
に
な
る
よ
う
な
）

新
し
い
世
界
原
理
を
投
企
し
、
そ
の
世
界
で
の
実
存
の
可
能
性

を
追
究
し
よ
う
と
す
る
思
索
の
努
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
西

田
に
は
既
成
の
哲
学
的
手
だ
て
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

西
田
自
身
も
行
じ
た
と
こ
ろ
の
グ
ル
ッ
と
円
（
一
円
相
）
を
画

い
て
根
源
を
丸
出
し
に
す
る
よ
う
な
東
洋
の
精
神
的
文
法
も
、

ま
た
限
定
さ
れ
た
定
義
に
よ
っ
て
連
関
づ
け
ら
れ
た
概
念
組
織

を
基
礎
に
す
る
西
洋
の
哲
学
的
文
法
も
、
い
ず
れ
も
そ
の
ま
ま

で
は
、
東
西
を
包
ん
だ
一
つ
の
新
し
い
世
界
を
投
企
し
つ
つ
そ

の
可
能
的
世
界
で
の
実
存
を
導
く
思
索
の
道
に
は
な
ら
な
か
っ

た
。
西
田
は
文
法
の
な
い
言
葉
を
語
り
つ
つ
、
語
り
つ
つ
文
法

を
見
い
だ
そ
う
と
工
夫
し
な
が
ら
、「
つ
る
は
し
で
岩
山
を
穿
っ

て
ゆ
く
」
よ
う
に
思
索
し
て
い
っ
た
。
西
田
の
哲
学
論
文
の
難

解
さ
は
根
本
的
に
は
思
索
の
こ
の
よ
う
な
境
位
に
由
来
す
る
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
（「
西
田
哲
学
を
読
む
難
し
さ
」
一
九
九
三
、

著
作
集
第
一
巻
の
所
収
、
三
○
九
〜
三
一
八
頁
）。

西
田
哲
学
と
の
取
り
組
み
に
お
い
て
、私
は
、最
初
の
著
作『
善

の
研
究
』
の
本
文
冒
頭
で
提
出
さ
れ
る
「
純
粋
経
験
」
に
躓
き
、

徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
。「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
主

も
な
く
客
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
提
出
さ
れ
て
い
る
「
純
粋

経
験
」
そ
の
も
の
に
躓
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
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私
に
は
親
し
い
事
柄
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の
「
純
粋
経
験
」
そ

の
も
の
に
も
哲
学
的
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
経
験
は
言
葉

に
導
か
れ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
力
的
な
哲
学
的
見
解

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
間
題
よ
り
も
私
が
躓
い
た

の
は
、「
色
を
見
、昔
を
聞
く
刹
那
、未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
」、

即
ち
言
葉
を
奪
わ
れ
言
葉
世
界
が
突
破
さ
れ
る
こ
の
「
純
粋
経

験
」
と
、「
純
粋
経
験
」
を
「
根
底
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
著
作

『
善
の
研
究
』
と
い
う
言
語
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
体
裁
と
の
落
差

で
あ
る
。「
経
験
と
言
葉
」の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
私
は「
純
粋
経
験
」

と
そ
の
「
自
発
自
展
」
と
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
何
か
わ
か
っ
た
と
い
う
感
じ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た

の
は
、二
回
連
続
で
雑
誌
『
思
想
』
に
掲
載
し
た
長
編
論
文
「
経

験
と
自
覚
」
を
書
い
て
か
ら
で
あ
る
（
一
九
八
五
年
一
二
月
／

一
九
八
六
年
六
月
、
著
作
集
第
二
巻
収
録
、
一
四
三
〜
二
六
一

頁
）。
ま
た
「
純
粋
経
験
」
と
そ
の
「
自
発
自
展
」
で
あ
る
『
善

の
研
究
』
の
な
か
に
西
田
の
思
索
の
そ
れ
以
後
の
展
開
が
す
で

に
予
描
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
（「
純
粋
経
験
と
自
覚
と
場
所
」、

『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
に
収
録
、

著
作
集
第
二
巻
二
六
三
〜
二
九
二
頁
）。

と
こ
ろ
で
、『
善
の
研
究
』
へ
の
準
備
に
な
っ
た
西
洋
哲
学
の

勉
強
の
時
期
は
そ
れ
と
重
な
っ
て
同
時
に
西
田
が
禅
の
実
修
に

打
ち
込
ん
だ
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
、
禅
と
『
善
の
研
究
』
の

哲
学
と
の
間
に
或
る
関
わ
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
西
田
自
身
も
「
自
分
の
哲
学
の
背
後
に
禅

的
な
る
も
の
が
あ
る
」
と
認
め
て
い
る
（
西
谷
啓
治
へ
の
書
簡
、

昭
和
一
八
年
二
月
一
九
日
付
）
の
で
あ
る
が
、『
善
の
研
究
』
の

立
場
の
成
立
に
お
け
る
「
禅
と
哲
学
」
の
動
的
な
関
わ
り
（
元

来
は
性
質
上
反
発
し
合
う
禅
と
哲
学
、
単
純
化
す
れ
ば
、「
考
え

る
な
」
と
言
う
禅
と
「
考
え
よ
」
と
言
う
哲
学
と
の
質
の
断
絶

を
は
さ
ん
だ
関
わ
り
）
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
。
そ

の
実
際
の
動
態
は
ほ
と
ん
ど
究
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
は

こ
の
点
に
も
非
常
に
こ
だ
わ
り
、
解
明
に
努
め
た
。
そ
れ
は
、

哲
学
し
な
が
ら
禅
の
道
を
歩
む
私
自
身
の
事
態
の
問
題
性
と
も

重
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、『
善
の
研
究
』
の
序

で
西
田
が
そ
の
立
場
を
表
明
し
た
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在

と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
文
章
に
「
禅
と

哲
学
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
わ
り
の
軌
跡
が
表
れ
て
い
る
と

見
る
よ
う
に
な
り
、
解
明
の
て
が
か
り
が
得
ら
れ
た
。
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「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た

い
」と
い
う
哲
学
の
立
場
の
表
明（
こ
れ
を
Ｃ
レ
ヴ
ェ
ル
と
す
る
）

の
う
ち
に
は
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
（
言
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
言
」
は
哲
学
の
立
場
（
Ｃ

レ
ヴ
ェ
ル
）
に
お
い
て
は
根
本
命
題
（G

rundsatz

）、
す
な
わ

ち
「
哲
学
の
原
理
」
の
位
置
に
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
し

て
独
立
し
う
る
も
の
（
こ
れ
を
Ｂ
レ
ヴ
ェ
ル
と
す
る
）
と
し
て

は
一
句
で
す
べ
て
が
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
根
本
句
」（U

r-Satz

）

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
禅
語
で
「
山
は
山
」
と

言
う
と
き
、
こ
れ
で
す
べ
て
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一

つ
の
「
根
本
句
」
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
純
粋
経
験
が
唯

一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
「
純
粋
経
験
」
と

い
う
こ
と
（
事
）
そ
の
事
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
色
を
身
、
昔
を

聞
く
刹
那
、
主
も
な
く
客
も
な
い
」
と
こ
ろ
の
「
純
粋
経
験
」

は
元
来
、
命
題
、
た
と
え
根
本
命
題
で
あ
っ
て
も
、
命
題
の
一

部
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
命
題
性
そ
の
も
の
を
突
破
す
る
根
源

的
な
出
来
事
で
あ
る
（
事
で
は
あ
る
が
、「
主
も
な
く
客
も
な
い
」

大
き
な「
無
」――

こ
れ
を
Ａ
レ
ヴ
ェ
ル
と
す
る
）。「
純
粋
経
験
」

だ
け
を
Ａ
レ
ヴ
ェ
ル
の
事
と
し
て
と
る
と
、
こ
れ
は
禅
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
に
し
ば
し
ば
表
れ
て
い
る
「
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
た

そ
の
時
に
悟
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
出
来
事
と
同
質
の
出
来
事

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
Ａ

レ
ヴ
ェ
ル
、
Ｂ
レ
ヴ
ェ
ル
、
Ｃ
レ
ヴ
ェ
ル
が
Ｃ
レ
ヴ
ェ
ル
に
た

た
み
込
ま
れ
て
西
田
の
哲
学
の
立
場
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
た
た
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
掘
り
起
こ

し
て
「
Ａ―

Ｂ―

Ｃ
」
連
関
と
し
て
表
明
的
に
立
体
化
し
、
そ

の
連
関
を
な
す
動
性
の
再
活
性
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
な

ら
ば
、『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
哲
学
の
立
場
の
成
立
に
働
い
た

「
禅
と
哲
学
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
え
る
も
の
に
な
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
『
善
の
研
究
』
に
局
限
さ
れ
る
事

柄
で
は
な
く
、
総
じ
て
禅
と
西
洋
の
精
神
史
・
思
想
史
の
屋
台

骨
を
な
し
て
き
た
哲
学
と
の
「
世
界
」
歴
史
上
始
め
て
の
関
わ

り
の
意
義
と
更
な
る
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
こ
れ
に
は
綿
密
に
し
て
具
体
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
り
、

何
度
か
「
Ａ―

Ｂ―

Ｃ
」
連
関
の
叙
述
を
試
み
（
一
九
七
六
年
、

一
九
九
四
年
、
一
九
九
八
年
）、
著
作
集
第
五
巻
に
含
ま
れ
て
い

る
「
禅
と
哲
学
」（
五
一
〜
一
○
五
頁
）
が
現
在
ま
で
の
最
終
的

な
論
述
に
な
っ
て
い
る
。

TZ 4 Ueda0.indd   16 2005/06/13   14:05:29



7 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

「
Ａ―
Ｂ―

Ｃ
」
連
関
に
お
い
て
、
Ａ
か
ら
Ｂ
、
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ

の
方
向
は
禅
か
ら
出
発
し
て
禅
が
展
開
す
る
方
向
。
こ
の
方
向

で
は
、「
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
」
は
伝
統
的
な
禅
固
有
の
運
動
と
し
て
遂

行
さ
れ
て
き
た
が
、「
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
」
の
展
開
は
参
禅
者
に
し
て

哲
学
者
で
あ
っ
た
西
田
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
遂
行
さ
れ
た
。
逆

方
向
の
Ｃ
か
ら
Ｂ
へ
、
Ｂ
か
ら
Ａ
へ
は
哲
学
か
ら
出
発
し
て
哲

学
が
そ
の
第
一
原
理
を
探
究
し
て
根
源
へ
と
遡
る
方
向
。
こ
の

方
向
で
は
、「
Ｃ
か
ら
Ｂ
へ
」
は
西
洋
の
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て

繰
り
返
し
遂
行
さ
れ
て
き
た
が
、「
Ｂ
か
ら
Ａ
へ
」
の
遡
源
は
、

哲
学
者
に
し
て
参
禅
者
で
あ
っ
た
西
田
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
遂

行
さ
れ
た
。
こ
の
両
方
向
の
運
動
が
連
動
し
て
成
立
し
た
と
こ

ろ
か
ら
『
善
の
研
究
』
に
始
ま
る
西
田
の
哲
学
が
生
ま
れ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
（
そ
の
運
動
の
具
体
性
と
意
義
に
つ
い
て

詳
し
く
は
「
禅
と
哲
学
」
参
照
）。

こ
の
「
Ａ―

Ｂ―

Ｃ
」
連
関
は
『
善
の
研
究
』
の
立
場
を
表

明
す
る
西
田
の
言
葉
か
ら
読
み
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
田
に

お
け
る
哲
学
の
成
立
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

次
第
に
こ
の
連
関
そ
の
も
の
は
西
田
哲
学
理
解
に
限
ら
ず
モ
デ

ル
と
し
て
よ
り
広
い
射
程
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
禅
に
即
し
て
見
れ
ば
、「
禅
／
禅
思
想
（
大
拙
）
／
哲

学（
西
田
）」と
い
う
連
関
と
な
り
、目
を
西
洋
に
転
じ
て
見
る
と
、

「
生
と
学
」、「
信
仰
と
神
学
」、「
啓
示
神
学
と
自
然
神
学
」、「
神

秘
主
義
と
形
而
上
学
」、「
宗
教
と
哲
学
」、
さ
ら
に
は
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
お
け
る
「
詩
作
と
思
索
」
な
ど
の
位
置
づ
け
と
意
義
を
量

り
う
る
基
本
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、さ
ら
に
、理
解
の
た
め
の
モ
デ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、

よ
り
根
本
的
に
、
人
間
存
在
の
自
覚
そ
の
も
の
、
な
い
し
自
覚

と
し
て
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
動
的
な
全
構
造
と
し
て
の「
覚

（
Ａ
）―

自
覚
（
Ｂ
）―

自
己
・
世
界
理
解
（
Ｃ
）」
と
い
う
相

を
現
し
、
人
間
存
在
論
の
哲
学
の
基
軸
に
も
な
っ
て
き
た
。

「
純
粋
経
験
／
自
覚
／
場
所
」
を
土
台
と
し
て
さ
ら
に
展
開
し

て
ゆ
く
西
田
の
「
場
所
」
論
に
つ
い
て
は
、
第
三
巻
「
場
所
」

第
一
部
の
「
自
覚
の
立
場
」、「
場
所
の
立
場
」、「「
場
所
」
再
論

―
―

「
現
実
の
世
界
」
へ
」、
こ
と
に
こ
の
「
場
所
」
再
論
に
お

い
て
叙
述
・
論
述
し
た
。

以
上
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
／
禅
／
西
田
哲
学
と
い
う
研
究
の
経

歴
を
辿
り
つ
つ
、
そ
の
脈
絡
の
要
所
要
所
に
お
け
る
根
本
関
心

を
想
起
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
／
禅
／
西
田
哲
学
を
経
る
こ
と
に
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よ
っ
て
開
か
れ
て
き
た
思
索
空
間
の
模
様
を
描
い
て
み
た
。
そ

の
空
間
は
、
基
本
的
に
は
、
宗
教
的
実
存
と
哲
学
的
思
索
の
質

を
異
に
し
た
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
間
」
と
、
西
欧
の
思
索
の

伝
統
と
東
ア
ジ
ア
の
精
神
的
伝
統
（
禅
が
そ
の
一
つ
の
極
限
態

を
示
す
）
と
の
東
西
異
文
化
の
「
問
」
と
の
、
二
種
類
の
「
間
」

の
重
な
り
が
開
い
た
と
言
え
る
と
思
う
。
若
い
頃
か
ら
具
体
的

に
触
れ
て
き
た
両
側
、
一
方
禅
や
大
乗
仏
教
と
他
方
西
欧
の
宗

教
・
哲
学
と
の
出
会
い
が
次
第
に
切
実
な
も
の
と
な
り
、「
宗
教

と
哲
学
」
の
重
層
性
に
お
い
て
東
西
が
出
会
う
そ
の
出
会
い
の

場
所
が
思
索
の
課
題
を
受
け
取
り
思
索
を
遂
行
す
る
場
所
に
な

っ
た
。
実
際
の
論
文
・
論
考
、
試
論
・
エ
ッ
セ
ー
な
ど
の
作
品

が
重
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
一
つ
の
共
通
の
体
裁
が

現
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
体
裁
は
二
種
類
の
作
業
か
ら
生
ま

れ
て
い
る
と
考
え
る
。
一
つ
に
は
、
東
洋
の
伝
統
に
属
す
る
精

神
の
あ
り
方
や
文
化
の
事
象
が
、
東
西
を―

―

異
質
を
間
に
し

な
が
ら
も―

―

含
む
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り

ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
う
る
か
の
探
究
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、

そ
れ
を
探
究
す
る
際
に
西
欧
で
形
成
さ
れ
た
理
論
に
よ
り
な
が

ら
、
そ
の
理
論
形
成
の
際
に
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
東

洋
の
伝
統
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
事
象
を
も
含
め
て
理
解
・
解
釈

で
き
る
よ
う
に
、
て
が
か
り
に
し
た
理
論
を
拡
張
・
修
正
・
変

容
し
て
ゆ
く
と
い
う
二
種
類
の
作
業
で
あ
る
。
理
論
の
変
容
の

基
礎
的
な
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、人
間
存
在
の
根
本
構
造
を「
世
界
・

内
・
存
在
」
と
見
る “

Sein und Z
eit”

 

の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
依

り
な
が
ら
、
そ
の
「
世
界
」
が
「
世
界
」
と
し
て
見
え
な
い

限
り
な
い
開
け
（unbegrenzte Erschlossenheit, un-endliche 

O
ffenheit, 

象
徴
と
し
て
は
「
虚
空
」）
に
於
て
あ
る
と
見
て
、「
世

界
」
を
「
見
え
な
い
限
り
な
い
開
け
に
於
て
あ
る
世
界
（
虚
空
／

世
界
）」（「
世
界
」
の
見
え
な
い
二
重
性
）
と
見
た
こ
と
で
あ
る

（「
世
界
」
の
見
え
な
い
二
重
性
に
つ
い
て
詳
し
く
は
著
作
集
第

九
巻
「
虚
空
／
世
界
」
参
照
）。
そ
の
際
「
世
界
」
の
見
え
な
い

二
重
性
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
静
的
に
安
定
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、「
世
界
内
存
在
」
で
あ
る
人
間
主
体
の
「
わ
れ
」
の

あ
り
方
と
連
動
し
て
、
見
え
な
い
も
の
が
見
ら
れ
ず
に
（
な
い

し
、
見
え
な
い
も
の
を
見
ず
に
）、「
世
界
」
が
一
重
化
し
て
固

ま
り
「
世
界
」
が
閉
じ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と
こ
ろ
に
人

間
存
在
の
根
本
的
問
題
性
が
現
れ
る
。
そ
し
て
閉
じ
ら
れ
た「
世

界
」
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
世
界
」
を
越
え
て
開
か
れ
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
世
界
」
の

真
相
だ
か
ら
で
あ
る
。「
宗
教
」
と
い
う
あ
り
方
が
成
立
す
る
所

以
が
あ
る
。
ま
た
東
西
を
通
じ
て
の
理
論
形
成
に
関
し
て
例
を

挙
げ
れ
ば
、「
わ
れ
」
と
い
う
人
間
主
体
の
主
体
性
の
究
明
に
お

い
て
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
が
示
す
よ

う
な
「
わ
れ
」
と
仏
教
の
「
無
我
」（
わ
れ
な
し
）
と
を
、
往
々

に
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
別
々
の
ま
ま
に
置
い
て
お
く
の
で

は
な
く
、
或
い
は
西
洋
で
は
東
洋
で
は
と
並
べ
て
お
く
の
で
は

な
く
、或
い
は
ま
た
単
に
「
無
我
」
を
批
判
し
た
り
逆
に
「
無
我
」

を
ぶ
つ
け
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
と
も
に
問
題
に
し
う
る
と

こ
ろ
を
人
間
存
在
の
基
礎
構
造
の
う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
試
み

た
（
岩
波
新
書
『
私
と
は
何
か
』
二
○
○
○
年
参
照
。
著
作
集

第
一
○
巻
「
自
己
の
現
象
学
」
の
第
一
部
）。
基
本
的
に
「
わ
れ
」

と
は
、「
我
は
我
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
基
本
の

と
こ
ろ
で
す
で
に
不
安
定
な
両
義
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
我

は
我
な
り
」
と
「
わ
れ
」
に
閉
じ
る
か
、「
我
は
、
我
な
り
」
と

「
わ
れ
」
が
開
か
れ
る
か
（
直
線
的
な
自
己
同
一
性
に
い
わ
ば
風

穴
が
開
け
ら
れ
て
）。「
わ
れ
」
の
真
相
は
「
我
は
、
我
な
ら
ず

し
て
、
我
な
り
」
で
あ
る
が
、
こ
の
真
相
そ
の
も
の
に
真
相
が

覆
わ
れ
る
（「
我
な
ら
ず
し
て
」
が
脱
落
し
て
）
可
能
性
が
備
わ

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
「
宗
教
」
と
い
う
あ
り
方
が
成

立
す
る
所
以
を
示
し
て
い
る
。

人
間
存
在
そ
の
も
の
に
関
し
て
い
え
ば
、
以
上
た
ま
た
ま
触

れ
た
よ
う
に
、「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
「
世
界
」
面
に
お
い
て

も
「
主
体
」
軸
に
お
い
て
も
そ
の
基
礎
構
造
に
お
い
て
両
義
的

で
あ
り
不
安
定
で
あ
り
、
根
本
的
に
問
題
的
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
宗
教
」
成
立
の
所
以
が
あ
る
が
、
宗
教
の
現
実
性
は
ま
た
両
義

性
に
ま
つ
わ
ら
れ
て
い
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
／
禅
／
西
田
哲
学
、
及
び
そ
れ
ら
を
通
じ
て

の
「
宗
教
と
は
な
に
か
」
へ
の
関
心
を
含
め
て
、
一
貫
し
て
持

続
的
に
問
題
に
な
っ
て
き
た
の
は
「
言
葉
の
問
題
」
で
あ
る
。

問
題
に
な
る
所
以
は
、
こ
の
「
序
」
で
す
で
に
「
純
粋
経
験
」

に
ふ
れ
て「
経
験
と
言
葉
」と
い
う
事
態
で
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
題
と
し
て
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
も
研
究
上
一
つ
の
テ

ー
マ
に
な
る
問
題
で
あ
り
、
こ
と
に
「
不
立
文
字
」・「
非
思
量
」

に
し
て
し
か
も
限
り
な
く
言
葉
を
生
み
出
す
禅
に
お
い
て
は
要

の
問
題
と
な
る
。「
禅
の
言
葉
」（
初
出
は
一
九
六
八
年
）
は
「
言

葉
の
問
題
」
に
立
ち
入
っ
て
係
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
取
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り
組
み
で
あ
っ
た
（
著
作
集
第
四
巻
「
禅―

―

根
源
的
人
間
」

に
所
収
、
一
八
三
〜
二
六
○
頁
）。
長
い
年
月
を
通
じ
て
研
究
の

要
所
要
所
で
繰
り
返
し
取
り
組
ん
で
き
た
「
言
葉
の
問
題
」
に

直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
け
を
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
／
禅
／
西

田
哲
学
の
順
序
で
著
作
集
の
な
か
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
題

名
を
挙
げ
て
み
る
と
（
初
出
は
省
略
）
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
に
お
け
る「
言
葉
の
問
題
」、

「
言
葉
と
神
秘
主
義
」（
以
上
第
八
巻
）
／
「
禅
の
言
葉
」、「
対

話
と
禅
問
答
」、「
連
句
形
式―

―
親
句
は
教
、
疎
句
は
禅
」（
以

上
第
四
巻
）
／
「
根
源
語―

―

あ
る
い
は
実
存
と
虚
存
と
」、「
経

験
と
こ
と
ば
」、「
こ
と
ば―

―

そ
の
「
虚
」
の
力
」、「
後
語　

経
験
か
ら
経
験
へ
／
言
葉
か
ら
言
葉
へ
」（
以
上
第
二
巻
）。

こ
の
う
ち
、
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
第
二
巻
の
「
経

験
と
こ
と
ば
」
お
よ
び
「
後
語　

経
験
か
ら
経
験
へ
／
言
葉
か

ら
言
葉
へ
」。
ま
た
言
葉
の
問
題
性
と
言
葉
の
み
が
な
し
得
る
こ

と
と
の
両
面
を
ふ
ま
え
て
「
経
験
と
言
葉
」
の
考
察
に
お
い
て

現
在
ま
で
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
が
出
て
い
る
の
は
、
同
じ
く
第

二
巻
の
「
こ
と
ば―

―

そ
の
「
虚
」
の
力
」。
特
に
神
秘
主
義
と

言
葉
の
問
題
を
直
接
に
考
究
し
た
の
は
第
八
巻
の
「
言
葉
と
神

秘
主
義
」。

宗
教
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
発
題
Ⅲ
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
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