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る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
神
秘
主
義
で
あ
る
と
は
言

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
仏
教
の
覚
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
単
な
る
神

秘
主
義
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う

な
意
味
で
の
神
秘
主
義
な
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
仏
教
の
覚
り
と
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
主
に
釈
尊
、
禅
、
密
教

の
覚
り
の
表
現
を
辿
り
、
そ
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。

１ 
釈
尊
﹃
聖
求
経
﹄、
中
論
、
唯
識

仏
教
の
覚
り
に
関
し
て
、
ま
ず
は
釈
尊
の
覚
り
と
は
何
か
が

つ
き
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
し

は
じ
め
に　

仏
教
の
覚
り
と
神
秘
主
義

仏
教
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
こ
と
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
と
は
覚
っ

た
人
、
真
理
に
目
覚
め
た
人
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏

教
の
中
核
に
覚
り
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
覚
り
は
、

単
な
る
合
理
的
な
認
識
や
知
的
了
解
と
は
異
な
る
心
的
作
用
と

考
え
ら
れ
、
常
人
に
は
経
験
不
可
能
な
領
域
に
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
主
客
二
元
分
裂
の
あ
り
方
に
お
け
る
対
象
論
理
を
超
え
る

も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
領
域
を
神
秘
と
呼
ぶ
な
ら
、
仏

教
は
本
来
的
に
神
秘
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
が
、
単
な
る
主
客
融
合
、
平

等
無
差
別
的
一
へ
の
没
入
、
現
実
世
界
か
ら
の
超
越
と
い
っ
た

も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
仏
教
は
そ
こ
に
と
ど
ま

仏
教
と
神
秘
主
義
―
禅
と
密
教
を
中
心
に

竹
村
牧
男
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ば
し
ば
、
釈
尊
は
縁
起
も
し
く
は
縁
起
の
理
法
を
覚
っ
た
と
言

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、『
律
蔵
』「
大
品
」（
パ
ー
リ
文
）
の
釈
尊
の

伝
記
（
仏
伝
）
の
成
道
の
場
面
に
、
い
か
に
も
縁
起
を
覚
っ
た

か
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
そ
の
記

述
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
釈
尊
は
そ
の
縁
起
の
覚
り
以
前
に
、

解
脱
を
自
覚
し
、
そ
の
解
脱
の
楽
し
み
を
一
週
間
味
わ
っ
て
後
、

縁
起
の
様
態
を
観
察
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

十
二
縁
起
の
了
解
以
前
の
解
脱
の
自
覚
（
す
な
わ
ち
覚
り
）
が

あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
そ
の
覚
り
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
マ
ッ
ジ
マ
ニ
カ
ー
ヤ
』
の
『
聖
求
経
』

（
一
つ
の
仏
伝
）
の
次
の
一
節
が
参
考
に
な
る
と
思
う
。

修
行
僧
ら
よ
。
か
く
し
て
わ
た
く
し
は
み
ず
か
ら
生
ず
る
た

ち
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
生
ず
る
こ
と
が
ら
の
う
ち
に
患

い
を
見
て
、
無
上
の
安
穏
・
安
ら
ぎ
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
を

求
め
て
、
不
生
な
る
無
上
の
安
穏
・
安
ら
ぎ
を
得
た
。
み
ず

か
ら
、
老
い
た
る
も
の
・
病
む
も
の
・
死
ぬ
も
の
・
憂
う
る

も
の
・
汚
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
老
い
る
も
の
・
病
む
も
の
・

死
ぬ
も
の
・
憂
う
る
も
の
・
汚
れ
た
も
の
の
う
ち
に
患
い
の

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
不
老
・
不
病
・
不
死
・
不
憂
・
不
汚

な
る
無
上
の
安
穏
・
安
ら
ぎ
を
求
め
て
、
不
老
・
不
病
・
不
死
・

不
憂
・
不
汚
な
る
無
上
の
安
穏
・
安
ら
ぎ
得
た
。
そ
う
し
て

わ
れ
に
知
と
見
と
が
生
じ
た
。
―
―
『
わ
が
解
脱
は
不
動
で

あ
る
。
こ
れ
は
最
後
の
生
存
で
あ
る
。
も
は
や
再
び
生
存
す

る
こ
と
は
な
い
』
と
。（
中
村
元
選
集[

決
定
版]

第
一
一
巻
『
ゴ

ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
』、
春
秋
社
、
一
九
九
二
年
、
四
〇
三
～
四
頁
）

こ
こ
に
、
縁
起
の
覚
り
と
は
異
な
る
、
不
生
・
不
死
等
々
の

涅
槃
の
覚
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
も
分
別

も
離
れ
た
世
界
の
覚
り
が
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
こ
そ
が
釈
尊
の

覚
り
の
原
点
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』
に
は
、「
心
を
統
一
し
た
サ
キ
ヤ
ム
ニ
は
、（
煩
悩
）
の
消
滅
・

離
欲
・
不
死
・
勝
れ
た
も
の
に
到
達
さ
れ
た
。
…
…
」（
二
二
五
。

中
村
元
『
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
』、
岩
波
文
庫
）、「
こ
だ
わ
り
あ
る
こ
と

な
く
、
さ
と
り
お
わ
っ
て
、
疑
惑
な
く
、
不
死
の
底
に
達
し
た

人
、―
―
か
れ
を
わ
た
く
し
は
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
」（
六
三
五
）

と
あ
る
が
、
こ
の
不
死
も
、
死
に
対
す
る
生
の
無
限
の
延
長
の

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
生
死
の
否
定
、
不
生
・
不

死
の
こ
と
だ
と
私
は
思
う
。
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こ
の
『
聖
求
経
』
の
一
節
は
、
大
乗
仏
教
に
直
結
し
、
そ
の

後
の
大
乗
仏
教
の
覚
り
を
通
貫
す
る
も
の
と
し
て
、
き
わ
め
て

貴
重
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
大
乗
仏
教

の
代
表
的
な
経
典
、
『
法
華
経
』
の
「
如
来
寿
量
品
」
に
は
、

如
来
が
、
不
生
・
不
滅
等
の
覚
り
の
智
慧
を
有
し
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
龍
樹
（
一
五
〇
ー
二
五
〇
頃
）
の

『
中
論
』
の
冒
頭
の
「
帰
敬
偈
」
に
は
、
八
不
中
道
の
覚
り
が

示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

滅
す
る
の
で
も
な
く
・
生
じ
る
の
で
も
な
く
、
断
滅
で
も
な
く
・

常
住
で
も
な
く
、
一
で
も
な
く
・
異
で
も
な
く
、
来
る
の
で

も
な
く
・
去
る
の
で
も
な
い（
よ
う
な
）、言
葉
に
よ
る
分
別〈
戯

論
）
が
寂
滅
し
た
、
寂
静
の
縁
起
を
説
い
た
仏
に
、
諸
の
説

法
す
る
方
の
中
の
最
高
の
方
と
し
て
、
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

（
三
枝
充
悳
『
中
論
―
縁
起
・
空
・
中
の
思
想
』（
上
）、
第
三
文
明
社
、

一
九
八
五
年
、
八
三
～
八
五
頁
）

龍
樹
は
、
八
不
中
道
の
縁
起
＝
勝
義
諦
こ
そ
が
究
極
の
真
理

で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。（
そ
の
他『
中
論
』

「
観
涅
槃
品
」
第
二
五
章
等
も
参
照
さ
れ
た
い
。）

一
方
、
唯
識
説
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
無
分
別
智
の
語
が
用

い
ら
れ
た
。
唯
識
説
で
は
、初
め
て
の
覚
り
が
、修
行
〔
資
糧
位
・

加
行
位
・
通
達
位
・
修
習
位
・
究
竟
位
〕
の
途
中
の
通
達
位
（
見

道
）
に
お
い
て
起
こ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
無
分
別
智
の
世
界
に

つ
い
て
、『
成
唯
識
論
』
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

頌
に
曰
く
、
若
し
時
に
所
縁
の
於う
え

に
、
智
い
い
都
て
所
得
無

く
な
ん
ぬ
。
爾
の
時
に
唯
識
に
住
す
。
二
取
の
相
を
離
れ
ぬ

る
が
故
に
。（
第
二
八
頌
。
い
い
は
主
格
を
表
わ
す
。）

　

論
に
曰
く
、
若
し
時
に
菩
薩
い
い
、
所
縁
の
境
の
於
に
無

分
別
智
い
い
都
て
所
得
無
く
な
ん
ぬ
。
種
種
の
戯
論
の
相
を

取
ら
ざ
る
が
故
に
。
爾
の
時
に
乃
し
実
に
唯
識
の
真
勝
義
性

に
住
す
と
名
づ
く
。
即
ち
眞
如
を
証
す
る
智
と
真
如
と
平
等

平
等
に
し
て
、
倶
に
能
取
と
所
取
と
の
相
を
離
れ
た
る
が
故

に
。
能
・
所
取
の
相
は
倶
に
是
れ
分
別
な
り
。
有
所
得
の
心

の
み
に
戯
論
は
現
ず
る
が
故
に
。（
新
導
本
、
巻
九
、一
三
頁
）

そ
こ
で
は
、
真
如
を
証
す
る
智
慧
（
能
縁
）
と
真
如
（
所
縁
）

と
が
、
平
等
平
等
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
無
分
別
智
に
は
、
見

分
は
あ
る
が
、
相
分
は
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
真
如

（
＝
法
性
＝
空
性
）
を
証
す
る
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
証
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
真
如
の
「
相
を
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帯
し
て
起
こ
る
」（
巻
九
、一
四
頁
）
と
あ
り
、
註
釈
は
、
こ
こ
を
、

真
如
を
「
挟
帯
す
る
」
の
だ
と
い
う
。
い
わ
ば
、
直
接
そ
れ
と

一
体
化
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
覚
り
の
智
慧
＝
無
分
別
智
は
、
真
如
を
直
に

証
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
真
如
は
ま
さ
に
八
不
の
世
界

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
無
分
別
智
と
は
い
わ
ば
一
体
化
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
修
道
を
通
じ
て
、
こ
の
無
分
別
智
こ
そ

を
し
ば
し
ば
修
習
し
て
い
く
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
二
障
（
煩

悩
障
・
所
知
障
。
煩
悩
障
は
我
執
に
か
か
わ
る
煩
悩
、
所
知
障

は
法
執
に
か
か
わ
る
煩
悩
）
の
種
子
を
断
滅
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
無
分
別
智
の
後
に
後
得
智
が

生
れ
る
と
い
う
。
私
は
、
無
分
別
智
か
ら
後
得
智
へ
は
、
釈
尊

の
不
生
・
不
滅
の
涅
槃
の
覚
り
か
ら
十
二
縁
起
の
分
析
の
遂
行

へ
の
道
筋
を
、
な
ぞ
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

２ 

禅
の
覚
り
の
一
般
的
表
現 

 

見
色
明
心
・
聞
声
悟
道　

純
粋
経
験

禅
宗
は
、
釈
尊
の
菩
提
樹
下
の
覚
り
を
代
々
伝
え
て
い
る
と

標
榜
す
る
の
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
そ
の
修
行
の
世
界
に

お
い
て
日
常
的
に
覚
り
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
禅
僧
の
覚

り
体
験
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
縁

起
を
覚
っ
た
と
は
あ
ま
り
言
わ
れ
な
い
。
そ
の
覚
り
体
験
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
よ
う

が
、
そ
の
代
表
的
な
一
つ
は
、『
無
門
関
』
第
一
則
「
趙
州
狗
子
」

の
、
無
門
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

無
門
曰
く
、
参
禅
は
須
ら
く
祖
師
の
関
を
透
る
べ
し
、
妙
悟

は
心
路
の
絶
す
る
こ
と
を
窮
め
ん
こ
と
を
要
す
。
祖
関
透
ら

ず
、心
路
絶
せ
ず
ん
ば
、尽
く
是
れ
依
草
附
木
の
精
霊
な
ら
ん
。

…
…

　

透
関
せ
ん
と
要
す
る
底も

の

あ
る
こ
と
莫
し
や
。
三
百
六
十
の

骨
節
、
八
万
四
千
の
毫
竅
を
将
っ
て
、
通
身
に
箇
の
疑
団
を

起
こ
し
て
、
箇
の
「
無
」
の
字
に
参
じ
、
昼
夜
に
提
撕
せ
よ
。

虚
無
の
会
を
作
す
こ
と
を
莫
れ
、
有
無
の
会
を
作
す
こ
と
莫

れ
。
箇
の
熱
鉄
丸
を
呑
了
す
る
が
如
く
に
相
い
似
て
、
吐
け

ど
も
又
た
吐
き
出
だ
さ
ず
、
従
前
の
悪
知
悪
覚
を
蕩
尽
し
、

久
久
に
純
熟
し
て
、
自
然
に
内
外
打
成
一
片
な
り
。
啞
子
の

夢
を
得
る
が
如
く
、
只
だ
自
知
す
る
こ
と
を
許
す
。
驀
然
と

し
て
打
発
せ
ば
、
天
を
驚
か
し
地
を
動
じ
て
、
関
将
軍
の
大
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刀
を
奪
い
得
て
手
に
入
る
る
が
如
く
、
仏
に
逢
う
て
は
仏
を

殺
し
、
祖
に
逢
う
て
は
祖
を
殺
し
、
生
死
岸
頭
に
於
い
て
大

自
在
を
得
、
六
道
四
生
の
中
に
向お

い
て
、
遊
戯
三
昧
な
ら
ん
。

…
…　
（
秋
月
龍
珉
著
作
集
一
四
『
禅
宗
語
録
漢
文
入
門
』、
三
一
書

房
、
一
九
八
〇
年
）

禅
定
を
深
め
る
中
で
分
別
を
否
定
し
尽
く
し
、
座
布
団
上
で

大
死
一
番
し
た
者
が
経
験
す
る
境
地
が
、
や
や
誇
張
さ
れ
た
形

で
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
禅
僧
の
覚
り
体
験
の
典
型
と
し
て
、
香
厳
が
小
石
の

竹
に
当
る
音
を
聞
い
て
覚
っ
た
（
香
厳
撃
竹
）
と
か
、
霊
雲
が

桃
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
覚
っ
た
（
霊
雲
桃
花
）
と
か

い
う
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
渓
声
山
色
」
に
よ

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

…
…
か
く
て
年
月
を
ふ
る
に
、
大
証
国
師
の
蹤
跡
を
た
づ
ね

て
武
当
山
に
い
り
て
、
国
師
の
庵
の
あ
と
に
く
さ
を
結
び
て

為
庵
す
。
竹
を
う
ゑ
て
と
も
と
し
け
り
。
あ
る
と
き
、
道
路

を
併
浄
す
る
ち
な
み
に
、
か
わ
ら
ほ
と
ば
し
り
て
、
竹
に
あ

た
り
て
ひ
び
き
を
な
す
を
き
く
に
、
豁
然
と
し
て
大
悟
す
。

沐
浴
し
、
潔
斎
し
て
、
大
潙
山
に
む
か
ひ
て
焼
香
礼
拝
し
て
、

大
潙
に
む
か
ひ
て
ま
う
す
、
大
潙
大
和
尚
、
む
か
し
わ
が
た

め
に
と
く
こ
と
あ
ら
ば
、
い
か
で
か
い
ま
こ
の
事
あ
ら
ん
。

恩
の
ふ
か
き
こ
と
、
父
母
よ
り
す
ぐ
れ
た
り
。
…
…

　

又
霊
雲
志
勤
禅
師
は
、
三
十
年
の
弁
道
な
り
。
あ
る
と
き

遊
山
す
る
に
、山
脚
に
休
息
し
て
、は
る
か
に
人
里
を
望
見
す
。

と
き
に
春
な
り
、
桃
花
の
さ
か
り
な
る
を
み
て
、
忽
然
と
し

て
悟
道
す
。
…
…

ち
な
み
に
、
道
元
は
し
ば
し
ば
こ
の
香
厳
撃
竹
・
霊
雲
桃
花
の

話
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
一
，
二
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で

あ
る
。

或
従
経
巻
の
と
き
、
自
己
の
皮
肉
骨
髄
を
参
究
し
、
自
己
の

皮
肉
骨
髄
を
脱
落
す
る
と
き
、
桃
華
眼
睛
づ
か
ら
突
出
来
相

見
せ
ら
る
。
竹
声
耳
根
づ
か
ら
霹
靂
相
聞
せ
ら
る
。（『
正
法

眼
蔵
』「
自
証
三
昧
」）

　

上
堂
。
仏
祖
の
大
道
を
参
学
す
る
に
、
人
道
こ
れ
最
れ
た

り
。
…
…
大
事
を
明
ら
む
る
時
節
、
四
季
同
時
な
り
。
就
中
、

春
は
則
ち
霊
雲
、
桃
華
を
見
て
大
事
を
明
ら
め
、
秋
は
則
ち

香
厳
、
翠
竹
を
聞
い
て
大
事
を
明
ら
む
。
霊
雲
和
尚
、
一
時

桃
華
洞
に
お
い
て
豁
然
と
し
て
大
事
を
明
ら
む
。
…
…
ま
た



 

香
厳
和
尚
は
、
…
…
一
日
閑
暇
の
日
、
道
路
を
併
掃
す
る
次
、

沙
礫
を
迸
し
て
竹
に
当
っ
て
響
き
を
発
す
る
時
、
忽
然
と
し

て
大
事
を
明
ら
む
。
…
…　

　

今
日
の
人
、
須
ら
く
両
員
の
芳
躅
を
慕
う
べ
し
。（『
永
平
広

録
』
四
五
七
。『
道
元
禅
師
全
集
』
第
四
巻
、
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
、

四
五
～
四
七
頁
）

こ
う
し
て
、
道
元
が
覚
り
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
ず
、
む
し
ろ
晩
年
で
さ
え
豁
然
・
忽
然
の
覚
り
を
認
め
て
い

た
の
で
あ
る
。
や
は
り
身
心
脱
落
・
脱
落
身
心
の
体
験
も
事
実

と
し
て
あ
り
、
そ
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
の
豁
然
・
忽
然
の
覚
り

の
肯
定
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
見
色

明
心
・
聞
声
悟
道
に
は
、
ひ
と
ま
ず
、
主
客
未
分
以
前
に
息
づ

い
て
い
る
自
己
の
自
覚
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
幾
多
郎

は
そ
れ
を
「
純
粋
経
験
」
と
言
っ
た
。
道
元
は
、「
聞
く
ま
ま
に

ま
た
こ
こ
ろ
な
き
身
に
し
あ
れ
ば
お
の
れ
な
り
け
り
軒
の
玉
水
」

と
も
歌
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
、
教
理
上
で
否
定
の
言
説
に
終
始
す
る
も
の
で
も

な
く
、
無
分
別
智
で
真
如
を
体
証
す
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、

当
人
の
主
体
に
お
い
て
主
客
未
分
の
一
真
実
が
開
け
る
と
い
う

具
体
的
な
体
験
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
け
っ
し
て
相
対
を

超
え
た
絶
対
の
世
界
、
差
別
に
対
す
る
平
等
の
世
界
に
没
入
す

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
主
客
未
分
な
が
ら
に
か
け
が
え
の
な

い
個
と
し
て
の
本
来
の
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

主
客
二
元
の
枠
組
み
、
そ
し
て
絶
え
ず
対
象
に
関
わ
る
よ
う
に

強
い
ら
れ
て
い
た
あ
り
方
を
脱
落
し
た
自
己
（
身
心
）
の
現
成

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、

釈
尊
の
覚
り
も
、
八
不
の
中
道
も
、
実
は
こ
の
あ
り
方
と
矛
盾

せ
ず
、
む
し
ろ
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
禅
宗
で
は
こ
の
覚
り

の
具
体
性
を
語
っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

３ 

西
田
の
禅
理
解　

逆
対
応
の
論
理

こ
こ
に
至
っ
て
、
も
し
神
秘
主
義
が
単
に
相
対
を
超
え
る
絶

対
者
と
同
一
化
す
る
こ
と
を
喜
び
、
そ
こ
に
究
極
の
世
界
を
見

よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
仏
教
で
伝
え
て
き
た
覚
り
と
は
異

な
る
。
仏
教
で
は
、「
脱
落
の
身
心
」
す
な
わ
ち
「
超
個
の
個
」

が
自
己
に
開
け
る
こ
と
が
、
覚
り
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
鈴
木
大
拙
の
見
性
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
見
解
が
あ
る
。
禅
で
は
一
つ
の
悟
り
を
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し
ば
し
ば
「
見
性
」
と
い
う
が
、
こ
の
言
葉
は
一
般
に
、
自
己

の
本
性
を
悟
る
こ
と
、
ま
た
は
仏
性
を
悟
る
こ
と
と
考
え
ら
れ

て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
悟
り
の
智
慧
で
あ
る
以
上
、
こ
の

見
る
こ
と
は
、
何
か
外
に
自
己
の
本
性
の
よ
う
な
も
の
が
存
在

し
て
い
て
、
そ
れ
を
対
象
的
に
見
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
に

違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
大
拙
は
、
自
ら
の
体
験
を
も

ふ
ま
え
て
、
見
性
と
は
「
見
が
性
で
、
性
が
見
だ
」
と
い
う
の

で
あ
る
（『
文
化
と
宗
教
』
の
「
聞
名
と
見
性
」
参
照
）。

ま
た
、
大
拙
の
生
涯
の
心
友
で
あ
っ
た
西
田
寸
心
（
幾
多
郎
）

も
ま
た
、
そ
の
宗
教
哲
学
に
関
す
る
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗

教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
同
じ
く
見
性
と
は
性
を
見
る
こ
と

で
は
な
い
と
し
、
む
し
ろ
「
自
己
は
自
己
を
超
え
た
も
の
に
お

い
て
自
己
を
持
つ
」
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。

我
国
文
化
が
多
大
の
影
響
を
受
け
た
と
思
は
れ
る
禅
に
つ
い

て
は
、
そ
の
道
の
人
に
譲
り
た
い
。
私
は
、
唯
、
禅
に
対
す

る
世
人
の
誤
解
に
つ
い
て
一
言
し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。
禅

と
云
ふ
の
は
、
多
く
の
人
の
考
へ
る
如
き
神
秘
主
義
で
は
な

い
。
見
性
と
云
ふ
こ
と
は
、
深
く
我
々
の
自
己
の
根
柢
に
徹

す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
絶
対
者
の
自
己
否
定
と

し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
一
者
の
自
己
否
定
的
に
、

即
ち
個
物
的
多
と
し
て
、
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
根
柢
的
に
は
自
己
矛
盾
的
存
在
で

あ
る
。
自
己
が
自
己
自
身
を
知
る
自
覚
と
云
ふ
こ
と
が
、
自

己
矛
盾
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
自
己

の
底
に
自
己
を
越
え
た
も
の
に
於
て
自
己
を
有
つ
、
自
己
否

定
に
於
て
自
己
自
身
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
矛
盾

的
自
己
同
一
に
徹
す
る
こ
と
を
、
見
性
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

…
…
（「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

第
十
一
巻
〔
旧
版
〕、
四
四
五
ー
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
寸
心
は
、
超
個
の
個
と
い
う
矛
盾
的
自
己
同
一

の
根
柢
に
徹
す
る
こ
と
が
見
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明

か
す
と
と
も
に
、
そ
の
超
個
の
個
と
は
、
絶
対
者
の
自
己
否
定

に
お
い
て
成
立
す
る
個
物
的
多
の
一
つ
と
し
て
の
個
と
い
う
仕

方
で
、
そ
の
論
理
的
構
造
を
明
か
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
、
否

定
を
媒
介
と
し
た
個
と
超
個
の
不
二
の
事
理
は
「
逆
対
応
」
と

名
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
、
禅
・
真
宗
・
キ
リ
ス
ト
教
を
貫
く
、

自
己
と
絶
対
者
と
の
関
係
で
あ
る
と
論
究
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

寸
心
は
そ
こ
を
、
大
灯
国
師
の
言
葉
を
も
強
調
し
つ
つ
語
っ
て



 

や
ま
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

か
か
る
絶
対
者
の
自
己
否
定
に
於
て
、
我
々
の
自
己
の
世
界
、

人
間
の
世
界
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
絶
対
否
定
即

肯
定
と
云
ふ
こ
と
が
、
神
の
創
造
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
故

に
私
は
仏
教
的
に
仏
あ
つ
て
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
つ
て
仏
あ

る
と
云
ふ
。
絶
対
に
対
す
る
相
対
と
云
ふ
こ
と
は
、
上
に
も

云
つ
た
如
く
、
単
に
不
完
全
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

否
定
の
意
義
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
人
間

と
の
関
係
は
、
人
間
の
方
か
ら
云
へ
ば
、
億
劫
相
別
、
而
須

臾
不
離
、
尽
日
相
対
、
而
刹
那
不
対
、
此
理
人
々
有
之
と
い

ふ
大
燈
国
師
の
語
が
両
者
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
関
係
を
云

ひ
表
し
て
居
る
と
思
ふ
。
否
定
即
肯
定
の
絶
対
矛
盾
的
自
己

同
一
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
逆
限
定
の
世
界
、
逆
対
応
の

世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
対
立
は
何
処

ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。（
同
前
、
四
〇
九
頁
）

一
方
、
道
元
も
こ
の
超
個
の
個
の
消
息
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

し
ば
し
ば
説
く
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
あ
ざ
や
か
に
示
す
譬

喩
を
『
正
法
眼
藏
』「
現
成
公
案
」
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
魚
と
水
・
鳥
と
空
の
譬
喩
で
あ
る
。

う
を
水
を
ゆ
く
に
、
ゆ
け
ど
も
水
の
き
は
な
く
、
鳥
そ
ら
を

と
ぶ
に
、
と
ぶ
と
い
へ
ど
も
そ
ら
の
き
は
な
し
。
し
か
あ
れ

ど
も
、
う
を
と
り
、
い
ま
だ
む
か
し
よ
り
み
づ
そ
ら
を
は
な

れ
ず
。
只
用
大
の
と
き
は
使
大
な
り
。
要
小
の
と
き
は
使
小

な
り
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
頭
々
に
辺
際
を
つ
く
さ
ず
と

い
ふ
事
な
く
、
処
々
に
踏
飜
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
い
へ

ど
も
、
鳥
も
し
そ
ら
を
い
づ
れ
ば
た
ち
ま
ち
に
死
す
、
魚
も

し
水
を
い
づ
れ
ば
た
ち
ま
ち
に
死
す
。
以
水
為
命
し
り
ぬ
べ

し
、
以
空
為
命
し
り
ぬ
べ
し
。
以
鳥
為
命
あ
り
、
以
魚
為
命

あ
り
。
以
命
為
鳥
な
る
べ
し
、
以
命
為
魚
な
る
べ
し
。
こ
の

ほ
か
さ
ら
に
進
歩
あ
る
べ
し
。
修
証
あ
り
、
そ
の
寿
者
命
者

あ
る
こ
と
、
か
く
の
ご
と
し
。

魚
は
魚
だ
け
で
い
の
ち
を
ま
っ
と
う
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
水
の
中
に
あ
っ
て
い
の
ち
を
た
も
ち
え
て
い
る
。
鳥
と
空

の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
魚
・
鳥
は
個
、
水
・
空
は
超
個
と
し
て
、

個
だ
け
で
も
い
の
ち
は
あ
り
え
な
い
し
、
超
個
だ
け
で
も
い
の

ち
に
は
な
り
え
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
個
即
超
個
・
超
個
即
個
の

と
こ
ろ
に
我
々
の
い
の
ち
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
魚
と
水
、
鳥
と
空
の
譬
喩
は
、
水
や
空
が
無
（
絶
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対
無
）
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
優
れ
た
譬

喩
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
禅
に
お
け
る
論
究
を
、
も
う
一
度
、
一
般
的
な
仏
教

の
教
理
の
中
で
考
え
て
み
よ
う
。
大
乗
仏
教
の
ご
く
ふ
つ
う
の

立
場
か
ら
言
え
ば
、
我
々
の
個
は
、
有
の
絶
対
者
に
お
い
て
存

在
す
る
の
で
は
な
く
、
空
性
の
う
ち
に
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。『
般
若
心
経
』
に
は
、「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
、

受
想
行
識
、
亦
復
如
是
」
と
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
受
想
行
識
も

ま
た
そ
の
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
色
受
想
行
識（
五
蘊
）即
空
、

空
即
色
受
想
行
識
（
五
蘊
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五

蘊
と
は
、
現
象
と
し
て
の
（
実
体
で
は
な
い
）
個
の
実
質
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
個
が
空
性
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
、

か
の
一
文
は
明
か
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、　
「
個
即
空
（
超
個
）、

空
（
超
個
）
即
個
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
個
と
空
と
を
対
象
的
に
並

べ
て
つ
な
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
個
が
対
象
的
に
個
を

把
捉
し
て
い
る
あ
り
方
を
脱
し
た
と
き
に
、
自
覚
さ
れ
る
事
態

の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
空
性
は
、「
空
即
是
色
」
等
に
お
い
て
色
、
五
蘊
、

個
に
よ
み
が
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
空
を
も
空
ず
る
は
た
ら
き

に
お
い
て
こ
そ
了
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『
中
論
』

に
お
い
て
も
、
た
だ
八
不
の
勝
義
諦
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
八
不
の
世
界
を
ま
っ
た
く
差
別
の
消
え
た
世
界
と

し
て
受
け
と
め
る
の
は
、
む
し
ろ
単
に
分
別
の
中
で
想
定
し
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
覚
り
の
智
慧
の
た
だ
中
を
表
現
す

れ
ば
八
不
で
あ
る
こ
と
は
譲
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
、

し
か
も
そ
こ
は
た
だ
ち
に
現
実
世
界
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
『
中
論
』「
観
涅
槃
品
」
第
二
五
章
の
第
一
九

偈
に
は
、「
生
死
に
は
涅
槃
と
ど
ん
な
区
別
も
存
在
せ
ず
、
涅
槃

に
は
生
死
と
ど
ん
な
区
別
も
存
在
し
な
い
」、
第
二
〇
偈
に
は
、

「
涅
槃
の
際
は
生
死
の
際
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
ど
ん
な
微
細
な

す
き
間
も
存
在
し
な
い
」
と
あ
る
よ
う
で
あ
る
。『
中
論
』
で
も

ま
た
、「
空
即
是
色
」
の
世
界
、
華
厳
に
言
う
理
事
無
礙
法
界
の

世
界
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
華
厳
宗
で
は
、「
真

如
不
守
自
性
」（
真
如
は
自
性
を
守
ら
ず
）
と
主
張
す
る
。
い
わ

ゆ
る
理
事
無
礙
法
界
は
事
事
無
礙
法
界
に
進
ん
で
、
理
は
消
え



 

て
し
ま
い
、
重
重
無
尽
の
現
実
世
界
に
徹
底
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
（
論
理
的
に
）
自
己
否
定
す
る
真
如
・
法
性
が
、
道
元
の

あ
の
譬
喩
に
お
い
て
は
、
水
・
空
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

以
上
、
種
種
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
の
覚
り

の
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
不
生
・
不
死
な
い
し
八
不
の
覚
り
で
あ

る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、「
超
個
の
個
」
の
自
覚
・
体

証
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
全
体
を

貫
い
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

４ 

密
教
の
即
身
成
仏

次
に
、
禅
と
な
ら
ん
で
覚
り
を
強
調
す
る
と
思
わ
れ
る
密
教

の
主
張
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
空
海
に
よ
れ
ば
、
密

教
の
特
質
は
即
身
成
仏
と
攘
災
招
福
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
即

身
成
仏
と
は
、
密
教
が
優
れ
た
行
法
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
に
沿
っ
て
修
行
す
れ
ば
こ
の
世
に
お
い
て
、
父
母
所
生
の

こ
の
身
に
お
い
て
、
成
仏
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

こ
の
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
に『
即

身
成
仏
義
』
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
の
意
旨
を
ま
と
め
た
「
即

身
成
仏
頌
」
と
い
う
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

六
大
無
碍
に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り

四
種
曼
荼
各
離
れ
ず

三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く

法
然
に
薩
般
若
を
具
足
し
て

心
数
心
王
刹
塵
に
過
ぎ
た
り

各
五
智
無
際
智
を
具
す

円
鏡
力
の
故
に
実
覚
智
な
り

こ
の
中
、「
六
大
無
碍
常
瑜
伽
」
の
「
六
大
」
と
は
通
常
、「
地

大
・
水
大
・
火
大
・
風
大
・
空
大
・
識
大
」
の
、
世
界
を
構
成

し
て
い
る
六
つ
の
物
的
・
心
的
元
素
の
こ
と
で
あ
る
が
、
空
海

は
こ
れ
を
『
大
日
経
』
の
句
に
基
づ
き
つ
つ
、
識
大
は
我
覚
を
、

地
大
は
本
不
生
を
、
水
大
は
出
過
語
言
道
を
、
火
大
は
諸
過
得

解
脱
を
、
風
大
は
遠
離
於
因
縁
を
、
空
大
は
知
空
等
虚
空
を
表

し
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、大
日
如
来
の
本
性（
体
）
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の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
の「
四
種
曼
荼
各
不
離
」と
は
、本
文
に「
大
日
経
に
説
か
く
、

一
切
如
来
に
三
種
の
秘
密
身
有
り
。
謂
く
、
字
と
印
と
形
像
と

な
り
。
字
と
は
法
曼
荼
羅
な
り
。
印
と
は
謂
く
種
種
の
標
幟
、

即
ち
三
昧
耶
曼
荼
羅
な
り
。
形
と
は
相
好
具
足
の
身
、
即
ち
大

曼
荼
羅
な
り
。
此
の
三
種
の
身
の
各
威
儀
事
業
を
具
す
。
こ
れ

を
羯
磨
曼
荼
羅
と
名
づ
く
。
是
れ
四
種
曼
荼
羅
な
り
」
と
示
し

て
い
る
。
こ
の
曼
荼
羅
と
は
必
ず
し
も
絵
図
の
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
輪
円
具
足
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
い
わ

ば
全
集
合
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
四
種

曼
荼
羅
と
は
、
言
葉
と
、
象
徴
と
し
て
の
持
ち
物
と
、
身
の
姿
・

形
と
、
作
用
の
全
集
合
の
こ
と
に
な
る
。
持
ち
物
は
心
を
表
し

て
い
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
実
は
四
種
曼
荼
羅
と
は
、
や
は
り
大

日
如
来
に
は
、
身
・
語
・
意
の
三
密
の
優
れ
た
は
た
ら
き
が
具

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
は
た
ら
き
は
無
量
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

次
の
「
三
密
加
持
速
疾
顕
」
と
は
、
こ
の
大
日
如
来
の
三
密

の
働
き
に
よ
っ
て
、
我
々
が
身
に
印
を
結
び
、
口
に
真
言
を
唱

え
、心
に
三
昧
に
住
す
る
と
き
、大
日
如
来
と
同
化
せ
し
め
ら
れ
、

即
身
成
仏
す
る
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
空
海
は
こ
こ
で
、

「
加
持
と
は
、
如
来
の
大
悲
と
衆
生
の
信
心
と
を
表
す
。
仏
日
の

影
、
衆
生
の
心
水
に
現
ず
る
を
加
と
曰
い
、
行
者
の
心
水
、
能

く
仏
日
を
感
ず
る
を
持
と
名
づ
く
。
行
者
若
し
能
く
此
の
理
趣

を
観
念
す
れ
ば
、
三
密
相
応
す
る
が
故
に
、
現
身
に
速
疾
に
本

有
の
三
身
を
顕
現
し
証
得
す
。
故
に
速
疾
顕
と
名
づ
く
」
と
説

明
し
て
い
る
。
如
来
は
ど
こ
ま
で
も
大
悲
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
。

「
重
重
帝
網
名
即
身
」
と
あ
る
中
、
重
重
帝
網
と
は
、
帝
釈
天

の
宮
殿
に
か
か
る
飾
り
の
網
の
こ
と
で
、
そ
の
網
の
目
の
一
つ

一
つ
に
は
宝
石
が
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
互
に
映
し
あ
う

と
き
、
重
重
無
尽
に
映
り
あ
う
姿
が
そ
こ
に
現
前
す
る
。
そ
の

様
子
に
よ
っ
て
、
重
重
無
尽
の
縁
起
の
あ
り
方
を
語
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
「
即
身
」
で
あ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
あ

ら
ゆ
る
存
在
と
重
重
無
尽
の
関
係
に
あ
る
自
己
が
、
即
身
成
仏

の
中
で
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
の
あ
ら
ゆ
る

存
在
と
い
う
の
が
、
す
べ
て
主
客
相
関
の
な
か
の
そ
れ
で
あ
る
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と
す
る
な
ら
、
一
切
の
他
者
と
の
重
重
無
尽
の
関
係
の
中
に
あ

る
自
己
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

頌
の
後
半
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
省
略
す
る
が
、
そ

れ
は
、
本
来
、
我
々
の
自
己
は
、
無
限
の
覚
り
の
智
慧
を
有
し

て
い
る
こ
と
を
歌
い
上
げ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
密
教
は
そ
う
い
う
即
身
成
仏
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
行
法
と
し
て
は
、
こ
の
三
密
加
持
、

そ
し
て
阿
字
観
、月
輪
観
、あ
る
い
は
五
相
成
身
観
な
ど
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
無
相
を
求
め
る
禅
と
は
異
な
っ
て
、
具
体
的
な
象
徴

を
用
い
て
の
観
法
と
な
る
。
そ
の
詳
細
は
、
実
際
に
師
に
つ
い

て
修
行
す
る
の
で
な
い
限
り
、
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

５ 

空
海
に
お
け
る
自
己
と
曼
荼
羅

今
の
密
教
の
覚
り
に
、
は
た
し
て
否
定
の
媒
介
は
あ
る
の
か
、

疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
日
如
来
と
入
我
我
入
す
る
と

説
か
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
大
日
如
来
を
有
的
に

見
な
し
、
そ
れ
と
合
一
す
る
の
が
密
教
だ
と
考
え
ら
れ
か
ね
な

い
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
神
秘
主
義
的
で
あ
る
。

し
か
し
空
海
の
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
な
い
し
『
秘
蔵

宝
鑰
』
の
十
住
心
思
想
に
よ
れ
ば
、
密
教
は
大
乗
仏
教
の
思
想

を
経
過
し
、
そ
の
真
理
性
を
ふ
ま
え
て
そ
の
の
ち
に
開
か
れ
る

と
し
て
い
て
、
空
の
思
想
を
欠
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
は
ず

の
も
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
十
住
心
の
特
に
後
半
（
大
乗
仏
教

以
降
）
の
世
界
を
、『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
序
に
あ
る
詩
に
よ
っ
て
見

れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
第
六　

他
縁
大
乗
心
（
法
相
宗
）〉

　

無
縁
に
悲
を
起
し
て　

大
悲
初
め
て
発
る　

幻
影
に
心
を

観
じ
て　

唯
識
境
を
遮
す

〈
第
七　

覚
心
不
生
心
（
三
論
宗
）〉

八
不
に
戯
を
絶
ち　

一
念
に
空
を
観
ず
れ
ば　

心
原
空
寂
に

し
て　

無
相
安
楽
な
り

〈
第
八　

如
実
一
道
心
（
天
台
宗
）〉

一
如
本
浄
に
し
て　

境
智
倶
に
融
ず　

此
の
心
性
を
知
る
を

　

号
し
て
遮
那
と
い
う

〈
第
九　

極
無
自
性
心
（
華
厳
宗
）〉

水
は
自
性
無
し　

風
に
遇
う
て
即
ち
波
だ
つ　

法
界
は
極
に

非
ず　

警
を
蒙
っ
て
忽
に
進
む

〈
第
十　

秘
密
荘
厳
心
（
真
言
宗
）〉
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顕
薬
は
塵
を
払
い　

真
言
庫
を
開
く　

秘
宝
忽
ち
に
陳
し
て

　

万
徳
即
ち
証
す　

こ
う
し
て
、（
今
、
詳
し
い
説
明
は
省
く
が
、）
第
七
住
心
で

絶
対
否
定
に
入
り
、
第
八
住
心
で
そ
の
ま
ま
絶
対
肯
定
に
転
じ

る
。
こ
の
絶
対
の
否
定
を
経
て
の
よ
み
が
え
り
と
い
う
こ
と
は
、

釈
尊
や
禅
の
覚
り
と
も
共
通
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
世
間
世

俗
の
価
値
を
根
源
的
に
批
判
し
う
る
基
盤
も
あ
る
。
さ
ら
に
第

九
住
心
で
そ
の
絶
対
肯
定
に
住
す
る
こ
と
を
も
否
定
し
て
（
絶

対
を
絶
対
に
否
定
し
て
）、
無
尽
の
縁
起
を
な
す
現
象
世
界
（
事

事
無
礙
法
界
）
の
み
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
最
後

に
、
こ
の
第
九
住
心
を
さ
ら
に
超
え
て
、
密
教
に
入
っ
て
い
く

と
い
う
。
密
教
は
華
厳
宗
に
お
け
る
、「
真
如
不
守
自
性
」
を
も

十
分
に
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
密

教
の
三
密
加
持
な
い
し
密
教
の
行
法
に
お
い
て
、
実
現
し
て
い

る
は
ず
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
身
に
印
を
結
び
、

口
に
真
言
を
唱
え
、
心
に
三
昧
に
住
す
る
と
い
う
行
に
お
い
て
、

自
我
の
絶
対
否
定
即
肯
定
お
よ
び
現
実
世
界
に
お
い
て
の
活
動

へ
の
道
が
（
大
日
如
来
の
大
悲
の
う
ち
に
）
通
じ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

で
は
そ
の
密
教
そ
の
も
の
の
住
心
（
覚
り
）、
秘
密
荘
厳
心
の

世
界
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
『
秘
蔵

宝
鑰
』
の
詩
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
覚
り
の
世
界
は
描
か
れ
ず
、

そ
れ
を
達
成
す
る
行
法
の
優
秀
性
の
み
が
語
ら
れ
て
い
た
。
世

界
の
あ
り
方
の
描
写
は
、
第
九
住
心
で
終
っ
て
お
り
、
と
す
れ

ば
世
界
観
は
華
厳
宗
で
頂
点
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
密
教
の
覚
り
に
基
づ
く
人
間
観
・
世
界
観
が
な
い

わ
け
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
中
、
第
十
住
心
を
説
明
す
る
本
文

の
箇
所
を
見
る
と
、一
つ
の
詩
が
置
か
れ
て
お
り
、そ
の
中
に「
刹

塵
の
渤
駄
は
わ
が
心
の
仏
な
り　

海
滴
の
金
蓮
は
ま
た
わ
が
身

な
り
」
と
い
う
句
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
土
を
塵
に
す
り

つ
ぶ
し
た
そ
の
数
ほ
ど
の
莫
大
な
数
の
仏
陀
も
わ
が
心
の
仏
で

あ
り
、
海
の
水
の
し
ず
く
の
数
ほ
ど
莫
大
な
数
の
諸
尊
も
自
分

自
身
だ
と
い
う
。
無
数
の
諸
仏
・
諸
尊
は
、
自
己
の
身
・
心
と

別
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
自
己
の
い
の
ち
に
は
無
限
の
性
能
が
具
足
さ
れ
発

揮
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
う
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い
う
他
者
の
一
切
も
含
め
て
自
己
で
あ
る
こ
と
が
密
教
の
覚
り

に
お
い
て
は
証
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
の
「
重
重
帝
網

な
る
を
即
身
と
名
づ
く
」
と
あ
っ
た
の
と
、
同
じ
事
を
述
べ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
に
お
け
る
第
十
住
心
の

説
明
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

秘
密
荘
厳
心
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
究
竟
じ
て
自
心
の
源
底

を
覚
知
し
、
実
の
ご
と
く
自
身
の
数
量
を
鉦
悟
す
。
い
わ
ゆ

る
胎
蔵
海
会
の
曼
荼
羅
と
、
金
剛
界
会
の
曼
荼
羅
と
、
金
剛

頂
十
八
会
の
曼
荼
羅
と
こ
れ
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
の
曼
荼

羅
に
、
お
の
お
の
に
四
種
曼
荼
羅
・
四
智
印
等
あ
り
。
四
種

と
い
っ
ぱ
、
摩
訶
と
三
昧
耶
と
達
磨
と
羯
磨
と
こ
れ
な
り
。

か
く
の
ご
と
く
の
四
種
曼
荼
羅
、
そ
の
数
無
量
な
り
。
刹
塵

も
喩
に
あ
ら
ず
、
海
滴
も
何
ぞ
比
せ
ん
。

こ
う
し
て
最
後
の
第
十
・
秘
密
荘
厳
心
（
真
言
宗
）
に
お
い

て
は
、
結
局
、
自
心
の
究
極
は
諸
仏
諸
尊
等
の
曼
荼
羅
（
輪
円

具
足
）
で
あ
る
と
の
主
張
が
示
さ
れ
て
い
る
。
華
厳
思
想
で
は

一
般
的
に
事
象
の
縁
起
的
世
界
（
事
事
無
礙
）
が
語
ら
れ
て
い

た
の
が
、
こ
の
曼
荼
羅
で
は
そ
れ
が
諸
の
人
格
（
身
）
の
間
の

縁
起
的
世
界
（
人
人
無
礙
）
と
し
て
、
い
わ
ば
立
体
化
さ
れ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
の
世
界
全
体
が
即
自
己
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。
か
の
金
剛
界
・
胎
蔵
界
の
曼

荼
羅
絵
図
は
、
自
己
の
外
の
世
界
の
様
子
を
描
い
た
も
の
な
の

で
は
な
く
、
自
己
の
心
中
の
世
界
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
自
己
そ

の
も
の
の
本
来
の
姿
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
密
教
の
覚
り
と
は
、
自
己
が
単
に
自
己
を
超

え
る
よ
う
な
、
相
対
に
対
す
る
絶
対
者
の
よ
う
な
大
日
如
来
と

一
つ
と
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
自
己
が
今
・
こ
こ

に
お
い
て
身
・
語
・
意
の
三
方
面
で
優
れ
た
活
動
を
な
す
か
け

が
え
の
な
い
自
己
（
即
大
日
如
来
）
に
な
る
の
み
で
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
他
者
を
も
自
己
と
し
、
一
切
の
他
者
と
協
働
す
る
自
己

と
し
て
実
現
す
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

対
象
論
理
と
場
所
︵
縁
起
︶
の
論
理
と
神
秘
主
義

寸
心
は
、
自
己
の
構
造
を
、
個
と
超
個
の
矛
盾
的
自
己
同
一

に
見
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
個
に
関
し
て
は
、
単
な
る
個
に
と
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ど
ま
る
の
み
で
な
く
、「
個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
」
と
い
う

も
う
一
つ
の
面
を
も
常
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
唯
一
の
か

け
が
え
の
な
い
個
（
人
）
は
、
実
は
他
者
と
の
関
係
に
入
る
こ

と
な
し
に
あ
り
え
な
い
（
個
は
唯
一
で
は
成
立
し
な
い
）
と
い

う
矛
盾
的
事
態
が
、
個
の
実
相
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い

る
。
寸
心
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

…
…
私
は
之
に
対
し
、
古
来
哲
学
に
於
て
、
個
体
概
念
の
自

己
矛
盾
に
つ
い
て
深
く
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
考
へ
る
も
の

で
あ
る
。
考
へ
ら
れ
て
ゐ
て
も
、
未
だ
そ
こ
か
ら
新
な
る
論

理
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
個
は
個
に
対
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
個
で
あ
る
。
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
。
併
し
か
か
る
矛
盾
的

対
立
に
よ
っ
て
の
み
、
個
と
個
と
が
互
に
個
で
あ
る
の
で
あ

る
。
而
し
て
そ
れ
は
矛
盾
的
自
己
同
一
に
よ
つ
て
と
云
は
ざ

る
を
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
否
定
を
媒
介
と

し
て
相
対
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
個
と
個
と
が
、
各
自

に
自
己
自
身
を
維
持
す
る
か
ぎ
り
、
相
対
す
る
と
は
云
は
な

い
。
従
つ
て
そ
れ
は
個
で
は
な
い
。
単
な
る
個
は
何
物
で
も

な
い
。
絶
対
否
定
を
通
し
て
相
関
係
す
る
所
に
、
絶
対
否
定

即
肯
定
と
し
て
、
矛
盾
即
同
一
な
る
、
矛
盾
的
自
己
同
一
が

根
柢
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
無
の
自
己

限
定
と
云
つ
て
よ
い
。
…
…
（「
予
定
調
和
を
手
引
き
と
し
て
宗

教
哲
学
へ
」、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
一
巻
〔
旧
版
〕、
一
一
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
寸
心
は
、
絶
対
の
他
者
で
あ
る
汝
に
対
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
は
真
の
自
己
と
な
る
と
い
う
。
自
己
は
自
己

の
み
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
矛
盾
的
に
自
己
同
一
で
あ
る

他
者
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
重
重
無
尽

の
縁
起
の
全
体
を
自
己
と
見
る
立
場
と
通
じ
合
う
も
の
を
見
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
華
厳
の
事
事
無
礙
法
界
よ
り
も
、

人
格
的
な
個
個
の
（
人
人
の
）
無
礙
渉
入
を
表
現
す
る
曼
荼
羅

世
界
の
基
盤
に
、
西
田
の
哲
学
を
置
い
て
み
る
こ
と
も
、
興
味

深
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
己
の
自
覚
は
、
対
象
認
識
・
対
象
論
理
に
終

始
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
望
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
対
象
論
理
を

翻
し
、
回
向
返
照
す
る
中
で
、
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
論
理
や
分
別
が
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
そ
こ
は
通
常
の
論
理
に
よ
っ
て
は
語
り
え
ず
、
異
な
る
言
葉

遣
い
、
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教

教
理
を
貫
く
論
理
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
り
、
寸
心
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は
そ
れ
を
場
所
の
論
理
と
し
て
精
錬
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
単
な
る
合
一
体
験
志
向
の
神
秘
主
義
と
は
異
な
り
、

否
定
の
媒
介
を
重
視
し
、即
に
対
し
て
は
即
非
を
見
き
わ
め
、（
個

と
超
個
の
間
お
よ
び
個
と
個
の
間
の
）
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

を
見
つ
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

︵
１
︶
釈
尊
の
覚
り
と
縁
起
の
理
法
の
関
係

原
始
仏
教
の
経
典
『
聖
求
経
』
と
『
中
論
』
と
の
関
係
：
「
縁

起
の
了
解
以
前
に
解
脱
の
自
覚
が
あ
る
」「
縁
起
の
覚
り
と
は
異

な
る
不
生
不
死
等
の
涅
槃
の
覚
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
」

質
問
ａ
： 

縁
起
と
は
、「
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
」
こ
と
を
意

味
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
不
生
の
縁
起
」
と
い
う
こ
と
は
、
本

来
あ
り
え
な
い
概
念
に
も
思
わ
れ
る
。「
不
生
の
縁
起
」
と
い
う

と
き
の
「
の
」
を
如
何
に
解
す
る
か
。

そ
れ
は
縁
起
の
理
法
そ
の
も
の
が
、
矛
盾
を
孕
む
故
に
成
立

し
な
い
と
結
論
す
る
帰
謬
論
証
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
縁
起
の

理
法
が
「
八
不
」
に
よ
っ
て
否
定
的
に
叙
述
さ
れ
た
（
諸
法
の
）

実
相
に
「
由
来
す
る
」
と
い
う
意
味
な
の
か
。「
不
生
の
縁
起
」

と
い
う
新
し
い
縁
起
を
説
い
た
の
か
。

質
問
ｂ:  
龍
樹
は
「
空
」
の
立
場
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
み
な
す

レ
ス
ポ
ン
ス
（
要
約
）田

中 

裕



9 ――― 東西宗教研究　第 9 号・2010 年

︵
３
︶
西
田
の
禅
理
解　

逆
対
応
の
論
理

質
問
ａ
：
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
「
逆
対
応
」
の
関
係
。

「
逆
対
応
」
は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
一
側
面
を
表
現
し

た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
は
還
元
さ
れ
な
い
新
し
い
主

張
か
。

質
問
ｂ: 

絶
対
者
と
個
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
絶
対
否
定
を
媒

介
と
し
な
い
「
正
対
応
」
な
る
も
の
は
あ
り
え
ず
、
絶
対
者
と

個
と
の
関
係
は
逆
対
応
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と

も
、「
逆
対
応
」
は
浄
土
真
宗
の
よ
う
な
「
他
力
」
の
立
場
の
み

を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

︵
４
︶
密
教
の
即
身
成
仏

質
問
：
「
密
教
が
優
れ
た
行
法
を
有
し
て
い
る
が
故
に
、
そ

れ
に
そ
っ
て
修
行
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
於
い
て
、
父
母
所
生
の

こ
の
身
に
お
い
て
、
成
仏
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

意
味
で
の
、
密
教
の
「
即
身
成
仏
」
と
臨
済
禅
で
い
う
「
見
性

成
仏
」
の
違
い
は
何
か
。（
神
秘
主
義
で
は
な
い
と
も
い
わ
れ
る

禅
と
密
教
と
の
違
い
）

非
難
を
論
駁
す
る
と
き
に
、「
空
の
立
場
」
に
お
い
て
こ
そ
、
原

始
仏
教
の
教
説
が
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
龍
樹
を
批
判
す

る
「
存
在
の
立
場
」（
説
一
切
有
部
）
こ
そ
、
逆
に
仏
法
を
破
壊

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
論
法
を
使
う
。「
縁
起
＝
無
自
性
＝
空

性
」
の
同
義
的
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
龍
樹
は
、
時
間
的
な
る

生
成
の
世
界
を
「
空
の
立
場
」
に
お
い
て
全
面
的
に
肯
定
し
た

と
解
し
て
よ
い
か
。

︵
２
︶
禅
の
覚
り
の
一
般
的
表
現　

見
色
明
心
・
聞 

 

声
悟
道　

純
粋
経
験

『
無
門
関
』第
一
則
：
禅
定
の
な
か
で
分
別
を
否
定
し
つ
く
し
、

大
死
一
番
し
た
も
の
が
経
験
す
る
境
地
。

「
覚
り
の
具
体
性
」
：
香
厳
撃
竹
・
霊
雲
桃
花
の
故
事
、
道
元

の
評
釈
に
つ
い
て
。

質
問
：
日
本
仏
教
の
主
流
で
あ
っ
た
本
覚
思
想
や
如
来
蔵
思

想
は
「
本
来
の
仏
教
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
道

元
と
本
覚
思
想
、
道
元
の
仏
性
論
と
「
見
性
成
仏
」
と
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
。
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︵
５
︶
空
海
に
お
け
る
自
己
と
曼
荼
羅

「
密
教
の
覚
り
と
は
、
自
己
が
単
に
自
己
を
超
え
る
よ
う
な
、

相
対
に
対
す
る
絶
対
者
の
よ
う
な
大
日
如
来
と
一
つ
に
な
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
自
己
が
今
・
こ
こ
に
お
い
て
身
・
語
・

意
の
三
方
面
で
優
れ
た
活
動
を
な
す
か
け
が
え
の
な
い
自
己（
即

大
日
如
来
）
に
な
る
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
も
自
己

と
し
、
一
切
の
他
者
と
協
働
す
る
自
己
と
し
て
実
現
す
る
こ
と

な
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」

質
問
：
神
秘
主
義
に
対
す
る
論
難
の
ひ
と
つ
は
、「
自
己
に
同

一
化
さ
れ
る
」
が
ゆ
え
に
他
者
の
存
在
が
自
己
に
「
解
消
さ
れ
、

自
己
と
は
絶
対
に
異
な
る
他
者
の
他
者
性
が
消
え
て
し
ま
う
が

ゆ
え
に
、「
倫
理
」
が
そ
の
立
場
か
ら
は
出
て
こ
な
い
と
言
う
も

の
で
あ
る
。
宗
教
的
世
界
は
倫
理
に
は
還
元
さ
れ
な
い
が
、
倫

理
を
も
成
立
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
上
に
要
約

さ
れ
る
よ
う
な
自
己
の
立
場
に
お
い
て
、（
自
己
に
還
元
さ
れ
ぬ
）

他
者
と
の
協
同
、
他
者
に
対
す
る
倫
理
的
な
責
任
と
い
う
問
題

は
い
か
に
し
て
引
き
受
け
ら
れ
る
の
か
。

︵
６
︶
お
わ
り
に
。
対
象
論
理
と
場
所
︵
縁
起
︶
の

論
理
と
神
秘
主
義

「
寸
心
は
絶
対
の
他
者
で
あ
る
汝
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
は
真
の
自
己
と
な
る
と
い
う
。
自
己
は
自
己
の
み
で
完
結
す

る
の
で
は
な
く
、
矛
盾
的
に
自
己
同
一
で
あ
る
他
者
な
し
に
は

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。」

質
問
：
西
田
は
中
期
の
著
作
に
お
い
て
は
「
自
己
が
自
己
に

於
い
て
自
己
を
見
る
」
と
い
う
言
い
方
で
場
所
的
な
自
覚
を
表

現
し
て
い
た
が
、
後
期
に
な
る
と
「
自
己
は
絶
対
の
他
者
で
あ

る
汝
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
は
真
の
自
己
に
な
る
」「
絶

対
否
定
に
よ
る
媒
介
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
後
期

の
立
場
に
お
い
て
は
、
中
期
の
自
己
の
立
場
（
本
来
の
自
己
の

探
求
と
い
う
意
味
で
の
自
己
の
現
象
学
の
立
場
）
は
乗
り
越
え

ら
れ
た
と
見
る
べ
き
か
？
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田
中 

竹
村
先
生
の
御
発
表
は
、
一
冊
の
本
に
な
る
よ
う
な
雄

大
な
構
想
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
聖
求
経
』
に

始
ま
り
、『
中
論
』、
唯
識
、
禅
、
密
教
、
そ
し
て
最
後

に
は
現
代
の
日
本
の
宗
教
哲
学
と
し
て
西
田
幾
多
郎
を

引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
な
か
に
は
考

察
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
質
問
と

い
う
よ
り
も
、
わ
た
し
が
こ
れ
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
わ
た
し
自
身
の
中
で
更
に
よ
く
考
え
て
み
た

い
と
い
う
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
。
全
部
で
八
つ
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
仏
教
的
に
八
不
で
答
え
ら
れ
て
、
お
ま
え

の
質
問
の
前
提
そ
の
も
の
が
駄
目
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
そ

れ
で
お
し
ま
い
で
、
そ
れ
で
も
け
っ
こ
う
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
不
生
に
し
て
不
滅
」
と
は
「
八
不
」
の
冒
頭
に
出
て

く
る
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
が
実
は
縁
起
の
理
法
を
説
く

よ
り
も
先
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、『
聖
求
経
』

ま
で
遡
ら
れ
ま
し
た
。
八
不
中
道
と
は
大
乗
以
前
に
遡

る
原
始
仏
教
の
根
本
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
縁
起
と
い
う
こ
と
は
原
始
仏
教
に
お
い
て
も
部

派
仏
教
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
龍
樹
に
お
い
て
も
中
心

的
な
概
念
で
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
理
解
し
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
縁
起
（Pratītya-sam

utpāda

）
と
い
う

言
葉
自
身
の
中
に
、「
依
存
的
な
生
起
」
と
か
「
縁
に
よ

っ
て
生
ず
る
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
不
生
の
縁
起
」
と
い
う
如

き
こ
と
は
本
来
は
あ
り
え
な
い
、
つ
ま
り
そ
れ
は
矛
盾

概
念
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
ナ
ー

ガ
ル
ジ
ュ
ナ
の
『
中
論
』
の
「
帰
敬
偈
」
と
い
う
と
こ

ろ
で
、八
不
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
縁
起
、特
に「
生

ず
る
こ
と
の
な
い
縁
起
」
を
説
か
れ
た
仏
陀
に
礼
拝
す

る
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
そ
れ

は
決
し
て
容
易
に
理
解
し
う
る
事
柄
で
は
な
い
。
こ
の

箇
所
を
、
ゼ
ノ
ン
の
運
動
否
定
論
と
同
じ
よ
う
に
、
生

討
議
Ⅲ 

司 

会　

田
中
裕
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滅
す
る
相
対
的
な
世
界
と
い
う
の
は
真
実
の
世
界
で
は

な
い
の
だ
、
だ
か
ら
生
滅
な
ど
と
い
う
こ
と
は
聖
諦
に

お
い
て
は
あ
り
え
な
い
の
だ
、
と
読
む
人
が
非
常
に
多

い
、
む
し
ろ
そ
れ
が
多
数
派
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
中
論
の
最
後
の
部
分
に
、
縁
起
を
説
く
こ
と
が

付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
龍
樹
は

縁
起
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
空
・
無
自
性

と
同
義
的
で
あ
る
縁
起
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
み

え
ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
不
生
不
滅
の
縁
起
」
と
言
う

と
き
の
「
の
」
を
如
何
に
解
し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し

ょ
う
か
。

龍
樹
の
議
論
を
ゼ
ノ
ン
の
運
動
否
定
論
と
お
な
じ
よ

う
に
、
真
実
在
が
不
生
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論

証
す
る
た
め
に
、
生
滅
を
否
定
す
る
、
つ
ま
り
「
生
成

と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
た
め
に
成

立
し
得
な
い
」
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
帰
謬
論
証

的
に
「
真
実
在
が
不
生
不
滅
で
あ
る
」
こ
と
を
論
証
し

た
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

あ
る
い
は
、「
八
不
」
に
よ
っ
て
否
定
的
に
叙
述
さ
れ

た
「
諸
法
の
実
相
」、
ダ
ル
マ
の
ダ
ル
マ
た
る
と
こ
ろ
＝

法
性
に
、
縁
起
が
由
来
す
る
と
い
う
意
味
な
の
か
。
つ

ま
り
、
諸
法
の
実
相
＝
法
性
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
言

う
が
如
き
究
極
の
実
体
な
ど
で
は
な
く
、
根
源
的
に
相

依
性
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
「
法
性
」
に

縁
起
が
由
来
す
る
と
い
う
意
味
な
の
か
。
龍
樹
が
空
性
・

無
自
性
と
同
義
と
し
て
説
い
た
縁
起
を
「
不
生
に
し
て

不
滅
の
」
縁
起
と
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
竹
村
先
生

は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
聞
か
せ

願
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
質
問
の
（
１
）
の
ａ

で
す
。

次
に
、質
問
の（
１
）の
ｂ
に
移
り
ま
す
。『
中
論
』の「
観

四
諦
品
」
な
ど
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
大
変
印
象
的
な

の
は
、「
空
」
の
立
場
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
か
と
い

う
保
守
的
な
仏
教
か
ら
の
批
判
を
龍
樹
自
身
が
先
取
り

し
て
、
そ
れ
に
応
答
し
て
い
る
箇
所
で
す
ね
。
つ
ま
り

四
聖
諦
も
「
な
い
」
し
、生
老
病
死
と
い
う
も
の
も
「
な

い
」
の
だ
と
い
う
立
場
は
、
仏
法
を
破
壊
す
る
も
の
で

は
な
い
か
と
い
う
類
の
批
判
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
こ
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と
を
言
う
人
た
ち
、
た
と
え
ば
説
一
切
有
部
の
よ
う
に

仏
教
を
存
在
論
の
範
疇
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
、
一
切
を

存
在
と
し
て
語
る
立
場
こ
そ
、
縁
起
と
い
う
仏
教
の
根

本
的
理
法
を
破
壊
す
る
の
だ
と
答
え
て
い
る
。
だ
か
ら

空
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
縁

起
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
存
在
の
立

場
に
立
つ
限
り
、
縁
起
は
成
り
立
た
な
い
と
言
っ
て
い

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
龍
樹
は
存
在
論
の
立
場
を
全

面
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
縁
起
の
概
念
を
徹

底
さ
せ
、
そ
の
徹
底
し
た
縁
起
概
念
に
よ
っ
て
、
時
間

的
な
る
生
滅
の
世
界
、
つ
ま
り
我
々
が
そ
こ
か
ら
解
脱

す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
生
滅
の
世
界
を
肯
定
し
た
と

解
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
番
目
の
質
問
は
、
禅
の
覚
り
の
一
般
的
表
現
と
い

う
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
し
た
が
、
道
元
の
臨
済
宗
批
判

を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
駒
澤
大
学
の

松
本
先
生
の
書
か
れ
た
「
縁
起
と
空
」
や
、
袴
谷
先
生

の
書
か
れ
た
「
本
覚
思
想
批
判
」
な
ど
の
著
作
を
読
ま

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
西
谷
啓
治
先
生
や

阿
部
正
雄
先
生
の
よ
う
に
、
臨
済
禅
の
立
場
で
書
か
れ

た
も
の
と
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
違
う
、
果
た
し
て
対
話
が

成
立
す
る
の
か
な
と
い
う
部
分
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
こ
で
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
宗

教
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
わ
た

し
は
仏
教
徒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
よ
う
な
問
題

は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
あ
り
ま
す
。
本
覚
思
想
は
仏
教
に

非
ず
と
い
う
と
、
自
然
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
あ

ら
ず
と
い
っ
た
バ
ル
ト
を
連
想
致
し
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
道
元
の
解
釈
な
ん
で
す
が
、
竹
村
先

生
の
引
用
さ
れ
た
例
は
あ
ま
り
臨
済
と
か
曹
洞
と
い
う

こ
と
の
差
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
香

厳
撃
竹
・
霊
雲
桃
花
」
と
い
う
の
は
、
臨
済
禅
で
出
て

き
て
ま
っ
た
く
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
が
、

晩
年
の
道
元
は
臨
済
批
判
と
い
う
こ
と
を
行
な
う
。
曹

洞
宗
の
立
場
の
人
は
、
そ
れ
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
、
袴
谷
憲
昭
先
生
、
そ
れ

か
ら
松
本
史
朗
先
生
は
本
覚
思
想
や
如
来
蔵
思
想
は「
本

来
の
仏
教
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
議
論
を
展
開
さ
れ
ま
す
。
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そ
う
す
る
と
「
見
性
成
仏
」
と
い
う
こ
と
を
ど
う
理
解

す
れ
ば
よ
い
の
か
。

今
日
の
ご
発
表
で
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
、

ひ
と
つ
示
唆
を
い
た
だ
い
た
と
思
う
の
は
、
鈴
木
大
拙

の
言
葉
で
す
ね
。「
見
性
と
は
性
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
」

と
、「
見
が
性
で
、
性
が
見
だ
」。
私
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
ラ
テ
ン
語
著
作
に
あ
る
議
論
、intellegere

（
叡
知

的
直
観
）
とesse

（
存
在
）
の
同
一
性
に
か
ん
す
る
議

論
を
連
想
し
つ
つ
読
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
対

象
的
存
在
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
と
か
ら
叡
知
的

に
直
観
す
る
と
か
、
見
る
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

存
在
よ
り
も
先
に
あ
る
「
見
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
は
、

じ
つ
は
存
在
を
創
造
す
る
働
き
で
あ
り
、
行
為
的
な
実

践
よ
り
も
根
源
的
な
「
は
た
ら
き
」
で
あ
る
。
そ
う
言

う
意
味
で
、
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
の
文
脈

に
置
き
換
え
た
場
合
に
於
い
て
も
、「
見
」
と
「
性
」
の

同
一
性
を
語
る
言
葉
は
生
き
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

思
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
西
田
哲
学
で
言
う
「
絶
対
矛

盾
的
自
己
同
一
」
に
関
す
る
質
問
で
す
が
、
秋
月
龍
珉

老
師
は
「
こ
れ
は
一
息
に
読
ま
れ
る
べ
き
公
案
だ
」
と

い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

す
る
と
「
絶
對
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
「
逆
対
応
」

と
は
ど
う
い
う
関
係
な
の
か
。「
逆
対
応
」
と
い
う
の
は

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
一
側
面
を
表
現
し
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
「
絶
對
矛
盾
的
自
己
同
一
を
」
で
は

言
い
表
し
得
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
事
態
を
表
現
し
て

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

竹
村
先
生
が
引
用
さ
れ
て
い
る
西
田
の
文
章
、
と
く

に
大
燈
国
師
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
は
、「
逆
対
応
」

と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
前
に
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」

と
い
う
こ
と
を
語
り
、
そ
し
て
そ
の
後
で
「
逆
対
応
」

を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
田
辺
元
が
西
田
哲
学
を
批
判

す
る
と
き
に
、「
逆
対
応
」
は
宗
教
の
論
理
と
し
て
素
晴

ら
し
い
け
れ
ど
も
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
は
「
自

己
同
一
」
の
立
場
で
あ
る
限
り
、
親
鸞
や
パ
ウ
ロ
の
よ

う
な
自
己
の
根
本
的
な
る
転
換
、
聖
者
な
ら
ぬ
凡
夫
の

宗
教
的
回
心
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
著
す
こ
と
が
出
来
な
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い
と
い
う
議
論
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
竹
村

先
生
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
た
い
。

つ
ま
り
、
秋
月
龍
珉
老
師
が
嘗
て
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

「
正
対
応
が
あ
っ
て
逆
対
応
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
正
対

応
な
ど
と
い
う
も
の
は
本
来
あ
り
え
な
い
の
だ
」
と
そ

う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
か
。

あ
る
い
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
逆
対
応
」
と
言
っ

て
も
そ
れ
は
、
聖
諦
の
第
一
義
で
な
り
た
つ
こ
と
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
方
便
」
の
レ
ベ
ル
で
成
り
立
つ

事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
。
つ
ま
り
絶
対
者
と
い

う
も
の
を
何
ら
か
の
形
で
、
わ
れ
わ
れ
が
措
定
し
て
語

る
と
き
に
「
逆
対
応
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
け
れ

ど
も
、し
か
し
「
逆
対
応
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
「
絶

対
他
者
」、
あ
る
い
は
「
他
力
」
と
い
う
こ
と
が
前
提
と

な
っ
た
と
き
に
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、「
禅
」
の
す
べ
て

が
、「
逆
対
応
」
で
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る

の
か
。

阿
部
正
雄
先
生
は
、｢

正
対
応｣

と
「
逆
対
応
」
と

い
う
言
葉
を
禅
の
悟
り
と
真
宗
の
信
心
と
の
違
い
を
表

す
た
め
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
竹
村
先
生
が
ど
の
よ
う
に
お

考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
か
を
お
聞
き
し
た
い
。

そ
れ
か
ら
密
教
で
い
う
「
即
身
成
仏
」
に
つ
い
て
、

「
密
教
が
優
れ
た
行
法
を
有
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
に

そ
っ
て
修
行
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
於
い
て
、
父
母
所
生

の
こ
の
身
に
お
い
て
、
成
仏
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
成
仏
は
遠
い
未
来
で
は
な
い
し
、

そ
し
て
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
り
最
後
に
遠
い
将
来
に
お

い
て
成
仏
す
る
の
で
は
な
く
て
、
今
こ
こ
で
こ
の
身
を

そ
な
え
た
ま
ま
で
成
仏
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
禅
に
近
い
言
い
方
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
わ
た
し
ど
も
が
素
朴
に
「
即
身
成
仏
」
と
い

う
と
、
極
め
て
神
秘
的
な
、
つ
ま
り
弘
法
大
師
そ
の
方

が
ま
だ
瞑
想
し
て
座
禅
し
て
お
ら
れ
て
高
野
山
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
か
、
あ
る
い
は
真
言
宗
の
信
徒
が
即
身
成

仏
し
ミ
イ
ラ
と
な
っ
て
礼
拝
の
対
象
と
な
る
と
か
、
そ

う
い
う
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
お
も
い
ま
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す
が
、「
禅
」
は
も
う
少
し
日
常
に
即
し
た
印
象
を
受
け

る
の
で
す
が
、
そ
の
点
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は

密
教
と
禅
の
違
い
に
関
す
る
質
問
で
す
。

そ
れ
か
ら
空
海
に
関
し
て
は
、
竹
村
先
生
の
文
を
引

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
た
し
か
に
大
変
素

晴
ら
し
い
文
章
で
す
。
つ
ま
り
、「
密
教
の
覚
り
と
は
、

自
己
が
単
に
自
己
を
超
え
る
よ
う
な
、
相
対
に
対
す
る

絶
対
者
の
よ
う
な
大
日
如
来
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
く
、
自
己
が
今
・
こ
こ
に
お
い
て
身
・

語
・
意
の
三
方
面
で
優
れ
た
活
動
を
な
す
か
け
が
え
の

な
い
自
己(

即
大
目
如
来)

に
な
る
の
み
で
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
他
者
を
も
自
己
と
し
、
一
切
の
他
者
と
協
働
す

る
自
己
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
前
半
部
に
つ

い
て
は
、
わ
た
く
し
は
全
く
同
感
い
た
し
ま
す
。
し
か

し
、そ
の
後
半
部
分
は
、ど
う
解
釈
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

現
代
に
お
い
て
哲
学
し
て
い
る
も
の
の
立
場
か
ら
す
る

と
、
他
者
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
で
ど
う
な
っ
て
し
ま

う
の
か
ー
そ
こ
に
問
題
が
残
り
ま
す
。「
あ
ら
ゆ
る
他
者

を
自
己
と
し
」と
い
う
こ
と
で
、他
者
の
問
題
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
自
己
は「
大
我
＝
ア
ー
ト
マ
ン
」

に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
神

秘
主
義
の
論
理
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
の
一
つ
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
同
一
性
の
立
場
を
破
る
も
の
が
な

い
。「
同
」
に
一
切
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
他
者
が

消
え
て
し
ま
う
。「
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
自
己
と
し
」
と
い

う
言
葉
だ
け
を
追
う
と
ど
う
も
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て

し
ま
う
。
自
己
と
は
絶
対
に
異
な
る
他
者
の
「
他
者
性
」

の
消
え
た
と
こ
ろ
に
倫
理
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
だ

ろ
う
か
と
。
わ
た
し
は
宗
教
的
世
界
が
倫
理
に
還
元
さ

れ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
倫
理
も
そ
の
宗
教

的
な
立
場
か
ら
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
哲
学
で
は
自

己
に
還
元
さ
れ
な
い
、「
自
同
性
に
還
元
さ
れ
な
い
と

他
者
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
哲
学
的
に
き
ち
ん
と
論

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
い
わ
ゆ

る
神
秘
主
義
者
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
す
っ
と
ば
し
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て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
に
、

わ
た
し
は
哲
学
す
る
も
の
と
し
て
、
大
い
な
る
懸
念
を

感
じ
ま
す
。

他
者
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
と
い
う
問
題
を
神
秘
主

義
の
立
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
神
父
も
こ
う
い
う

質
問
を
受
け
て
色
々
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

神
秘
主
義
に
対
す
る
理
解
が
違
う
と
、
神
秘
主
義
こ
そ

他
者
と
の
協
働
を
可
能
に
す
る
の
だ
と
い
う
発
言
を
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
そ
の
点
も
も
う
少
し
突
っ

込
ん
で
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
西
田
哲
学
の
問
題
で
す
が
、中
期
で
い
う
「
叡

知
的
世
界
」
と
い
う
の
は
判
断
的
一
般
者
に
始
ま
り
、

自
覚
的
一
般
者
、
叡
知
的
一
般
者
、
行
為
的
・
表
現
的

一
般
者
に
終
わ
る
。
こ
の
議
論
の
道
す
じ
と
い
う
の
は
、

わ
た
し
は
自
己
の
現
象
学
で
あ
る
と
い
う
了
解
を
持
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
精
神
の
現
象
学
」
で
は
な
く
て

己
事
究
明
と
い
う
意
味
で
の「
自
己
の
現
象
学
」で
す
ね
。

ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
を
借

り
つ
つ
も
、
そ
の
意
味
を
転
じ
て
、「
ノ
エ
シ
ス
的
超
越
」

と
い
う
こ
と
を
西
田
は
言
い
ま
す
が
、「
ノ
エ
シ
ス
的
超

越
」
と
は
、「
叡
知
的
世
界
そ
の
も
の
の
超
越
」、
そ
れ

と
同
時
に
「
叡
知
的
自
己
の
超
越
」
と
い
う
意
味
で
は

な
い
か
。田
辺
元
が
、メ
タ
ノ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
言
葉
で
、

理
性
そ
の
も
の
の
立
場
を
超
え
る
こ
と
を
表
現
す
る
以

前
に
、
既
に
西
田
は
、
ノ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
立
場
そ
の

も
の
を
突
破
す
る
方
向
性
を
、「
叡
知
的
世
界
」
と
い
う

論
文
の
中
で
示
し
て
い
た
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

西
田
幾
多
郎
は
中
期
に
お
い
て
は
「
自
己
が
自
己
に

於
い
て
自
己
を
見
る
」
と
か
「
自
己
が
自
己
に
於
い
て

自
己
を
映
す
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
竹
村
先
生
が
引
用
さ
れ
た
晩
年
の
西
田
の
文
章

に
な
る
と
「
自
己
は
絶
対
の
他
者
で
あ
る
汝
に
対
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
真
の
自
己
に
な
る
」
と
か
「
絶
対
否
定

に
よ
る
媒
介
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

中
期
の
西
田
哲
学
の
よ
う
に
、「
自
己
が
自
己
に
於
い

て
自
己
を
見
る
」
と
か
「
自
己
が
自
己
に
於
い
て
自
己

を
映
す
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
、「
他
者
」
は
少
な
く
と
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も
言
葉
の
上
で
は
全
く
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
後

期
の
西
田
哲
学
に
は
、
自
己
同
一
は
絶
對
否
定
に
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
決
し
て
成
立
し
な
い
と
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
中
期
西
田
哲
学
に
於
け
る
自
己

の
現
象
学
と
、
後
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
對
矛
盾

的
自
己
同
一
」
な
い
し
「
逆
対
応
」
の
立
場
の
間
に
、

断
絶
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
中
期
の
立
場
は
あ
る
仕
方

で
乗
り
越
え
ら
れ
て
こ
の
後
期
の
立
場
に
な
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
は
深
い
連
続
性

が
あ
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
竹
村
先
生
の
お
考
え

を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
ご

ざ
い
ま
す
。

竹
村 

懇
切
な
ご
意
見
、
コ
メ
ン
ト
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
大
変
鋭
い
ご
指
摘
ば
か
り
で
、
的
確
に
全
部
お
答

え
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
と
わ
た
り
ま
ず
は

レ
ス
ポ
ン
ス
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
不
生
の
縁
起
で
す
が
、
こ
れ
は
『
聖
求
経
』

で
は
不
生
、
不
老
、
不
死
等
々
の
涅
槃
と
い
う
言
葉
だ

っ
た
の
で
す
が
、『
中
論
』
の
「
帰
敬
偈
」
で
は
八
不
の

戯
論
寂
滅
の
縁
起
と
い
う
言
葉
が
確
か
に
出
て
く
る
の

で
す
ね
。
そ
れ
は
縁
起
に
対
す
る
形
容
詞
の
よ
う
な
形

で
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
戯
論
寂
滅
の
縁
起
と
い
う
の

は
あ
る
意
味
で
は
矛
盾
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ

を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
解
釈
の
問
題
に
な

り
ま
す
。
わ
た
し
自
身
は
縁
起
で
あ
る
が
故
に
無
自
性

で
あ
っ
て
、
そ
の
無
自
性
性
と
い
う
も
の
が
縁
起
の
世

界
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
無
自
性
性
ま
で
説
か
れ
る
そ

う
い
う
縁
起
、
戯
論
寂
滅
、
八
不
、
い
わ
ゆ
る
勝
義
諦

を
も
説
く
よ
う
な
中
で
の
縁
起
、
む
し
ろ
縁
起
よ
り
も

八
不
や
戯
論
寂
滅
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
そ
の
こ
と

を
説
い
た
仏
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
実
際
『
中
論
』
を
見
ま
し
て
も
、
要
す
る
に

言
語
批
判
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
主
語
を
立
て
て
述

語
す
る
と
常
に
事
実
と
乖
離
し
て
し
ま
う
と
し
て
言
語

を
解
体
し
て
い
て
い
く
、
ま
さ
に
戯
論
寂
滅
の
世
界
を

指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。『
中
論
』
の
核
心
は
言
語

を
解
体
し
て
戯
論
寂
滅
の
勝
義
諦
、
究
極
の
真
理
と
言
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い
ま
す
か
、
そ
こ
に
い
か
に
出
会
わ
せ
る
か
、
と
い
う

の
が
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
で

す
か
ら
わ
た
し
は
、
縁
起
と
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
あ

ま
り
縁
起
に
は
重
き
を
置
か
な
い
で
、
あ
る
い
は
縁
起

で
あ
る
が
故
に
勝
義
諦
ま
で
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
そ
う

い
う
縁
起
思
想
だ
と
理
解
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
非
常
に
安
直
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
仏

が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
ろ
う
が
な
る
ま
い
が
、
つ

ま
り
仏
が
覚
ろ
う
が
覚
る
ま
い
が
縁
起
は
真
理
で
あ
る

と
い
う
定
型
句
が
原
始
仏
教
以
来
あ
り
ま
し
て
、
縁
起

と
い
う
の
は
真
理
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
縁
起
の
語
は
真
理
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
、
そ

の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
ど
う
か
と
思
っ
た
り
し
て
お
り

ま
す
。

「
由
来
す
る
」
と
い
う
意
味
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ

る
わ
け
で
す
が
、
由
来
す
る
の
内
容
に
も
よ
る
と
思
う

の
で
す
ね
。
八
不
と
い
う
こ
と
を
見
た
そ
の
目
か
ら
見

ら
れ
た
縁
起
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
由
来
」
と
言
っ

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
文
脈
を
全
て
理
解
し
き
れ
て
は
な
い
の
で

す
が
、「
時
間
的
な
る
生
成
の
世
界
を
『
空
の
立
場
』
に

お
い
て
全
面
的
に
肯
定
し
た
と
解
し
て
よ
い
か
」
と
。

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
言
語
を
解
体
し
て
戯
論
寂
滅

の
世
界
に
い
っ
た
ん
入
っ
た
後
は
逆
に
ど
ん
な
こ
と
も

言
え
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
中
に
生
死
と
涅
槃
は
区

別
し
な
い
、
涅
槃
と
生
死
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
時
間
的
生
成
の

世
界
は
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
局
面
が
竜

樹
に
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
全
面
的
に
肯
定
し

た
と
い
う
部
分
も
あ
り
う
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
禅
の
覚
り
と
の
関
係
で
道
元
と
本
覚
思

想
の
問
題
で
す
が
、
ま
ず
本
覚
思
想
や
如
来
蔵
思
想
が

本
来
の
仏
教
で
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
自
体
が
、
ま
ず
ど
う
い
う
意
味
で
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
本
覚
を
ど
う
定
義
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
議
論

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
一
つ
あ
る
で
し
ょ
う
。

『
華
厳
経
』
の
「
性
起
品
」
に
、
如
来
が
衆
生
を
観
察
す

る
と
、
自
分
と
全
く
同
じ
智
慧
が
一
人
ひ
と
り
の
如
来
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の
中
に
完
全
に
そ
っ
く
り
具
わ
っ
て
い
る
、
そ
う
観
察

し
た
と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
の
立

場
は
仏
説
を
尊
重
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
本
覚
が
全
く
仏
教
で
は
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
う

と
し
て
、
次
に
道
元
は
本
覚
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
確
か
に
肉
体
が
死
ん
で
も
続
い
て
い
く
よ
う
な

覚
り
の
覚
体
み
た
い
な
実
体
的
な
心
と
し
て
の
覚
り
の

本
体
が
あ
る
と
い
う
思
想
は
は
っ
き
り
と
否
定
し
た
わ

け
で
す
。
し
か
し
一
方
で
修
証
一
等
と
い
う
こ
と
は
は

っ
き
り
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
修
行
の
中
に
覚
り
が
あ

る
と
言
い
ま
す
か
、
覚
り
の
中
で
修
行
が
運
ば
れ
て
ゆ

く
と
い
う
こ
と
は
道
元
の
立
場
と
し
て
は
否
定
で
き
な

い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
本
覚
と
仮
に
言
え
ば
、

本
覚
的
な
見
方
と
い
う
の
は
道
元
に
な
い
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
実
体

的
な
覚
体
が
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
立
場
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
道
元
禅
師
は
見
性
と
い
う
言
葉

を
非
常
に
嫌
い
ま
し
て
、
一
二
巻
本
の
何
か
の
巻
に
、

六
祖
慧
能
が
見
性
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
ら『
六

祖
壇
経
』
は
偽
書
だ
、
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

非
常
に
見
性
と
い
う
言
葉
を
否
定
し
て
お
り
ま
す
。
で

は
道
元
は
ま
っ
た
く
覚
り
体
験
を
否
定
し
た
の
か
と
申

し
ま
す
と
、
わ
た
し
が
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
覚
り
の

経
験
を
き
ち
っ
と
肯
定
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

始
覚
的
な
立
場
も
否
定
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
わ

た
し
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
『
永
平
広
録
』
に
出

て
く
る
の
は
、
確
か
永
平
寺
で
の
上
堂
で
す
。
道
元
禅

師
は
『
正
法
眼
蔵
』
を
ず
っ
と
示
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
が
、

永
平
寺
に
移
っ
て
か
ら
後
は
『
正
法
眼
蔵
』
を
著
し
ま

せ
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
上
堂
で
大
衆
に
示
し
た
わ
け
で
、

晩
年
の
道
元
の
思
想
を
本
当
に
理
解
す
る
た
め
に
は『
永

平
広
録
』
を
解
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ

れ
は
非
常
に
難
し
い
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
。
そ
の
中
で｢

忽
然
と
し

て
大
事
を
明
ら
む
。
今
日
の
人
、
須
ら
く
両
員
の
芳
躅

を
慕
う
べ
し｣

と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
始
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覚
的
な
立
場
が
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思

う
の
で
す
ね
。

道
元
は
仏
性
の
巻
を
書
き
ま
し
て
、
仏
性
を
説
い
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
見
性
成
仏
と
仏
性
論
と
い
う
の
は

見
性
成
仏
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
る
と
思
い
ま
す
。
見

性
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
道
元
は
異
常
な
ほ
ど
嫌
い
ま

し
た
。
あ
れ
ほ
ど
言
葉
を
自
由
自
在
に
解
釈
し
て
操
る

道
元
が
、
見
性
に
つ
い
て
は
「
見
が
性
で
、
性
が
見
だ
」

と
い
う
ふ
う
に
は
肯
定
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が

あ
り
ま
す
。
道
元
の
仏
性
論
と
い
う
の
も
一
言
で
な
か

な
か
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
性
の
巻
に
、

「
悉
有
そ
れ
透
体
脱
落
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る

の
で
す
ね
。「
悉
有
即
仏
性
」
な
ん
で
す
が
、
そ
の
悉
有

は
「
透
体
脱
落
な
り
」
と
。
脱
落
と
い
う
と
こ
ろ
で
仏

性
を
押
さ
え
て
い
る
、
わ
た
し
は
そ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
脱
落
と
い
う
も
の
を

始
覚
的
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
本
覚
的
に
見

る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
修
証
一
等
と
い
う

と
こ
ろ
を
核
心
に
据
え
て
、
そ
れ
と
仏
性
が
関
連
し
て
、

と
い
う
立
場
が
道
元
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

如
何
な
る
意
味
・
概
念
で
の
見
性
成
仏
が
ど
う
い
う
関

係
に
な
る
か
、
と
い
う
話
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
西
田
の
逆
対
応
と
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

で
あ
り
ま
す
が
、「
逆
対
応
」
と
い
う
言
葉
は
田
辺
元
先

生
が
御
自
分
の
親
鸞
論
を
講
演
か
何
か
で
さ
れ
て
、
そ

れ
を
西
田
が
又
聞
き
し
た
の
で
す
か
ね
、
直
接
聞
い
た

の
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
色
々

な
経
緯
の
中
で
務
台
理
作
さ
ん
と
の
や
り
と
り
の
中
で

「
逆
対
応
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
非
常
に
晩
年

の
言
葉
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
真
宗
と
い
う
も
の
が
大

き
く
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
を
見
て

ゆ
き
ま
す
と
、
真
宗
だ
け
で
は
な
く
て
禅
も
キ
リ
ス
ト

教
も
、
自
己
と
絶
対
者
と
の
関
係
は
「
逆
対
応
」
と
い

う
言
葉
で
示
す
の
が
一
番
よ
ろ
し
い
と
い
う
の
が
論
点

か
と
思
い
ま
す
。「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
言

葉
は
い
ろ
い
ろ
な
局
面
で
使
え
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
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が
、
自
己
と
絶
対
者
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
関

係
を
さ
ら
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
表
現
し
た
の
が
「
逆
対

応
」
で
す
。
そ
こ
に
は
単
に
否
定
を
媒
介
し
た
関
係
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
個
の
方
向
に
徹
す
れ
ば
徹
す

る
ほ
ど
神
に
触
れ
る
、
つ
ま
り
究
極
の
普
遍
で
す
ね
。

普
通
は
普
遍
の
方
に
ど
ん
ど
ん
降
り
て
い
っ
て
究
極
の

普
遍
に
行
く
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
個
の
方
に
行
け
ば

行
く
ほ
ど
普
遍
に
触
れ
る
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
「
逆
」

と
い
う
関
係
が
実
は
示
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
決
し
て
禅
で
も
異
な
る
関
係
で
は
な
い
の
だ
と
西

田
は
説
き
ま
す
。
自
己
の
死
と
い
う
問
題
と
か
個
と
い

う
問
題
を
突
き
詰
め
て
見
つ
め
て
行
く
中
で
宗
教
的
世

界
が
ひ
ら
け
て
く
る
。
で
す
か
ら
他
力
だ
け
を
特
徴
付

け
る
言
葉
だ
と
言
い
切
れ
る
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。「
他
力
」と
い
う
言
葉
自
体
も
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
密
教
の
即
身
成
仏
と
臨
済
禅
の
見
性
成
仏

の
違
い
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
田
中
先
生
も
言

わ
れ
た
と
お
り
、
わ
た
し
自
身
も
密
教
の
世
界
は
ほ
と

ん
ど
体
験
し
て
い
ま
せ
ん
、
臨
済
禅
も
体
験
し
た
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
で
す
か
ら
違
い
を
ど

う
こ
う
論
じ
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、

一
般
的
に
は
禅
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
心
の
方
の
即
心

是
仏
、
密
教
は
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
で
身
と
心
が
違

う
と
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
意
味
が

な
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
と
し
ま
し
て
は
、
い
ろ
い

ろ
な
宗
教
体
験
は
一
つ
の
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
、
と
い

う
と
こ
ろ
で
括
っ
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
全
く
の
違
い
が
あ
る
と
は
言
い
た
く

は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
覚
り
の
世
界
の
表
現

に
お
い
て
、
わ
た
し
が
多
少
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
よ
う
に
、
即
身
成
仏
の
世
界
の
覚
り
の
中
で
は
自

己
が
自
己
だ
け
に
止
ま
ら
な
く
て
、
自
己
が
あ
ら
ゆ
る

他
者
で
あ
る
と
い
い
ま
す
か
、
諸
仏
諸
尊
も
自
分
で
あ

る
と
い
う
世
界
が
比
較
的
明
瞭
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
辺
は
多
少
傾
向
が
違
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ぐ
ら

い
し
か
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
即
身
成
仏

と
い
う
の
は
、
ご
く
一
般
的
に
言
え
ば
、
こ
の
身
に
即
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し
て
仏
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は

り
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
す
で
に
仏
で
あ
る
か
ら
と

い
う
本
覚
思
想
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
基
盤
に
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
即
身
成
仏
で
あ
る
、
そ
れ
は

「
即
身
成
仏
頌
」
の
後
半
の
詩
の
方
で
す
ね
。
無
限
の
可

能
性
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
説
か

れ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
四
番
目
の
質
問
の
最
後
の
括
弧
内
で
す
が
、

禅
は
神
秘
主
義
で
は
な
い
と
西
田
は
さ
か
ん
に
言
っ
て

い
ま
し
た
が
、
同
じ
よ
う
に
、
密
教
は
当
然
神
秘
主
義

だ
ろ
う
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
も
、
つ
ま
り
密
教
も
所

謂
世
人
が
考
え
る
神
秘
主
義
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
、
そ
こ
を
一
つ
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
五
番
目
の
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
他
者
を

自
己
と
す
る
と
い
う
の
は
決
し
て
一
つ
の
自
己
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
す
で
に
道
元
禅

師
に
も
他
己
、
他
の
己
と
い
う
表
現
も
あ
る
わ
け
で
す

ね
。
し
か
し
、
一
体
と
か
自
分
だ
と
か
い
う
よ
う
な
表

現
を
敢
え
て
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
空
性
、
空

ぜ
ら
れ
た
法
性
と
か
真
如
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
と
、

そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
か
け
が
え
の

な
い
主
体
で
あ
る
と
、
そ
の
中
で
の
自
己
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
自
他
も
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
の
本
性
は
有
の
立

場
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
空
の
立
場
で
、
空
性
に
お

い
て
一
体
で
あ
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
他
者
も
自
己
で

あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
他
者
の
主
体
は
あ
く
ま

で
も
絶
対
の
主
体
と
し
て
成
立
し
て
い
る
、
そ
う
い
う

全
体
を
自
己
と
了
解
し
て
ゆ
く
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う

い
う
構
造
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、

一
つ
は
互
い
に
関
係
し
あ
う
と
い
う
、
そ
の
関
係
し
あ

う
中
で
自
ず
か
ら
倫
理
と
い
い
ま
す
か
、
具
体
的
な
こ

の
場
で
の
あ
る
べ
き
方
向
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
し
、

そ
れ
か
ら
本
来
平
等
な
本
性
の
一
体
で
あ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
根
ざ
し
た
と
き
に
、
大
智
は
そ
の
ま
ま
に
大
悲

だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
要
す
る
に
共
感
と
言
い
ま
す
か
、
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す
。
実
は
西
田
は
当
初
か
ら
、
お
そ
ら
く
真
の
個
物
は

何
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
、
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な

い
も
の
が
個
物
だ
と
い
う
の
に
対
し
て
ど
う
も
違
う
、

で
は
い
っ
た
い
真
の
個
物
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
お
そ

ら
く
根
本
に
あ
っ
て
そ
れ
を
ず
っ
と
追
求
し
て
い
っ
た

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は｢

場
所
の
論
理｣

が
自
覚
さ
れ

て
更
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
す
け
れ
ど
も
。
西
田
の
哲

学
は
「
場
所
」
の
哲
学
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
一
方
で

は
「
個
物
」
の
哲
学
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
わ

た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
個
物
と
い
う
の
は
自
ら

が
自
ら
を
限
定
し
う
る
存
在
で
す
。
そ
れ
が
如
何
に
し

て
成
り
立
つ
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
れ
を
ず
っ
と
追

求
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
お
そ
ら
く
ど
こ
か
で

中
期
と
後
期
と
連
続
性
が
あ
る
。
具
体
的
に
ど
う
い
う

ふ
う
に
非
連
続
面
・
断
絶
面
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
分
か
り
ま

せ
ん
。
以
上
で
す
。

同
体
慈
悲
と
言
い
ま
す
か
、
他
者
の
苦
し
み
が
自
ず
か

ら
自
己
の
苦
し
み
に
な
る
世
界
が
開
け
る
。
そ
こ
で
お

の
ず
か
ら
、
命
令
と
か
理
性
的
な
立
場
で
こ
う
だ
か
ら

こ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
倫
理
で
は
な
く

て
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
苦
し
む
と
い
う
そ
の
中
か

ら
あ
る
べ
き
規
範
が
出
て
く
る
。
そ
こ
に
倫
理
と
い
う

も
の
が
成
立
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
西
田
で
す
が
、
実
は
わ
た
し
は
『
場
所
的
論

理
と
宗
教
世
界
観
』
し
か
読
ま
な
い
と
い
う
乱
暴
な
こ

と
を
や
っ
て
お
り
ま
す
、
そ
の
中
に
す
べ
て
が
含
ま
れ

て
い
る
と
言
え
ば
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
も
。
そ
れ
で
中
期
の
哲
学
は
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
中
期
と
後
期
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
中
期
後
期
を
ど
う
分
け
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
り

ま
す
が
、
一
般
的
に
「
弁
証
法
的
一
般
者
の
世
界
」
か

ら
後
期
だ
と
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
辺
で
は
明

ら
か
に
個
は
個
に
対
し
て
個
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

究
明
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
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か
読
ま
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、
今
日
は
「
予
定
調
和

を
手
引
き
と
し
て
宗
教
哲
学
へ
」
か
ら
も
引
用
も
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
の
点
も
踏
ま
え
て
ご
質
問
さ
せ
て
く
だ

さ
い
。
先
生
の
宗
教
論
の
理
解
と
し
て
絶
対
者
の
絶
対

的
な
自
己
否
定
と
い
う
と
こ
ろ
を
強
調
さ
れ
る
と
い
う

の
が
先
生
の
読
み
方
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
「
逆
対
応
」
に
つ
い
て
も
「
矛
盾
的
自
己
同

一
」
に
つ
い
て
も
仰
っ
て
い
る
こ
と
が
一
貫
し
て
い
て

良
く
分
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
も
し
絶
対
者
の
自
己

否
定
と
い
う
と
こ
ろ
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、「
予

定
調
和
を
手
引
き
と
し
て
宗
教
哲
学
へ
」
で
は
神
性

(G
ottheit)

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

後
の
宗
教
論
で
は
神
性
で
は
駄
目
だ
言
う
と
こ
ろ
が
あ

る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
絶
対
者
の
自
己
否
定
の

レ
ベ
ル
で
も
最
終
段
階
で
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
が
一
つ
の
質
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
個

と
超
個
と
い
う
言
葉
は
、
鈴
木
大
拙
先
生
が
『
日
本
的

霊
性
』
の
中
で
一
番
最
初
に
使
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
西
田
自
身
は
宗
教
論
の
中
で
は
あ
ま
り
「
超
個
」

田
中 
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
先
生
が
言

わ
れ
た
「
逆
対
応
」
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
個
が
個
に

徹
す
る
と
い
う
時
に
普
遍
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
わ
た
し
も
実
は
西
田
と
は
独
立
に
そ
う
い
う
こ
と

を
考
え
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
西
田
に
は
っ
き
り
そ
の

よ
う
な
文
章
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
記
憶
し
て
お
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
大
変
共
感
を
覚
え
ま
し
た
。

そ
の
他
の
問
題
に
関
し
て
は
会
の
後
に
考
え
る
と
し

て
、
今
度
は
皆
様
の
方
か
ら
ご
質
問
を
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

森 

大
変
興
味
深
い
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回

は
最
後
に
密
教
も
入
れ
た
上
で
、
し
か
し
括
り
と
し
て

は
西
田
哲
学
の
方
に
来
ま
し
て
、
先
生
が
ま
ず
秋
月
先

生
に
つ
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

最
後
に
「
人
と
人
」
の
と
こ
ろ
に
出
て
ゆ
か
れ
る
と

い
う
の
は
秋
月
先
生
の
方
向
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
今
日
は
新
し
く
密
教
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
印
象

深
く
伺
い
ま
し
た
。
先
生
は
西
田
の
最
後
の
宗
教
論
し
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考
え
に
な
る
の
か
、
是
非
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

竹
村 

ま
ず
「
予
定
調
和
を
手
引
き
と
し
て
宗
教
哲
学
へ
」
で

は
神
性
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
わ
た

し
は
最
晩
年
を
尊
重
し
た
い
立
場
で
し
て
、
そ
こ
で
は

と
に
か
く
絶
対
者
が
自
ら
を
否
定
す
る
と
い
う
の
が
何

回
も
出
て
き
て
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ
が
あ
っ
て
始
め
て

絶
対
自
由
な
る
個
が
成
立
し
う
る
わ
け
で
す
ね
、
そ
れ

を
わ
た
し
は
最
終
的
な
立
場
と
見
な
し
た
い
と
思
う
の

で
す
ね
。

森 

で
す
か
ら
、
意
志
と
か
人
格
と
か
そ
う
い
う
の
が
鋭
く

出
る
の
は
最
終
の
宗
教
論
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
そ

こ
を
超
個
と
言
っ
て
よ
い
の
か
で
す
ね
。
西
田
さ
ん
は

大
拙
さ
ん
の
『
日
本
的
霊
性
』
を
読
ん
で
宗
教
論
を
書

き
出
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
二
人
の
繋
が
り
は

強
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
さ
ん
御
自
身
が
超
個
の

個
と
か
個
の
超
個
と
い
う
言
い
方
は
し
て
お
り
ま
せ
ん

し
、
神
性
で
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
言
う
わ

と
い
う
言
い
方
は
、
あ
る
い
は
「
超
個
の
個
」
と
い
う

言
い
方
は
し
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
し
か
し
先
生
は

「
超
個
の
個
」
と
い
う
こ
と
と
、「
個
は
個
に
対
し
て
個
」

と
い
う
こ
と
を
二
つ
付
き
合
わ
せ
る
仕
方
で
非
常
に
興

味
深
い
展
開
を
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
僕
も
大

拙
さ
ん
と
西
田
さ
ん
を
重
ね
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち

は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
個
と
超
個
と
い
う
こ
の
使
い
方

は
西
田
よ
り
も
先
生
の
方
が
す
っ
き
り
し
過
ぎ
て
、
少

し
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
と

申
し
ま
す
の
は
、
大
燈
国
師
の
こ
の
言
葉
「
此
理
人
々

有
之
（
こ
の
り
に
ん
に
ん
こ
れ
あ
り
）」
で
す
ね
。
宗

教
論
で
は
確
か
に
絶
対
者
と
個
と
の
関
係
を
最
も
よ
く

表
わ
す
の
が
こ
の
大
燈
国
師
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
の
言
葉
は
も
ち
ろ
ん

絶
対
者
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
て
、「
人
々
」
な
ん
で

す
ね
。
そ
う
す
る
と
禅
の
立
場
か
ら
見
て
も
こ
の
解
釈

と
し
て
、
少
し
西
田
さ
ん
の
使
い
方
と
大
燈
国
師
の
本

来
の
意
味
と
で
は
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問

に
思
う
わ
け
で
す
。
そ
の
点
を
先
生
が
ど
の
よ
う
に
お
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者
が
自
ら
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
た
「
超

個
」
だ
と
了
解
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ

か
ら
大
燈
国
師
の
言
葉
「
此
理
人
々
有
之
」
で
、
別
れ

て
別
れ
な
い
、
対
し
て
対
し
な
い
と
い
う
こ
の
理
が
一

人
ひ
と
り
に
あ
る
と
、
つ
ま
り
一
人
ひ
と
り
に
個
と
超

個
が
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
味
で

す
か
ら
、
こ
れ
は
矛
盾
は
し
な
い
と
わ
た
し
は
思
い
ま

す
。

松
岡 

一
つ
だ
け
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈
尊
の
覚
り
と
言
わ
れ
る
と

き
に
先
生
は
『
聖
求
経
』
を
お
引
き
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ど
の
対
話
の
場
合

に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
釈
尊
の
何
々
と
言
わ

れ
る
と
き
に
、
何
を
持
っ
て
論
証
の
根
拠
に
す
る
か
と

い
う
こ
と
が
や
は
り
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す

る
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ

う
な
聖
典
成
立
史
が
あ
っ
て
そ
れ
に
乗
っ
か
っ
て
言
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
実
際
は
、

け
で
す
か
ら
、
も
っ
と
鋭
い
意
志
と
か
個
と
か
を
出
せ

る
わ
け
で
す
ね
、
そ
の
と
き
に
超
個
で
は
ま
ず
い
の
で

は
な
い
か
と
。

竹
村 

先
ほ
ど
森
先
生
が
個
と
超
個
の
言
葉
は
大
拙
だ
と
い
う

の
は
先
生
の
言
わ
れ
る
と
お
り
で
、
た
だ
『
日
本
的
霊

性
』
は
終
戦
の
年
な
い
し
そ
の
前
く
ら
い
で
す
よ
ね
。

し
か
し
『
禅
の
思
想
』
と
い
う
著
作
で
使
わ
れ
て
お
り
、

『
日
本
的
霊
性
』
の
前
か
ら
使
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
で
は
西
田
は
語
り
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
た
だ
わ
た
し
が
引
用
し
ま
し
た
「
故

に
我
々
の
自
己
は
、
何
処
ま
で
も
自
己
の
底
に
自
己
を

越
え
た
も
の
に
於
て
自
己
を
有
つ
」
は
、
超
越
の
越
の

方
で
超
で
は
な
い
の
で
す
が
、
自
己
を
越
え
た
も
の
に

お
い
て
自
己
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
あ
る

意
味
「
超
個
の
個
」
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
個
よ
り
も
「
超
個
」
が

問
題
だ
と
、
今
、
森
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
超
個
と
い
っ
て
も
西
田
の
場
合
は
絶
対
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対
象
的
に
見
ら
れ
た
法
で
は
な
く
て
、
わ
た
し
は
方
法

論
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
理
由
で
迷
い
が
出

て
く
る
、
だ
か
ら
こ
れ
を
止
滅
し
て
い
け
ば
迷
い
が
な

く
な
っ
て
く
る
、
そ
う
い
う
方
法
論
だ
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
が
所
有
と
か
執
着
し
な
い
こ
と
と
い
う
形

で
、
そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
縁
起
に

の
っ
と
っ
て
あ
る
在
り
方
、
止
滅
し
た
あ
り
方
、
そ
れ

が
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
で
あ
る
と
も
読
め
る
。
こ
れ
は
一
例

で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
が
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
宗
教

間
対
話
な
ど
で
釈
尊
が
ど
う
言
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
原
典
に
即
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
で
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
厳
密
さ
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
申
し
上
げ
れ

ば
、
原
始
経
典
の
層
に
よ
っ
て
も
の
す
ご
く
表
現
も
変

わ
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
ま
た
内
容
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
も
の
と
か
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
も
の
が
入
っ
て
き
て
、

色
々
変
化
し
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
へ
の

意
識
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
に
は
欠
か
せ
な
い

経
典
成
立
史
は
ま
だ
な
い
と
い
う
状
況
で
す
の
で
、
そ

れ
で
も
誰
で
も
認
め
る
よ
う
な
こ
れ
は
も
っ
と
も
古
い

経
典
の
層
と
い
う
の
は
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
か
ら
言
う
と
、『
聖
求
経
』
は
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
は
な
い
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
原
始
仏
典
と
い
っ
て
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
自
分
の

思
想
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
拾
お
う
と
思
っ
た
ら
色
々

な
と
こ
ろ
か
ら
出
う
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
一
番
大
事

な
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
つ
い
て
も
色
々
あ
る
わ
け
で
し

て
、
た
と
え
ば
一
番
古
い
部
分
と
言
わ
れ
る
皆
さ
ん
が

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
四
章

五
章
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
た
と
え
ば
こ
う
書
い

て
あ
る
の
で
す
ね
。「
何
も
所
有
せ
ず
、
何
も
執
著
し

な
い
こ
と
、
こ
れ
が
比
類
な
き
洲
（
避
難
所
）
で
あ
る
。

こ
の
洲
を
わ
た
し
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
呼
ぶ
、
そ
こ
で

は
老
い
と
死
と
は
消
滅
し
て
い
る
」（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』
一
〇
九
四
）。
そ
う
い
う
書
き
方
で
、
そ
の
中
に

老
い
と
死
が
ど
う
し
て
消
滅
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
縁

起
の
内
実
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
縁
起
と
い
う
の
は
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て
き
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
根
本
に
あ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
不
死
と
い
う
の
は
決
し
て
ず

っ
と
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
少
し
書
い
て
お
き
ま
し
た
。

田
中 

ま
だ
ご
質
問
な
り
コ
メ
ン
ト
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

の
で
は
な
い
か
と
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お

考
え
に
な
ら
れ
る
か
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

竹
村 

確
か
に
わ
た
し
は
あ
ま
り
文
献
の
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
は
得

意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
欠
け
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
歴
史
上
の
釈
尊
が

本
当
に
何
を
言
っ
た
の
か
を
追
及
す
る
立
場
で
あ
れ

ば
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
た

だ
こ
こ
で
は
歴
史
上
の
釈
尊
が
本
当
に
何
を
言
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
事
か
と
い
う
と
、
も
う
ち
ょ

っ
と
わ
た
し
は
曖
昧
で
、
原
始
仏
教
も
幅
を
広
く
取
っ

て
、
ま
ず
そ
の
辺
の
段
階
で
ど
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
押
さ
え
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
厳
密
さ
が
足
り
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
足

り
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
歴
史
上
の
釈
尊
が
何
を

言
っ
た
か
が
本
当
に
大
事
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ

ろ
は
、
わ
た
し
は
な
ん
と
言
う
か
、
感
覚
が
違
う
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
何
章
か
は

分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、「
不
死
」
と
い
う
言
葉
が
出


