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告

禅
と
西
田
哲
学

西
田

2
は
ど
ザ
し

で
哲
学
し
た
か

秋

月

龍

珉

億
幼
相
W
H
て
而
も
婀
錚
も尊

；：

ず
、
尽or

相
；

&

し
て
而
も
相
释
も
对
せ
ず
、
こ
の
*
人
々
之
K
あ
り
。(

大
轚)  

私
が
無
にな

；；：

ば
な
る
だ
け
、
神
が
来
て
そ
こ
を
瀉
た
す
。(

X
ッ
ク
ハ
ル
ト)

B

東
洋
に
は
古
来
東
洋
独
自
の
深
遠

'̂

哲
学
的
思
想
が
あ
っ
た
。
し
か 

し
、
そ
れ
は
ま
だ
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
で
は
な
か
っ
た
。
東
洋
は
そ 

う
し
た
学
問
と
し
て
の
哲
学
を
近
代

m

丨
U

ッ
バ
か
ら
学
ん
だ
。
こ
う 

し
て
東
洋
思
想
を
東
洋
と
い
う
特
殊
の
立
埸
か
ら
、

一
般
化
し
世
界
化 

し
て
、
学
と
し
て
の
羣
に
ま
で
形
成
し
た
の
が
、

「

西
田
哲
学

」
で 

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
西
田
哲
学
は
、
ど
こ
ま
で
も
哲
学
と
し
て
問
題
と 

し
、
哲
学
と
し
て
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
的
思
想
と
哲 

学
と
を
区
別
す
る
も
の
は
、
哲
学
的
論
理
学
の
形
成
の

I

に
あ
る
。 

西
田
哲
学
の
論
理
学
は
、

「

場
所
の
論
理
学

」

で
あ
る
。

西
田
寸
心(

寸
心
は
西
田
幾
多
郎
の
居
士
号

)

は
、
そ
の
最
晚
年
の
、 

起
草
し
始
め
た
ば
か
り
で
絶
筆
と
な
っ
た
悉

R

の
論
文
に
言
う
、

「

私

の
論
理
は
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
い
や

一

顧
だ
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

」 

と
。
こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
発
言
で
あ
っ
た
。
生
前
す
で
に
、 

あ
れ
ほ
ど
多
く
の
信
奉
者

•

追
随
者
を
得
て
い
な
が
ら
、
彼
は
な
ぜ
死 

を
前
に
し
て
か
く
も
孤
独
な
思
い
を
告
白
し
た
の
か
。

西
田
の
影
響
下
に
田
辺
元
が
出
た
。

i

の
弟f

し
て
高
坂
正
顕
* 

高
山
岩
男•
西
谷
啓
治•
鈴
木
成
高
等
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
名
は 

高
い
。
田
辺
は
み
ず
か
ら
、

「

私
に
と
っ
て
、〈

絶
対
無〉

は
、
哲
学 

の
思
索
上
の
要
請
で
あ
る

」

と
言
っ
て
い
る
。

「

絶
対
無」

を
ィ
ン
サ 

ィ
ト
と
し
て
、
そ
の
思
索
哲
学
化
に
悪
戦
苦
閎
し
た
、
西
田
の
そ
れ
と 

田
辺
の
哲
学
は
、
根
底
か
ら
似
而
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
髙
坂 

は「
弁
証
法
は
ゴ
マ
ヵ
シ
の
論
理
だ

」

と〗

言
っ
た
。
彼
の
西
田
哲
学
の 

紹
介
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
彼
は
師
の
哲
学
を
真
に
正 

し
く̂

し
得
た
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
私
は
率
直
に

「

ノ
ゥ」

と
言
わ
ね
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ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
は
っ
き
り
言
い
た
い
。
戦
前
に
お
い
て
西
田
哲
学
を
理
解
し 

た
の
は
、
淹
沢
克
己

一

人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
戦
後
に 

お
い
て
は
、
務
台
理
fp
<

が
、
山
内
衛
立
が
、

つ
い
で
西
谷
啓
治
が
、
師 

の
哲
学
の
核
心
に
触
れ
て
い
っ
た

(

戦
前
の
三
木
淸
と
戦
後
の
下
村
寅
太 

郎
の
名
も
举
げ
て
お
く
べ
き
か

)

。

こ
れ
は
け
っ
し
て
私

一
人
の
独
断
の
言
で
は
な
い
。
私
は
恩
師
鈴
木 

大
拙
に
こ
う
聞
い
た
、

「

二
シ
夕
が
ー
言
っ
と
っ
た
わ
い
。
自
分
が
育
て 

た
弟
子
た
ち
が
、
誰
も
自
分
の
考
え
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
。

一

人
だ 

け
妙
に
よ
く
私
の
考
え
を
分
か
っ
て
く
れ
る
男
が
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教 

の
男
だ
が

…
…

。
そ
れ
が
君
の
い
う
淹
沢
さ
ん
だ
ろ
う
。
わ
し
も
そ
の 

人
の
本
を
読
ん
で
み
た
い

」

。
こ
の
大
拙
の
晩
年
の
証
言
は
重
要
で
あ 

る
0も

ち
ろ
ん
、
西
田
が
そ
の
哲
学
の
根
本
と
し
た

「

#」
に
つ
い
て
、 

西
田
に
は
思
い
を
同
じ
う
す
る
二
人
の
愛
弟
子
が
い
た
。

I
人
は
禅
僧 

森
審
念
で
あ
り
、
今

一

人
は
抱
石
居
士
久
松
真

I

で

あ

る

。

久
松
は 

禅
僧
で
は
な
か
っ
た
が
、
禅
僧
以
上
の
禅
匠
で
、
真
っ
向
か
ら
臨
済
禅 

の
立
場
に
立
っ
た
。
森
本
は
長
岡
禅
塾
の
師
家
だ
が
、
深
く
禅
と
念
仏 

の
結
び
つ
き
を
見
す
え
て
仏
法
を
説
い
た
。
そ
の
点
、
大
拙
や
寸
心
に 

近
い
禅
仏
教
者
で
あ
っ
た
。
初
め
て
西
谷
と
«
«
語
っ
た
と
き
淹
沢
の 

話
に
な
っ
て
、

「

あ
の
人
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
で
す
か
ら

…
…
J

と
、 

西
谷
は
言
っ
た
。
私
は
戦
後
西
谷
の
本
に
ひ
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
と 

き
ち
よ
つ
と
意
外
な
気
が
し
た
。
同
じ
禅
で
も
、
私

は

鈴

——

西
田

——
m

本
の
線
に
立
つ
禅
者
で
、
そ
の
点
西
谷
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と 

久
松
に
近
い
と
私
は
そ
の
と
き
感
じ
た
。

私
は
け
っ
し
て
関
係
の
な
い
あ
ら
ぬ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な 

,

い
。
西
田
哲
学
の
核
心
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
西
田
哲
学
は
禅
の
哲 

学
化
だ
と
言
う
が
、
私
は
そ
の
さ
い

「

禅
は
自
力
で#

は
@

だ
、 

だ
か
ら
禅
仏
教
は
§

主
体
道
で
真
仏
教

(

浄
土
真
宗

)

は
相
対
主
体 

道
だ」

と
い
う
よ
う
な
、
禅
絶
対
主
義
に
立
つ
こ
と
に
賛
同
し
得
な
い
。 

逆
に
私
は
、
仏
教
が

I

見
矛
盾
し
て
両
立
し
が
た
い
よ
う
に
見
え
る
禅 

と
真
と
い
う
ニ
極
を
も
つ
こ
と
の
意
味
を
思
う
。
し
た
が
っ
て
仏
教
と 

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
一
つ
の
宗
教
が
存
す
る
こ
と
の
摂
理
を
深
く
肯
う 

も
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
禅
の
哲
学
化
だ
、
と
い
う
と
き
、
私

は

I 

「

禅」

を

「

親
鶯
教」

と
対
立
排
斥
し
合
う
よ
う
な
意
味
で
見
な
い

。
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そ
ん
な
、
い
わ
ゆ
る

「

禅」

の
立
場
に
立
つ
こ
と
自
体
が
、
西
田
哲

t

一
 

的
で
な
い
と
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
深
く
宗
教
的
な
哲 

学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

{
ホ
教
は
、
ま
ず
は
禅
仏
教
で
あ
る
が
、
そ 

の「

禅」

が
問
題
で
、
い
わ
ゆ
る
曰
本
の
禅
者
が
禅
と
い
う
と

き
の

禅 

者
の
心
理
に
べ
っ
た
り
で
は
な
い
。
も
っ
と
飩
粋
な
宗
教

I——

禅
宗
に 

も
真
宗
に
も
、
い
や
キ
リ
ス
ト
教
に
も
通
ず
る
よ
う
な

——

を
私
は
考 

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
遠
く
西
欧
で
キ
リ
ス
ト
教
が
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と 

出
合
っ
た
と
き
に
も
等
し
い
、
哲
学
す
る
者
の
人
■

的
な
巨
大
な
課 

題
と
の
対
決
を
う
な
が
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
私
は
そ 

こ
に
、
西
田
哲
学
の
世
界
哲
学
史
的
な
位
置
を
見
る
。
西
田
寸
心
と
い 

う一

人
格
を
坩
堝
と
し
て
、

「

東
洋」

と「

西
洋」

の
宗
教
と
哲
学
と



が
、
ま

と

も

に

ぶ
っ
か
っ
た
の
で
あ

る

。

「

禅
と
西
田
哲
学

」

と
い
う.
と
き
、
ふ
つ
う
な
ら
、
西
田
の
処
女
作 

1

0

1

 (

一
九I

1

年
刊)

に
お
け
る「

純
粋
経
験

」

の
説
か
ら 

話
し
を
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
あ
え.
て
そ
れ
を
し
な
い
の
に
は
理
由 

が
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
、
以
上
の
よ
う
に
、

「

禅」

を今
！： n

の
日
本
の 

禅
者
の
心
理
べ
っ
た
り
に
見
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
西
田 

哲
学
に
対
す
る
私
の
根
本
的
な
見
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、

「

純
粋
経
驗

J 

(「
直
接
経
験

」

と
も
い
う

)

の
説
は
、
ま
っ 

た
く
禅
経̂'

の
心
理
学
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
禅

の

「

悟
り」

経
験
に 

び
っ
た
り
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
余
り
に
心
衝
主
義
的
だ
と
い
う
反 

省
か
ら
、
西
洋
的
哲
学
思
惟
の
要
求
に
上
っ
て
、
そ
の
論
理
化
を
計
っ 

た
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「

西
田
哲
学

」

の
そ
の
後
の
発
展
展
開
だ
と
す
る 

の
が
、
斯
界
の
通
説
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

「
純
粋
経
験

」 

説
は
、
単

に

「

禅
の̂

」

で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

「
羣

j

 

I 

I

「

禅

は〈

非
思
量〉

の
行
証
で
あ
り
、
反
®

〈

思
惟〉
の
学
と
は 

異
な
る」

と
い
う
見
方
に
、
私
も
一
応
賛
成
で
あ
る
が
、
禅
仏
教
そ
の 

も
の
が
、
単
に
前
者
に
住
ま
ら
ず
、
後
者
へ
必
然
的
に
自
発
自
展
す
べ 

き
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
信
ず
る
。
東
洋

の

「

学」

そ
の
も
の
が
、
ま 

し
て
釈
尊
の
仏
教
そ
の
も
の
は
知
行
合

一
=

行
解
相
応
を
生
命
と
す
る 

——

で
あ
っ
て「

善
の
研̂

J

は
哲
学
と
し
て

「

純
粋
経
験

」

と
そ
の 

@'

発
自
展
か
ら
、
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

•
東
5
{1̂
1̂̂
3
'̂«
#
^
報
&

〈

一

意
味
で
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
哲
学
で
あ
っ
た
。
い
や
、
西
田
の
全
著
作 

の
中
で
も
ほ
と
ん
ど
唯

1

の
と
言
え
る
ほ
ど
に
：

^

的
な
！

で
あ
っ 

た
。西

田
は
言
う

——

経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
ま
っ 

た
く
自
我
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純 

粋
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
に
経
験
と
い
っ
て
い
る
も
の
も
そ
の
実
は 

何
ら
か
の
思
想
を
交
え
て
い
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、 

真
に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
色
を 

見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
こ
れ
が
外
物
の
作
用
で
あ
る
と
か
、
我
一 

が
こ
れ
を
感
じ
て
い
る
と
か
い
う
よ
う
な
考
え
が
な
い
の
み
な
ら
ず

、
37 

こ
の
色
、
こ
の
音
は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断
さ
え
加
わ
ら
な
い
前
を

- 

言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同

一

で
あ
る
。 

自
我
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
と
き
、
未
だ
主
も
な
く
客
も 

な
い
、
知
識
と
対
象
と
が
ま
っ
た
く
合
一
し
て
い
る
。
こ
れ
が
経
験 

の
最
醉
な
る
も
の
で
あ
る

(

r
s

の
研
卷
冒
頭
の
一
節

)

。

こ
れ
だ
け
読
む
と
、
こ
れ
が
禅
と
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
人
が
あ
る 

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

さ

ら

に

西
田
は
言
う
、

「

我
々
が
始
め
て 

光
り
を
見
た
と
き
、
こ
れ
を
見
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
我
は
光
り
そ 

の
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
最
初
の
感
覚
は
小
児
に
取
り
て
は
た
だ
ち
に



宇
宙
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
境
涯
に
お
い
て
は
未
だ
主 

客
の
分
離
な
く
、
物

我

I

如
、
た
だ
一
事
実
あ
る
の
み
で
あ
る

/ 

始
め
て
光
り
を
見
た
と
き
、
我
は
光
り
そ
の
も
の
で
あ
る

——

し
た

が
っ
て「

我」
は
な
いH

「

無
我」

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

こ
れ
は
も
う

「

禅」

、
そ
の

も
の
で
は
な
い
か
。
禅
匠
山
田
無
文
は
言
っ
た
、

「

釈
尊
は
菩
提
樹
下 

で
深
い
禅
定
に
入
っ
て
い
た
と
き
、
明
け
の
明
星
を

|

見
し
て
大
覚
を 

成
じ
た
。
そ
の
と
き

「

あ
、
私
が
光
っ
て
い
る
！

」

と
叫
ん
だ
に
違
い 

な
い」

と
。
こ
う
し
た

「

自
他
不
二

」
(

物
我
一
如

)

の

自

己(

無
我
の 

8

の
自
党
が
、
禅
の
悟
り
で
あ
る
。

こ

の「

色

を

見(

重
雲
の「

見
色
明
心

」
)

、
音
を
聞
く
刹
那

(

識

の
 

「

聞
声
悟
道

」
)」

の
消
息
が
、
禅

の

「

悟
り」
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の 

「

純
粋
経
験

」

こ
そ
が
、
西
田
に
と
っ
て

「

真
実
在
の
根
底

」
(

存
在
の 

論
理)

で
あ
り
同
時
に

「

真
の
自
己
の
根
源

J

 

(

臭
の
論
理)

で
あ
っ 

た
。
彼
は
こ
れ
を
唯

1

の
実
在
と
し
て
、-e
'
こ
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し 

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

(

今
日
、
キ
リ
ス
ト
教
学
者
八
木
：

8
一
 

が
、
こ
の 

「

直
接
経#」

を
基
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
思
想
的
対
話
に
優
れ 

た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
こ
こ
に

1

言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

)
。

西
田
哲
学
の
出
発
点
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の 

哲
学
の
そ
の
後
の
発
展
展
開
の
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

西
田
は
言
う
—

「
〈

純
粋
経
験

〉

の
立
場
はRn

S
K

に
於
け
るi

と
反
省
に
至
っ 

て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の

〈

事
行〉

の
立
場
を
介
し
て

〈

絶
対
意
志

〉

の
立 

埸
に
進
み
、さ
ら

に「

働
く
も
の
か
ら

見
る
も
の
へ」

の

後
半
にお

い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を

介
一
/

一
転
し
て

〈

鱗

〉

の
考
え
に
至
っ 

た
。
そ
こ
に
私
は
私
の
考
え
を
論
理
化
す
る
端
緒
を
得
た
と
思
う
。 

〈

場
所〉

の
考
え
は〈

弁
証
法
的
一
般
者

〉

と
し
て
具
体
化
せ
ら
れ
、 

〈

弁
証
法
的
一
般
者

〉

の
立
場
は〈

行
為
的
直
観

〉

の
立
場
と
し
て 

直
接
化
せ
ら
れ
た
。
こ
の
害

(r

善
の
研
究

J
)

に
お
い
て〈

直
接
経 

験〉

の
®

と

か〈

純
粋
経
験

〉

の
世
界
と
か
言
っ
た
も
の
は
、
今 

は
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ

た

。

行
為
的
直
観
の 

世

界〈

ボ
ィ
ヱ
シ
ス

〉

の
世
界
こ
そ
真
に

〈

純
粋
経
験

〉

の
世
界
で 

あ
る
の
で
あ
る

」
(「

善
の
研̂

J
「

版
を
新
た
に
す
る
に
当
た
っ
て

」

昭
10
+

一
 

年)

。 

改
め
て
言
う
、
私

は

「

禅
と
西
田
哲
学

」

を
問
題
に
し
て
、
か

く

も
- 

禅
と
親
し
い
関
係
に
あ
る

「

純
粋
経
験

」

の
説
を
な
ぜ
ま
ず
真
っ
先
に

38 

取
り
上
げ
るこ
と

を

し
な
い
の
か
。
そ
れ
は
私
は
、

「

西

田

哲

学

が

真
- 

に
西
田
哲
学
に
な
っ
た

」

の
は
、「

場
所」

の
論
文
以
降
で
あ
る
、
と 

い
う
説I

淹
沢
克
己
に
よ
る
前
期
西
田
哲
学
と
後
期
西
田
哲
学
の
峻 

別——

に
立
つ
か
ら
で
あ
る

(

g

大
拙
は
、
•こ
の
こ
ろ
の
西
田
に
宗
教 

的
見
地
に
お
い
て
も
深
い
決
定
的
な
転
回
の
あ
っ
た
こ

•

私
に
®

か
語
っ 

た
。
西
田
自
身

「

今
ま
で
の
哲
学
用
梧
で
は
ど
う
に
も
間
に
合
わ
な
い
も
の
•が 

現
わ
れ
てき
た」

と

も

言
っ
た
、と)

o

私
の
結
論
を
述
べ
よ
う
。
西
田
哲
学
の
西
田
哲
学
た
る
ゆ
え
ん
の
も 

の
は
、「
場
所
的
論
理

」

に
あ
る
。
そ
し
て

「

場
所
的
論
理

」

の
焦
点 

は
、「

逆
対̂

の
論
理」

に
あ
る
。
西

田

自

殘

「

こ
の
書(n

il

の
研
爸 

を
香
い
た
時
代
に
お
い
て
も
、
私
の
考
え
の
奥
底
に
潜
む
も
の
は
単
に



そ
れ
だ
け
の
も
の
で
な
か
っ
た

i

思
う」

(

前
記
、「

版
を
新
た
に
す
る
に 

当
た
っ
て

」
)

と
明
言
し
て
い
る
が
、

「

純
粋
経
験

」

説
は
、

い
か
に
い 

わ
ゆ
る「
禅」

に
近
い
と
言
っ
て
も

——

い
や
、
そ
れ
だ
け
に
、
と
言 

う

べ

き

か̂

事

な「

場
所
的
逆
対
応

」

I

鈴
沐
次
拙
の
ぃ
う 

r

即
非
の
論
理

」
——

に
つ
い
て
の
徹
見
に
お
い
て
未
在

(

未
だ
し！) 

の
と
こ
ろ
が
あ
る
。

宗
教
的
な
見
地
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
は
一
つ
だ
け
そ
の
証
拠
を
挙
げ 

て
お
こ
う
。
西
田
は
言
う
、

「
宇
宙
の
本
体
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
、
ブ
ラ 

フ
マ
ン
は
吾
人
の
心
即
ア

—

^

マ
ン
で
あ

る
。
こ
の
ブラ
フ

マ
ンW

ア
ー 

ト
マ
ン
な
る
こ
と
を
知
る
の
が
、
哲
学
お
よ
び
宗
教
の
奥
義
で
あ
っ
た

」 

(

文
庫「

善
の
研
さ
五
一

〜

五
二
べ
ー
ジ

)
。

こ
れ
は
直
接
に
は
ィ
ン
ド 

の
哲
学•
宗
教
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
！

tna

及
は
は
な
は
だ
好 

意
的
で
肯
定
的
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
西
田
に
は
、
ィ
ン
ド
の

「

梵
我 

一
如」

説
や
西
欧
の
神
秘
主
義
に
対
す
る
親
近
感
が
強
く
あ
っ
て
、
ま 

だ「

禅」

と
そ
れ
ら
神
秘
主
義
と
の
区
別
に
対
す
る
認
識
が
弱
い
。
私 

は
こ
こ
に
、

「

場
所
的
逆
対
応

」

の
自
覚
を
欠
く
と
こ
ろ
に
生
ず
る
、 

今
日
か
ら
見
て
断
じ
て
黙
認
し
が
た
い
、
見
地
の
不
徹
底
な
い
し
思
索 

の
あ
い
ま
い
さ
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
私
が
他
の
^
^
と
違
っ 

て
、I

人
淹
沢
の
宗
教
哲
学
説

——
「

不
可
分•
不
可
同•

不
可
逆」 

——

を
、
強
く
肯
定
し
、
深
い
共
感
を
感
じ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
か
し
、
眼
光
紙
背
に
徹
し
て
読
め
ば
、
こ
れ
は

「

純
粋
経
験

」

説 

に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
奥
底
潜
ん
で
い
た
初
め
か
ら
の
こ
の
哲
学
の

秘
密
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
を
借
り
る
な
ら
ば
、 

「

そ
れ
自
ら
に
と
っ
て
先
な
る
も
の

」

で
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
ま
だ 

「

我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の

」

で
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

回

西
田
が
初
め
て

「

逆
対
応
の
論
理

」

と
い
ぅ
こ
と
を
明
言
し
た
の
は
、 

最
後
の
完
成
論
文

「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

J

 

(
I

九
四
五
年
、 

昭
和
二
十
年
。この
年
六
月
逝
去

)

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

こ 

の「

逆
対
応
の
論
理

」

に
着
目
し
、
こ
れ
が
西
田
哲
学
の
論
理
で
あ
る 

「

場
所
的
論
理
の
め
ど

」

で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
道
破
し
た
の
は
、
務 

台
理
作
で
あ
っ
.
た
。
務
台
は
言
ぅ

——

私
は
、
場
所
的
論
理
と
称
す
る
も
の
は
、
こ
の
逆
限
定
•
逆
対
応
の 

概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
論
文

(

西
田 

の
前
記
最
後
の
完
成
論
文

)

の
焦
点
を
な
し
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
。 

.

西
田
哲
学
を
批
判
す
る
人
は
少
な
く
も
先
生
の

〈

場
所
的
論
理

〉

の 

思
想
を
批
判
す
べ
き
で

あ

り

、

そ
の
た
め
に
は
こ
の
論
文
に
お
け
る 

〈

逆

限

定

応

〉

の
思
想
を
批
判
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
実
に 

こ
の
思
想
が
西
田
哲
学
の
め
ど
を
な
し
て
い
る
も
の
と
か
ん
が
え
て 

い

る(「

逆
限
定
の
可
能
に
つ
い
て

」

。
還
想j

第
二
九
二
号

)

。

思
え
ば
、
昭
和
二
十
三
年
、
友
人
た
ち
よ
り
数
年
お
く
れ
て
東
大
の

ホ̂
 ̂

、

I 
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哲
学
科
に
入
学
し
た
こ
ろ
、
北
森
嘉
蔵
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
立
場
よ 

り
す
る
西
田
哲
学
批
判
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
田
辺
元
の
西
田
哲
学
へ 

の
誤
解•
無
理
解
に
対
し
て
、
や
み
が
た
い
思
い
に
か
ら
れ
て
、
あ
え 

て
そ
の
反
批
判
を
草
す
べ
く
、
当
時
ま
だ

一

宗

教

者(

親
鷲
教
徒

)

と 

し
て
、
戦
後
の
京
都
学
派
の
生
き
残
り
と
し
て
た
だ
一
人
は
な
ば
な
し 

く
西
田
哲
学
を
祖
述
し
て
い
た
柳
田
謙
十
郎

——

柳
田
は
そ
の
こ
ろ
か 

ら
左
傾
し
て
、
や
が
て
マ
ル
ク
ス
哲
学
の
徒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
丨 

丨
の
大
宮
の
参
道
墊
に
通
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
西
田
哲
学
理
解
の
整
理 

に
四
苦
八
苦
し
て
、
高
山

•

高
坂
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
西
田
の
高
弟
た 

ち
の
著
書
に
強
い
連
和
感
を
感
じ
て
い
た
と
き
、
淹
沢
克
己
の

r

西
田 

哲
学
の
根
本
問
題

j

 

(
I

九
三
九
年
、
昭
和
十
一
年
刊

)

を
読
ん
だ
。

そ 

の
中
に
、

「

か
か
る
弁
証
法
的
実
在
の
動
き
を

〈
弁
証
法
的I

般
者
の 

自
己
限
定

〉

と
し
て
単
に
一
元
的
な
も
の
の

ご

と

く

言
い
表
わ
す
こ
と 

は
、
果
た
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
か

」

と
い
う
、
銳
い
指
摘
が
あ
っ
た
。 

私
の
眼
は
こ
の
一
句
に
釘
づ
け
に
な
っ
た
。

こ
ん
な
こ
と
で
、
西
田
哲
学
の
理
解
に
つ
い
て
一
人

f

模
索
し
て 

い
た
私
に
は
、
先
の
務
台
の
論
文
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
頭
の
中
で
は 

ぼ
ん
や
り
そ
の
思
想
を
つ
か
み
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
言
お
う
と
し
て
ま 

だ
十
分
に
言
い
得
な
か
っ
た

「

埸
所」

と「

逆
対
応」

と
の
関
係
を
、 

い
と
も
明
白
に
道
破
し
た
先
の
務
台
の
論
文
を
読
ん
だ
と
き
の
感
激
を
、 

私
は
今
に
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

や
が
て
東
大
に
講
師
に
来
た
下
村
寅
太
郎
と
倫
理
学
の
教
室
で
語
っ 

て
、「

あ
な
た
が
そ
こ
ま
で
西
田
先
生
の
哲
学
に
打
ち
込
む
な
ら
、
柳

田
さ
ん
で
は
な
く
て
務
台
さ
ん
に
就
く
べ
き
だ

」

と
い
う
ア
ド
ヴ
ァ
ィ 

ス
を
得
て
、
大
拙
先
生
の
紹
介
状
を
懐
に
し
て
務
台
を
訪
ね
、
住
ま
い 

が
近
か
った
こ
と

も
あ
っ

て
、
以
後
親
し
く
接
す
る
幸
せ
を
得
た
。

因
み
に
言
う
と
、
大
拙
の
晩
年
、
そ
の
紹
介
で
西
谷
啓
治
に
親
し
く 

接
し
た
。
敗
戦
直
後
の

r

神
と
絶
対
無

j

で
西
谷
を
知
り
、
弘
文
堂
の 

編
集
部
に
務
め
て
い
た
こ
ろ
、
唐
木
順
三
が

「

fo
g

」

と
呼
び
か
け
る 

の
を
聞
い
て
い
た
が
、
親
し
く
話
す
機
会
を
得
た
の
は
、
ず
っ
と
後
の 

こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
西
谷
に
大
乗
仏
教
の

「

空」

の
哲
学
か
ら

「

華 

厳」

の
哲
学
の
西
洋
哲
学
的
な
押
さ
え
直
し
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

私
自
身
は
先
生
と
し
て
弟
子
入
り
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
務
台
も 

西
谷
も
、
私
を
遇
す
る
に
、
ど
こ
か

「

秋
月
君
は
大
拙
先
生
の
弟
子
だ 

か
ら」

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

思
わ
ず
私
事
に
わ
た
っ
た
が
、
私
は
務
台
の
先
の
論
文
で
、
西
田
哲 

学
の
論
理
の
中
核
に
思
い
到
っ
た
。
そ
れ
は
私
が
先
に
触
れ
た
淹
沢
の 

「

か
か
る
弁
証
法
的
な
実
在
の
動
き
を

…
…

単
に
一
元
的
な
も
の
の
ご 

と
i

目
い
表
わ
す
こ
と
は
、
果
た
し
て
適
切
か

」

と
い
う
、
素
朴
に
し 

て
率
直
な
弟
子
と
し
て
の
疑
問
に
、
師
の
西
田
自
身
が
応
え
た
応
答
で 

あ
っ
た
と
思
う
。
私
は
、
そ
こ
に
、
宗
教
的
に
ホ
ン
モ
ノ
の
体
験
を
踏 

ん
で
行
く
者
の
、
き
び
し
い
批
判
と

一

致
を
見
た
。

後
期
西
田
哲
学
の

「

歴
史
的
世
界
の
自
己
表
現
的
形
成
作
用
の
論
理
、 

す
な
わ
ち「

絶
対
無」

の
自
己
形
成
の
■
自
党
の
形
成
と
し
て
の

「

場
所 

的
論
理」
の
め
ど(

中
心
生
命

)

が
、「

逆
対
応
の
論
理

」

に
よ
っ
て
始 

め
て
自
党
さ
れ
た
、

「

場
所
的
論
理

」

の
焦
点
は「

逆
対
応
の
論
理

」

40



で
あ
る—

私
は
こ

う

し

た

こ

と

を

未
熟
な
論
文
に
仕
上
げ
て
東
大
哲 

学
科
の
卒
業
論
文
と

し

て
提
出
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
滝
沢
の

r

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

j

 

(

一
九
五
〇
年
、 

昭
和
二
十
五
年

)

と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
。

こ
れ
は
淹
沢
が
榉
者
久 

松

真1

に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
深
い
共
鳴
と
宗
教
者
と
し 

て
久
松
禅
学
に
対
す
る
き
び
し
い
対
決
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

西
田
自
身
の

r

善
の
研S

に
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ィ
ン
ド
の 

r

梵
我一

如」

説
や
、
西
欧
の
神
秘
主
義
に
対
す
る
深
い
共
感
の
語
が 

見
え
る
。
禅
の
I

と

し

て

立
っ
た
久
松
は
、
そ
の
処
女
作

r

東
洋
的 

無」

に
お
い
て
、
西
洋
神
秘
主
義
の
祖
ブ

D

テ

ィ

ノ

ス

に

対
す
る
深
い 

共
感
を
表
明
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ
に
対
し
て
早
く
か
ら
強
い
不
信
を 

感
じ
て
い
た
。
率
直
に
言
っ
て
、
そ
れ
は
私
の
体
得
し
た

「

禅」

と
は 

ど
こ
か
微
妙
に
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
心
中

一

点
の
違
和 

感
を
長
く
消
せ
な
か
っ
た
。

「

禅」

に

ニ
つ
あ
る
は
ず
が
な
い
。
私
は 

禅
者
久
松
を
深
く
敬
仰
す
る
、
し
か
し
久
松
禅
学
に
は
ど
こ
か
に
一
抹 

の
違
和
感
を
消
せ
な
か
っ
た
。

こ
ん
なこ
と

が

あ

っ

た

。

あ

る

と

き

私
が
親
し
く
久
松
に
逢

っ

た

と
 

き
彼
は
私
に
言
っ
た
、

「

あ
な
た
は
よ
く

〈

正
念
相
統
、
正
念
相
続

〉

ど
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ

と

さ

ら

に

相
練
し
な
け
れ
ば
な

ら

い

よ

う

な
も 

の
は
、
ま
だ
真
の
正
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん

」

。
私
は
久
松
の
こ
の
言
葉 

を
、
禅
者
珉
道
者
に
対
す
る
久
松
の
対
機
説
法
と
し
て
、
心
か
ら
素
直 

に
受
け
と
め
た
。
し
か
し
、
私
は
一
方
で
正
受
老
人
の
あ
の
恐
ろ
し
い 

ss>>>>>>>>>>>>\s>>>sŝ
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〈

一

言
葉
を
思
う
、

「

四
十
年
正
念
相
続
に
努
め
て
き
て
、
や
っ
と
こ
の
ニ
、 

三
年
何
と
か
そ
れ
ら
し
い
境
涯
に
到
っ
た

」

と
。
久
松
の
道
友
で
あ
っ 

た
柴
山
全
慶
に
、

r

久
松
の
一
枚
悟
り
で
は
京
大
の
秀
才
た
ち
は
救
え 

て
も
、
祇
園
の
姉
さ
ん
た
ち
は
救
え
な
い

」

と
の
語
が
あ
る
。
ま
た
今 

I

人
の
道
友
森i

念
は
あ
え
て

r

久
松
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス

」

と
さ
え
明 

言
し
た
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
禅
者
同
志
の
例
の
悪
口
で
は
な
い
。
互
い 

に
相
認
め
合
え
ば
こ
そ
の
各
自
の
禅
の
家
風
に
つ
い
て
の
相
互
参
究
で 

あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
貴
い
相
互
商
里
で
あ
る
。

私
は
、「

無
我」

の
仏
法
を「

犬
我
禅」

に
堕
と
し
て
は
な
ら
な
い 

と
、
強
く
自
戒
す
る
。
そ
こ
に
私
は
、

「

逆
対
応
一
の
大
事
を
見
、
淹 

沢

の「

不
可
分•

不
可
同•

1

可
逆」

説
を
深
く
肯
う
も
の
で
あ
る
。 

私
が
淹
沢
の

「

不
可
逆」

説
を
機
能
的
に
認
め
た
と
、
友
人
た
ち
が
い 

う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

淹
沢
は
先
の
著
杏

(

今
日
で
は
一
九
六
四
年
の
再
版

)

に
お
い
て
、 

r
〈

神
と
人
と
の
第
一
義
の
接
触

〉

と

〈

第一

一
義
の
接
触

〉

の

関
係
と 

区
別」

に
つ
い
て
述
べ
た
。

「

神
と
人
と
の
第
一
義
の
接
触

」

と
は
、 

あ

ら

ゆ

る

人
の
自
己
成
立
の
根
底
に
無
条
件
に
直
属
す
る
、

「

神
我
ら 

と
共
に
在
す

」

と

い

う

「

ィ
ン
マヌ
エ

ル

」

の

原
事
実
の
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
し
人
間
は
通
常
こ
の
事
実
に
目
覚
め
て
い
な
い
。
人
間
が
こ
の
事 

実
にi

覚
めy

出
来
事
が「

神
と
人
と
の
第
二
義
の
接
触

」

で
あ
る
。 

こ

こ

に

宗
教
的
生
が
成
立
す
る
o'

淹
沢
に
よ
る
と
、
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
、
と
も
に
第
一
義
の
接
触

一  41-



に
基
づ
く
第
二
義
の
接
触
の
異
な
る
形
で
あ
り
、
こ
こ
に
両
者
が
対
話 

に
入
り
得
る
根
拠
が
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
、
こ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
ニ
つ
の
接
触
の
区 

別
を
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
明
晰
に
泽

fr

し
な
か
っ
た
。
イ
エ
ス
は
第
二 

義
の
接
触
を
典
型
的
に
成
就
し
た
一
人
の
人
間
な
の
に
、
伝
§

キ
リ 

ス
ト
教
は
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
第
一
義
の
接
触
そ
の
も
の
が
成
り
立
つ 

か
の
よ
う
に
信
じ
た
、
い
や
む
し
ろ
イ
エ
ス
自
身
が
第
一
義
の
接
触
そ 

の
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
エ
ス
は
唯
一
の
啓
示

=

救
済
者
と 

な
り
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
そ
の 

立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、
仏
教
と
の
対
話
は
道
を
断
た
れ
る
こ
と
に
な
っ 

て
し
ま
う(

珉
道
者
云
わ
く
、
そ
の
点
、

「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
決
定
以 

後
の
猪
宗*E

の
対
話
路
線
は
貴
い

」)

。

他4
^

仏
教
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
絶
対
化
に
は
陥
ら
な
か
っ
た
が
、 

し
か
し
第
一
一
義
の
接
触
に
す
ぎ
な
い
人
間
的
な

「

党」
を
一
切
の
判
断 

の
基
準
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
第
一
義
の

1

の
上
に
匱
く 

誤
り
を
犯
し
て
い
る

(

珉
道
者
云
わ
く
、

「

禅
者
は
と
も
す
れ
ば
本
来
の 

〈

無S

で
あ
る
べ
き
仏
法
を
、

〈

大
我
禅)

に
堕
し
て
し
ま
う

」)

。

淹
沢
は
、
私
へ
の
私
信
で
は

「

接
触」

と
い
う
雪
使
わ
ず
に

「

こ 

と
言
っ

た

。

鈴
木
大
拙
のい
う

「

東
洋
的
こ
の

「
| j

で
あ
る
。
ま 

た
、「

第
一
義
の
接
触
と
第
二
義
の
接
触

」

の
語
を
、
仏
教
で
い
う 

「

本
覚
と
始
党

」

に
相
当
す
る
と
見
て
よ
い
か
と
、
西
村
恵
信

(

禅
学 

者)

が
問
う
た
と
き
、
淹
沢
は
は
っ
き
り
そ
れ
を
肯
定
し
た
と
い
う 

(

第I

回
東
西
宗
教
交
流
1

)

。

さ
ら
に
、
淹
沢
は
、

「

神
と
人
と
の
第

一

義

のI 

J

と

「

第
一1

義
の 

1
」

に
つ
い
て
、
重
要
な
内
容
規
定
を
与
え
た
。
そ
れ
は
、
第
一
義
の 

と
第
一
一
義
の
一
の
関
係
は
、

r

不

募
.

不
可
同•

不
可
逆」

で
あ
り
、 

ま
た
、
第
一
義
の
一
に
お
け
る
神
と
人
と
の
関
係
も
、
同
様
に

「

不
可 

分
•

不
可
同•
不
可
逆」

で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
特
に
淹
沢
の

「

不
可
逆」

と
い
う
説
が
問
題
と
な
っ
た
。 

ま
ず
、
阿
部
正
雄

(

久
松
の
高
弟
、
禅
I

)

が
、「

不
可
逆」

は
キ
リ 

ス
ト
教
の
こ
と
で
、
仏
教
は
、

「

可
逆」

だ
と
主
張
し
、
本
多
正
昭 

(

ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
^

u
p
)

は
、「

可
逆
即
不
可
逆

」

を
提
唱
し
、
八
木
も 

こ
れ
に
賛
同
し
た
。
し
か
し
私
は
、
淹
沢
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
た 

(

r

l

と
キ
リ
ス
ト

3©
—

^

沢
克
己
と
のI

を
求
め
て

——
j

 

I

九
八
一 

年)

。私
は
、
淹
沢
の
発
言
は

「

不
可
分」

と「

不
可
同」

だ
け
は
認
め
る 

が
、「

不
可
逆」

は
認
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
受
け
取
り
方
を
許
さ
な 

い
も
の
で
、
私
が
よ
く
使
う
言
葉
で
言
え
ば
、

r
l
m'
t

〈

不
可
分• 

不
可
同•
不
可
逆〉」

と
し
て
賛
否
を
迫
る
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
あ 

る
。
私
は
、
淹
沢
の
文
章
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
む
。
そ
れ
は
、
い
わ 

ゆ
る
分
別
論
理
の
整
合
性
だ
け
で
理
づ
め
に
読
む
と
、
淹
沢
の
真
意
を 

読
み
見
誤
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
淹
沢
の
発
言
は
そ
う
し
た
文
章
だ 

と
、
私
は
い
つ
し
か
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
文
章
に
も
、
い
わ
ば 

カ
ン
ト
型(

ア
ポ
ロ
型

)

と
へ
ー
ゲ
ル
型

(

ジ
才
二
ソ
ス

型)

と
い
う
よ 

う
な
論
理
の
型
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
同
じ
禅
学
者
で
も
、
久
松
は
前 

者
で
西
谷
は
後
者
で
あ
る
。
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因
み
に
、
私
が
先
の
淹
沢
の

「

不
可
逆」

を「

実
体
的
関
係
とし
て
 

で
は
な
く
、
機
t6

的
関
係
と
し
て
認
め
た

」

と
い
う
が
、
私
は
、
仏
教 

徒
だ
か
ら
、

一
切
の
実
体
を
認
め
な
い
。

「

空」

す
な
わ
ち
〃
無 

非
実
体*

の
立
場
に
立
つ

——

し
た
が
っ
て
、
実
体
と
し
て
の
神
も
霊 

魂
も
認
め
な
い

——

か
ら
、
認
め
る
と
す
れ
ば
、
実
体
的
で
な
く
機
能 

的
で
あ

る

こ

と

は

当
然
で
あ
る
。こ
こ

で

も
滝
沢
は
、
私
へ
の
私
信
で
、 

「

実
体」

と

「

作
用」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
自
身
の
言
う 

「

実
体」

は
〃
実
体
な
き
実
体
〃
で
あ
り
、

「

作
用」

も
ま
た
〃
作
用
な 

き
作
用
"
だ
と
い
う

注
記
を
付
し
て
い
た
。
こ

の一

事
を
見
て
も
、
淹 

沢
が
い
わ
ゆ
る
西;̂
哲
学
流
の「
実
体
と
し
て
の
神

」

を
認
め
た
と
い 

う
ふ
う
に
は
、
私
は
受
け
取
り
が
た
い
。

、

私
は
、
淹
沢
の

「

不
可
分•

不
可
同•
不
可
逆」

を
西
田
哲
学
の 

「

場
所
的
逆
対
応

」

の

論

理(

鈴
木
大
拙
の

「
般
若
即
非
の
論
理

」)

の 

断
面
図
を
描
い
た
も
の
と
見
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
た
の
で 

あ
る。'

と
も
あ
れ
、

「

善
の
研
芒
の
ば
あ
い
も
、
純
粋
経
験
と
い
う
も
の 

をi

元
論
的
な
意
味
で
唯
一
の
原
理
と
す
る
も
の
で
は
な
い

」
(

上
田 

閑
照)

。
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、

な
お
さ
ら
の
こ
と
、

「

絶
対 

(

た
と
え
ば

「

_

無
の
場
所

」)

の
一

か
的
自
己
限
定
と
し

て

発
出
論
的 

事
態
の
中
に
自
己
が
解
消
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い

」
(

上
田f

。

禅
は
梵
我
一
如や
プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

的
発
出
論
で
は
な
い
し
、
西
田
哲 

学
の
焦
点
は
ま
さ
し
く

「

逆
対
応
の
論
理

」

で
あ
る
。 

s
«,
^

^
»

«

«

«

«

«̂

>

»̂

»
\
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西
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〈
一

私
は
、
務
台
説
に
従
っ
て
、

「

場
所
的
論
理
は

〈

逆
対
応〉

の
概
念 

に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
こ
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
西
田
哲
学 

の
中
心
の
結
び
目
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
な
り
、
西
田
哲
学
解
釈
の
焦 

点
と
な
る

」

と
言
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
異
論
が
あ
る
。
た 

と
え
ば
、
同
じ
西
田
の
高
弟
で
、
務
台
よ
り
少
し
後
輩
の
高
坂
正
願
は 

言
う
、r

〈

歴
史
的
形
成
の
論
理

〉

と
し
て
の〈

絶
対
矛
盾
的
自
己
同 

一〉

を
も
っ
て
、

一
応
先
生
の
論
理
は
こ
こ
に
究
極
す
る
と
言
っ
て
よ 

い」

が
、「

さ
ら
に」

そ
れ
は「

あ
く
ま
で
も

〈

絶
対
矛
盾
的
自
己
同 

一〉

で

あ

る

と

と
も
に
し
か
も
そ
れ
を
超
え
た

」
「

宗
教
の
論
理

」

と

一 

し

て「

先
生
の
宗
教
論
に
出
て
い
る

〈

逆
対
応〉

と

い

う

言

葉

に

因

ん43 

で
、
あ
る
い
は

」
r
〈

逆
対
応
の
論
理

〉

と

も

い

う

べ

き

も
の
に
、
い
っ
一 

そ

う

深
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

」
「

ま
っ
た
く 

私
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
が

」

、
先
生
が
も
し
も
う
少
し
長
生
き
さ
れ
た 

ら
、
未
完
の
絶
筆

「

私
の
論
理
に
つ
い
て

」

に
お
い
て
、
そ
れ
が

「

展 

開
さ
れ
るこ
と

に

な

つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

」

と
。
そ
し
て
、さ
ら
 

に
高
坂
は
言
う
、

「

究
極
的
な
も
の
と
し
て
は
、
私
は
む
し
ろ
先
生
が 

最
後
に
提
出
さ
れ
た

〈

逆
対
応
の
論
理

〉

と

も

い

う

べ

き

も
の
に
心
を 

ひ
か
れ
る
。〈

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

〉

の
論
理
は〈

即〉

の
論
理
だ
。 

〈
即
非〉

の
論
理
と
い
っ
て
も

〈

即〉

が
強
い
。…

…

私

は〈

IP
#

の 

論
理〉
の〈
非〉

の
面
を
い
っ
そ
う
重
視
し
た
い
。
そ
の
と
き

〈

矛
盾



的
自
己
同一

の
論
理〉

と
い
う
よ
り

〈

逆
対
佑
の
論
理

〉

と
い
っ
た
ほ 

う
が
び
っ
た
り
と
は
し
な
い
か

」

と
。

高
坂
はさ
ら

に

言
う
、「

先
生
は
特
に

〈

逆
対
応〉

と
い
う
語
に
つ 

い
て
説
明
も
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
論
理
を
示
し
て
も
い
ら
れ
な
い

」

と
。 

そ
れ
を
受
け
て
、
先
の
北
森

i

は
言
う
、

「
〔

そ
れ
は〕

博
士
の
晩
年 

に
立
ち
現
わ
れ
る
い
な
や
、
博
士
の
逝
去
に
よ
っ
て
思
索
を
断
た
れ
た 

思
想
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
明
確
を
欠
き
断
片
的
で
あ
る

」

そ
れ
は 

「

西
田
哲
学
固
有
の
論
理
、
そ
の
数
十
年
の
思
索
発
展
を
通
じ
る
コ
ン 

シ

ス

タ

ン

ト

な

も
の」

と
は
、「
本
質
的
に
異
質
的
な
も
の

」

で
あ
り
、 

「

西
田
哲
学
が

〈

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一 
>

 

の
論
理
を
も
っ
て
貧
く
こ 

と
に
、
あ
る
種
の
制
限
を
感
得
し
た
と
き
生
れ
た
文
字
ど
お
り
の
限
界 

概
念
と
し
て
、
意
義
を
も
つ

」

と
し
て
、

「

こ
の
哲
学
の
も
つ
限
界

」 

と
ま
で
批
判
す
る
。

私
は
こ

れ

ら

の

見
解
に
断
じ
て
賛
同
し
が
た
い
。
西
田
は
言
っ
た
、 

「

思
想
の
根
底
に
は
説
明
し
得
な
い
直
覚
が
あ
る
。

い
つ
も
神
秘
的
な 

も
の
が
潜
ん
で
い
る

j

 

r

こ
の
思
想
の
根
本
的
直
覚
が
、

一

方
で
は
説 

明
の
根
拠
と
な
る
と
同
時
に
思
惟
の
力
と
な
る

」

と
。
我
々
は

「

説
明 

し
得
な
い
根
本
的
直
覚

」

の
語
を
、
単
な
る
神
秘
的
な
へ
豸
»
£
»
畠 

と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

)

そ
の
説
明
し
が
た
い

「

直
党」

が
、

ま 

た
同
時
に
、
高
次
の

「

説
明
の
根
拠

」

と
な
り
、「

思
惟
の
力

」

と
な 

る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い

「

説
明」

と
い
う
こ
と
が
、よ
り

大
き
い 

「

直
党」

に
お
い
て
包
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
古
来
、 

偉
大
な
哲
学
者
は
、
必
ず
か
か
る

「

直
覚」

に
ょ
*>
て
深
く
動
か
さ
れ

て

い

る

。

こ

う

し

て「

逆
対
佑」

の

思
想
は
、

「

場
所
的
論
理

」

の

歴
史
的
発 

展
的
な
内
部
生
命
と
し
て
、
初
め
か
ら
そ
の
根
底
に
潜
み
内
か
ら
そ
の 

発
展
を
駆
り
来
た
っ
た
当
の
も
の
、
い
わ
ば
西
田
哲
学
的
思
惟
と
で
も 

か
う
べ
き(一

人
格
を
超
え
て

)

当
の
思
惟
主
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、 

そ
れ
が
西
田
に
お
い
て
最
後
に
、

「

宗
教」

の
問
題
を
中
心
に
哲
学
の 

基
礎
的
問
題
を
整
理
し
よ
う
と
し
て
、

「

場
所
的
論
理

」

の
構
造
に
改 

め
て
深
い
考
察
を
廻
ら
し
た
と
き
、

こ

の

最
後
の
論
文
に
お
い
て
、
は 

じ
め
て「

場
所
的
逆
対
応

」

と
い
う
哲
学
的
論
理
学
的
概
念
に
ま
で
凝 

集
せ
ら
れ
て
、
我
々
の
前
に
そ
の
姿
を
露
わ
に
し
来
た
っ
た
も
の
で
あ 

る
。
私
は
西
田
哲
学
の
形
而
上
学
と
し
て
の

「

絶
対
無
の
哲
学

」

の

長 

い
発
展
史
自
体
が
、
実
に
み
ず
か
ら
の
論
理
学
と
し
て
の

「

場
所
の
論 

理
学」

形
成
の
産
み
の
苦
し
み
の
過
程
と
相
即
し
、
そ
し
て
そ
の
思
索 

の
苦
問
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
、

一

に
か
か
っ
て

「

場
所
的
論
理

」

の 

焦
点
と
し
て
の

「

逆
対
芯」

の
思
想
の
自
党
へ
の
過
程
で
あ
っ
た
と
見 

る
こ

と

が

で

き

る

と
思
う
。

「

西
田
哲
学
は

1

見
入
り
や
す
い
よ
う
に
見
え
て
、
実
際
と
な
る
と 

な
か
な
か
理
解
し
に
く
い

」

と
含n

わ
れ
る
の
も
、
西
田
哲
学
の
到
る
処 

に
こ
の「

逆
対
芯」

の
論
理
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ふ
つ
う
の
論
理
に
惯 

れ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
い
か
に
も
理
解
し
が
た
い
こ
と
に
よ
る
も 

の
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
も
は
や
私
が

n
a

田
！

の
到
る
処
に

」

と
言
っ 

た
言
葉
を
不
思
議
に
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の

「

逆
対
応」

の
思
想 

を
、
い
か
に
解
し
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
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の
人
の
西
田
哲
学
に
対
す
る
解
釈
が
決
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
私
の
主 

張
で
あ
る
。

こ
の
哲
学
は
、
い
や
西
田
哲
学
的
思
惟
な
る
も
の
は
、
始
め
か
ら
内 

面
的
必
然
的
に
、

「

逆
対
応」

の
思
想
を
孕
み
、

そ
の
自
覚
実
現
へ
と 

発
展
し
行
く
べ
き
も
の
と
し
て
出
発
し
た
。
西
田
自
身
が
そ
の
こ
と
を
、 

r

善
の
研̂

j

の「
純
枠
経
験

」

説
の
考
え
の

「

奥
底
に
潜
ん
で
い
た 

も
の」

と

し

て

告
白
し
て
い
る
。

「

逆
対
応」

の
思
想
は
、

n
a

田i

」 

に
と
つ
て「

そ
れ
自
ら
にと
っ

て
先
な
る
も
の

」

で
あ
っ

て
、
最

後

に
 

そ
れ
が「

我

に々

と

つ
て
先
な
る
も
の

」

と

し

て

自
覚
化
し
概
念
化
せ 

ら

れ

た
も
の
で
あ
る
と
、
私
が
主
張
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

「

逆
対
応」

と
は
何
か
。

「

逆
対
応」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
前
に
、 

「

対
応」

と
い
う
言
葉
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
対
応
と
は
、 

も
と
数
学
の
術
語
で
、
た
と
え
ば

「

函
数
的
変
化
の
対
応

」

な
ど
と
言 

う
。
甲
の
要
素
の
あ
い
だ
に
一
定
の
変
化
が
生
ず
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ 

て
乙
の
要
素
の
あ
い
だ
に
も
一
定
の
変
化
が
起
こ
る
と
い
う
よ
う
な
ば 

あ
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
哲
学
的
に
さ
ら
に
広
く
用
い
て
、 

人
間
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の

「

心
の
対
応

」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考 

え
て
み
る
。
た
と
え
ば
禅
者
の
よ
く
い
う
、

「

張
公
が
酒
を
飲
ん
で
、

李
公
が
酔
う

」

と
い
う
よ
う
な
ば
あ
い
、
そ
こ
に

一

種
の
対
応
関
係
が 

生
じ
た
と
い
え
る
。
仏
教
で
は
こ
れ
を
華
厳
の
事
事
紙
礙
法
界
な
ど
と 

言
う
。

で
は
、「

逆
対
仿」

と
は
何
か
。

\
<

<

<

<

<

<S
>

>

>
N
<

<

<

<

<

<$
>

>

>

>

>

>

>S 
•

東
西
宗
教
交
流
報
告

〈

一

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ま

ず

「

正
対
応」

と

い

う

こ
と
を
考 

え
て
、
そ

の

「

逆」

が「

逆
対
応」

だ
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と 

い

う

こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
一
度
も
そ
ん
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。 

「

神」

と「

人」

と
の
あ
い
だ
に
は
対
芯
な
ど
成
立
し
得
な
い
。
始
め 

か

ら「

逆
対
応」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
真
の
r—
l

i

と
個
の
あ
い
だ
の

1 

「

対
拓」

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
高
坂
正
顕
は
、

「

洗
生
は
特
に

〈

逆
対 

応〉

と
い
う
語
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
ず

…
…
」

と
い
う
。
果
た
し
て
そ 

う
で
あ
ろ
う
か
。

務
台
理
作
は
先
の
論
文
で
、
西
田
自
身
の
文
を
引
い
て
言
う

——

我
々
の
自
己
は
た
だ
死
に
よ
っ
て
の
み
逆
対

^

的
に
神
に
接
す
る
。

神
と
人
と
の
対
立
は
ど
こ
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
。
故
に
我
々

の
宗
教
心
と
い
う
の
は
、
我
々
の
自
己
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
く

し
て
、
神
ま
尤
は
仏
の
呼
び
声
で
あ
る
。

そ
し
て
、
務
台
は
言
う
、

「

こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る 

〈

神〉

と〈
-
0

と
の
逆
対
応
的
関
係
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と 

が
、
西
田
哲
学
の
中
心
の
結
び
目
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
な
る

」

と
。

西
田
は「

神
ま
た
は
仏

」

と
無
雑
作
に
言
う
が
、

「

神
と
人」

と
い 

う
語
と「

仏
とi

」

と
い
う
語
は
、
互
い
に
異
っ
た
宗
教
で
使
わ
れ 

る
語
で
、
当
然
異
っ
た
二
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
か
ら
、

「

神」

と

「

仏」
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と
を—

_

な
い
し「

人」

と「

衆
生」

と

を
I

不
用
意
に
同

I

視
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
我
々
は
、
宗
教
哲
学
的
に

「

人」

な 

い
し「
衆
生」

を「

個」

と
呼
び
、「

神」

な
い
し「

仏」

を「

je

個」 

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
宗
教
は

「

超
個」

と「

個」

の 

関
係
を
問
う
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
西
田
の

「

神
ま 

た
は
仏」

の
語
も
、
そ
う
し
た
意
味
で

「

超
個」

の
こ
と
と
し
て
考
え 

る
こ
と
に
し
た
い
。

「

神」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に

「

唯
一 

神」

の
そ
れ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、「

我
々
の
自
己
は
た
だ
死
に
よ
っ
て
の
み
逆
対
応
的
に
神
に 

接
す
る」

「

神
と
人
と
の
対
立
は
ど
こ
ま
で
も
逆
対
応
的

」

で
あ
る
と 

は
、
い
っ
た
い

「

超
個」

と「

個」

と
の
ど
の
よ
う
な
関
係
を
い
う
の 

で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
西
田
の
次
の
よ
う
な
語
が
手
が
か
り
と
な
る
。
云
く
、 

「

我
々
の
自
己
が
神
や
仏
と
同

1

方
向
に
お
い
て
、
神
や
仏
と
な
る
と 

か
、
こ
れ
に
近
づ
く
と
か
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
は
逆
対
応
と
い
う 

こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

」

。

我
々
は
自
我
を
鍛
え
、
人
格
を
完
成
し
て
、
み
ず
か
ら
神

一
^

た 

は
仏—

に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
亿
よ
づ
て
、
神

一
-

ま
た
‘
仏

一

一
に 

な
る
、
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
お
よ
そ
単
な
る 

自
力
の
宗
教
な
ど
い
う
も
の
は
成
立
し
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で 

は
、
こ
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
が
髙
ま
り
、
な
い
し
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
そ
れ
だ
け

「

超
個」

に
接
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ
え
て
言
う
な 

ら

ば「

正」

の
意
味
で
の
対
応
関
係
は
成
立
し
得
な
い
。

「

逆」

に
人

間
が
自
我
の

「

死」

に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
"
死
ぬ
べ
き
も
の
"

で
あ 

る

こ
と
を
知
り
、
真
に
自
我
の

「

空」

を

悟
る
と
き
、

そ
の
自
s'
の
否 

t

に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
自
我
が

「

無」

に

な

れ

ば

な

る

だ

け

、 

我

々
の「

個」

は「

超
個」

に
接
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

マ
ィ
ス
テ
ル•

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、

「

私
が
無
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、 

神
が
来
て
そ
こ
を
満
た
す

」

と
言
っ
た
。

西
田
は
言
う
、

「

我
々
の
自
己

(

個)

は
、

ど
こ
ま
で
も
自
己
の
底 

(「

脚
下」

=
「

絶
対
無
の
素

」
)

に
、
自
己
を
超
え
た
も
の
S

個)

に 

お
い
て
、
真
の
自
己
を
も
つ

」

と
。
そ
こ
に

「

逆
対
応」

が
あ
る
。

「

逆
対
応」

と
は
、
こ
う
し
た

「

個」

と「

超
個」

と
の
あ
い
だ
の 

関
係
で
あ
る
。
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、

「

神」

と

「

人」

と
の
あ
い 

だ
に
対
応
は
成
立
し
得
な
い
。
西
田
の
言
う
よ
う
に
、

「

相
対
的
な
も 

の
が
絶
対
的
な
も
の
に
対
す
る

」

と
い
う
こ
と
が

「

5E」

で
あ
る
。
人 

は
神
の
前
に
立
つ
と
き
必
ず
死
ぬ
。
そ
こ
に
は

「

対
応」

な
ど
生
じ
得 

な
い
。
自
我
が
修
行
の
結
果
、
仏
に
此
る
な
ど
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
。 

ま

た「

人
は
い
か
に
す
る
も

「

神」

に
は
な
れ
な
い
。

「

我
々
は
自
己 

を
於
扑
に
、
於
外
応
的
に
、
常
に
絶
対
的

一

者
に
接
す
る

」

の
で
あ
る
。

「

場
所
的
論
理

」

と
は
、
こ
う
し
た

「

実
存
の
自
覚
の
場
所

」
——

 

私
が
無
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、
神
が
来
て
そ
こ
を
満
た
す

(

ヱ
ッ
ク
ハ 

ル
ト)

——

を
焦
点
と
し
て
成
立
す
る
。

私

は「
逆
対
応
の
論
理

」

を
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
で
説
明
し
た
が
、 

西
田
自
身
は
、
大
燈
国
師
の
次
の
よ
う
な
語
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。
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億
刼
相
別
、
而
須
臾
不
離
、
尽
日
^

^

不
巧
此
理
人

 々

有
之
。

(

值
刼
相
別
れ
て
而
も
須
臾
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
対
し
て
而
も
刹
那
も
免 

せ
ず
。
こ
の
理
、
人
々
之
れ
あ
り

)

こ
れ
は
今
も
大
徳
寺
に
残
る
大
燈
国
師
の
花
園
天
皇
と
®
問
答
耆
に 

書
か
れ
た
国
師
の
垂
示
の
語
で
あ
る
。

「

個」

と

「

超
個」

と

は

、

無 

限
の
長
い
時
間
相
別
れ
て
い
て
、

し
か
も

S

も
離
れ
て
い
な
い
。 

「

仏」
(

神)

と「

衆
生」

(

人)

と
は
、
l
i,

日
中
相
対
し
て
い

、

し
か 

も
一
刹
那
も
対
し
て
い
な
い
。

こ
ん
な
理
が
人
間
み
ん
な
に
あ
る

—

 

と
い.
つ
の
で
あ
る
。

「

こ
の
理
、
人
々
之
れ
あ
り

」

と
い
ぅ
。
人
々
_

 

下
こ
月
歴
々
た
る

U
Q

「

理」

こ
そ
、
鈴
木
大
拙
が
天
才
的
に
道
破
し 

た「

般

若

に

の

蓮」

で
あ
る
。

「

相
別
れ
て
離
れ
ず
、
相
対
し
て 

対
せ
ず」

と
い
，つ
の
は
、

「

即
非」
(

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

)

の
意
に
ほ

対
し
て
対
せ
ず

」

で
あ
る
。

鈴
木
大
拙®

い
，っ「

即

非

の

塗」

と
は
、
大
拙
が
大
乗
仏
教
の 

「

投
若」

q

塵

と

し

て

、

r

金
剛経

.！

の
次
の
よ
ぅ
な

一

節
か
ら
取
り 

出
し
た
も
の
で
あ
る
。

世
界
即
非
世
界
是
名
世
界 

(

世
界
は
世
界
に
|̂

ず
、
是
れ
を
世
界
と
名
づ
く

)

。

一
般
的
に
定
式
化
す
る
と
、
次
の
よ

*
っ
に
な
る
。

A

 is A

-becaus A

 is M
o
t
—
A
.

,

西
田
に
と
っ
て
、

「

世
界
の
根
源

」

はi
「

自
己
の
根
源

」

だ
か
ら
、 

A.

飞

経

の「

世1
U

を「

自
己」

と
取
る
と

i'
a'

即̂

n
a'—

そ

れ

を【

真
®〕

@'

己
と
い
ぅ
。

と
な
る
。
先
に
言
っ
た
西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、

我
々
の
自
己

(

個)

は
、
自
己
の
底
に

(「

脚
下」

に
で
、「

超
越」 

で
も「
内
在-

で
も
な
い

)

、
自
己
を
超
え
た
も
の

(

超
個)

に
お
し
て

か
な
ら
な
い
。

淹
沢
の»?
'

&

に
ょ
れ
ば
、
そ
れ
は

「

個」

と「

超
個」
と

の「

不 

可
分
•
不
可
同
•

不
可
逆」

で
ぁ
る
。
神
と
人
と
は
、
区
別
は
で
き
る 

(

不
可
同)

が
、
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い

(

不
可
分)

。

そ
し
て
区 

別
し
た
以
上
は
、
神
が
先
で
人
は
後
と
い
ぅ
、
こ
の
秩
序
を
逆
に
す
る 

こ
と
は
でI

い

(

不
可
逆)

で
ぁ
る
。
淹
沢
は
こ
れ
を
人
間
実
存
の

i
 
y 
i
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と
な
る
。
こ
れ
が

r

即
非
の
論
理

」

で
あ
る
。

自
我
の
死
す
な
わ
ち
否
定
を
媒
介
に
し
て
、
真

の

(

本
来
の)

自
己 

を
t

定
す
るr

即
非
弁
証
法

」

で
あ
る
。

禅
者
の
い
う

「

死
ん
で
生
き 

る
が

禅
の
道」
で
あ
る
。r

大

死一

番
、
絶
後
蘇
息

」

で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
は
言
っ
た
、

「

キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
十
字
架
上
に
死
に
、

キ 

リ
ス
ト
と
と
も
に
復
活
す
る

」
「

も
う
私
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

私
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る

」

。

パ
ウ
ロ
に
，と
っ
て
、

「

う
ち
な
る
キ
リ
ス
ト

」
(

聖
重)

は
、「

神」 

(

ィ

ン

マ

ヌ

エ

ル)

で
あ
っ
て
同
時
に

「

人」
(

.
ハ
ウ□
の
真
の
主
体

)

で 

あ
つ
た
。
 

」

•
く

仏
教
者
は
そ
れ
を

「

無
相
の
自
己

」
と
言
っ
た
。
臨

済
は

「

赤
肉
団 

上
の
一
無
位
の
真
人

」

と
い
う
。
禅
者
は
た
だ
こ
の

r

一
 

息

に〈

超
個 

の
個〉

」

な
る
真
人
を
直
指
し
て
、

「

看
よ
看
よ

」
と
自
覚
を
迫
る
。

先
の
論
文
の
執
筆
中
、
西
田
は
心
友
鈴
木
に
手
紙
を
書
い
て
い
る

大
拙
君…

…

私
は
い
ま
宗
教
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
だ
い
た
い 

従
来
の
対
象
論
理
の
見
方
で
は
宗
教
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
ず
、 

私

の〈

矛
盾
的
自
己
同

一

の
論
理〉

す
な
わ
ち〔

君
の
い
う
：！

〈

即 

非
の
論
理

〉

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た 

い
と
思
う
の
で
す
。
私

は

〈

即
非〉

の
般
若
的
立
場
か
ら

〈

人〉

と

い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
人
格
を
出
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
を〈

現
実
の
歴
史
的
世
界

〉

と
結
合
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。

(

昭
和11

十
年
三
月
十
一
日
付

)

。

私
は
、
こ
こ0
西
田
が
①r

即d

の
般
若
的
立
場
か
ら
、
A'
す
な
わ 

ち
人
格
を
出
し
た
い

」

、
そ
し
て
そ
れ
を
②

「

現
务
の
歴
史
的
世
界
と 

結
合
し
た
い

」

と
言
つ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
に
、
西
田 

哲
学
の
真
の
成
立
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「

我

々

の

自
己

(

A

即)

は 

ど
こ
ま
で
も
自
己
を
越
え
た
も
の

(

非
A)

に
お
い
て
自
己
を
も
つ 

(

是
名A)

。
自
己
否
定
に
よ
っ
て
本
来
の
自
己
自
身
を
肯
定
す
る

(

自 

己
自
己
是
名
自
己

)」

。「

か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
般
若
即
非
の
世 

界
か
ら
人
間
世
界
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る

」

。

で
は
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
し
て
そ
の

「

人」

を「

現
実«

界」

に
結 

合
す
る
か
。
西
田
は
言
う
、

「

自
覚
に
お
い
て
、
我
々
は
単
に
自
己
の 

内
に
入
る
の
で
な
い
、
自
己
の
根
源
に
返
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ 

は
世
界
成
立
の
根
源
に
入
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
自
己
が
始
ま
る
と 

き
、
世
界
が
始
ま
る
。
世
界
が
始
ま
る
と
き
自
己
が
始
ま
る

」

。

さ
ら
に
西
田
は
言
う
、

「

自
己
が
自
己
の
底
に
自
己
を
越
え
る
と
い 

う
こ
と
は
、
単
に
自
己
が
無
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

s'
己
が 

世
界
の
自
己
表
現
点
と
な
る
と
い
う
こ
と

で

あ

る

」

、「

我
々
の
自
己
は
、 

自
己
が
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
、
自
己
の
根
源
に
還
り
、 

自
己
の
真
源
に
徹
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
徹
底
的
に
死
ぬ
こ
と
が
逆 

に
真
に
自
己
が
生
き
る
こ
と
な
の

で

あ

る

」

。
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そ
こ
で
、r
f

的
逆
対
応
の
論
理

」

は
次
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
表 

現
さ
れ
る
。

実
存
の
働
き
は
、
必
ず
逆
の
働
き
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
逆
の
働 

き
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
実
存
の
真
の
働
き
が
現
わ
れ
る
。

こ
れ
が「

場
所
が
場
所
を
限
定
す
る

」

と
言
わ
れ
、

「

場
所
的
逆
対 

応j

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
論
理
の
形
式
で
あ
る
。

「

個」

は
こ
う
し
た

「

逆
対
応」
的
生
に
お
い
て
、

「

個」

が
み
ず 

か
ら
の
実
存
の
限
界
的
底
面

(「

空」
す
な
わ
ち

「

絶
対
無」

の
場
所)

に 

お
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に

「

«

双」

そ

の

も

の

が

主
^

^

に 

考
え

る(

私
の
い
う

「

西
田
哲
学
的
思
惟

」
)

こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
こ
れ 

を「

場
所
の
も
の
とな
っ

て

見
、
場
所
の
も
の
と
な
っ
て
行
な
う

」

と 

い
う
。
こ
れ
を
ま
た

「

創
造
的
世
界
の
創
造
的
契
機
と
な
る

」

と
も
言 

う
。
そ
う

音
！！

え
ば
、
大
拙
も
ま
た

「

#」

を
定
義
し
て
、
我
々
す
べ.
て 

の「

個」

の「

身
心
の
底
に
潜
ん
で
い
る
削
造
性
に
目
覚
め
、
削
^
的 

に
生
き
る

」

と
言
っ
た
。
削
造
性
と
は

「

仏
性」

(

自
他
不
二
"
大
智
即 

大
悲)

で
あ
る
。

「

個」

と「

超
個
へ
私
と
場
所
と
の
あ
い
だ
に
、

こ
う
し
た
根
本 

的
な
、
し
か
し
限
界
的
な
対
応

〈

逆
対
応〉

が
存
し
、
こ
の
場
所
的
逆 

対
応
を
通
し
て
、
我
と
汝
と
は
独
立
し
た

「

個」

で
あ
り
な
が
ら
、
互 

い
に
よ
く
対
応
し
て
一
致
し
得
る
。
す
な
わ
ち
甲
が
そ
の
限
界
的
底
面

に
お
い
て
そ
の
自
己
を
見
、
そ
こ
に
彼
自
身
の
考
え
の
出
発
点
を
定
め
、 

そ
こ
か
ら
一
歩

1

歩
正
し
く
考
え
て
く
る
こ
と
は
、
も
し
乙
が
同
様
に 

し
て
自
己
の
限
界
的
底
面
か
ら
動
い
て
く
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
両
者 

は
独
立
の
個
体
の
ま
ま
で
互
い
に
正
し
く
対
応
し
一
致
す
る
。
甲
の
限 

界
が
甲
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
甲
を
越
え
、
こ
の
限
界
も
ま
た
同
様 

に
こ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
乙
を
越
え
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
両 

者
と
も
に「

一

」

に
な
る_

の̂

限
定
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
な
る
。 

場
所
は
、
到
る
処
に
こ
の
よ
う
な
個
と
個
と
の
即_

結
合
の
中
心
点 

に
充
た
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
仏
教
最
高
の
思
想
と
大
拙
が
言
っ
た 

華
厳
哲
学
の

「

事
事
無
礙
法
界

」

観
が
あ
る
。

我
々
の
自
己
は
そ
の
限
界
的
底
面
に
お
い
て
、
自
己
が
無
に
な
れ
ば 

な
る
だ
け
、
自
己
が
場
所
を
正
し
く
映
す
も
の
と
な
る
。
こ
の
限
界
点 

に
お
け
る
個
の
深
い
愛
し
み
は
、
そ
の
ま
ま
場
所
そ
の
も
の
の
深
い
愛 

し
み
で
あ
る
。
西
田
は
言
う
、

「

純
な
る
埸
所
的
自
己
限
定
と
し
て
、

1

亳

の

私(

自
我)

な
き
と
こ
ろ
、
私
は
こ
れ
を

〈

誠〉

と
い
う
。 

〈

至
誠〉

は〈

大
慈
大
悲

〉

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

/ 

r
〈

慈
悲〉

と
は
、
我
々
の
自
己
が
徹
底
的
に

【

場
所
の=

神
の〕

も 

の
と
な
つ
て
考
え
、
も
の
と
な
つ
て
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る

東
洋
に
は
東
洋
の
、
西
洋
に
は
西
洋
の
、
仏
教
に
は
仏
教
の
、
キ
リ 

ス
ト
教
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
、
科
学
に
は
科
学
の
、
哲
学
に
は

§

の
、 

い
ろ
い
ろ
の

「

論
理」

が
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
は

「

唯
一
の
論
理
学

」 

を
求
め
る
。
そ
う
し
た
論
理
の
区
別
を
根
本
的
に
示
す
概
念
は
、

「

同
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1
律」

を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
西
田
哲
学
の

「

同
一 

の
原
理」

は
、「

絶
対.
矛
盾
的
自
己
同

一
j

 

I

 r

即
非」

的

「

逆
対 

応」

的

「
自
己
同
一

」
——

で
あ
る
。

こ
れ
を
人
は
往
々
に
し
て
、

「

絶
対
に
矛
盾
す
る

」

も

の

が「

自
己 

同
一
な
ん
だ

」
と
い
う
ふ
う
に
、
ニ
段
に
切
っ
て
理
解
す
る
。
戦
争
中 

の
右
典
が
、
戦
後
の
左
翼
が
、
そ
う
い
っ
た
ふ
う
に
理
解
し
て
、
か
し 

ま
し
い
批
判
に
な
ら
ぬ
批
判
を
し
た
。

最
近
は
ま
た
三
宝
教
団
絵
裁
の
山
田
耕
雲
が

「

西
田
博
士
は
悟
っ
て 

い
な
い」

な
ど
と
言
っ
た
。
し
か
し
彼
は
臨
済
宗
と
は
無
縁
の
人
だ
か 

ら

、

私
の
知
つた
こ

と

で
は
な
い
。
私
は
こ

う

し

た

い
わ
ゆ
る
禅
者
た 

ち
に
西
田
自
身
の
次
の
語
を
贈
り
た
い
。

「
し
か
し
君
だ
か
ら
よ
い
が
、 

ふ
つ
う
無
識の
徒
が
私
を
禅
など
と

い

う

ば
あ
い
私
は
極
力
反
対
い
た 

し
ま
す
。
そ
ん
な
人
は
禅
を
知
ら
ず
、
哲
学
も
分
か
ら
ず
、

X

と
Y

が 

同
じ
だ
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
私
の
哲
学
を
誤
り
、
禅
を
誤
る
も 

の
と
思
い
ま
す
か
ら

」

。

こ
れ
は
西
田
七
十
ニ
歳
の
と
き
西
谷
啓
治 

(

の
ち
の
溪
声
居
士

)

に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。
私

は
「

絶
対
矛 

盾
的
自
己
同
一

」

は
ニ
段
に
切
ら
な
い
で
、

一

息
に
読
む
べ
き
だ
と
思 

う
。
か
っ
て
私
が

「

即
非
庵」

を
名
乗
り
、
臨
済
の

「

無
位
の
真
人

」
、 

黄
蘖
の「

無
心
の
心

」

を
、「

一
息
に〈

超
個
の
個

〉
J

と

言

設(

言 

語
表
現)

し
た
と
き
、
ま
だ
健
在
で
あ
つ
た
務
台
が
ひ
じ
ょ
う
に
喜
ん 

で
、「

そ
れ
は
あ
な
た
一
人
の
見
方
で
は

な
い
。

実
は
西
田
先
生
自
身 

の

見
解
だ
っ
た
。
あ
る
と
き
先
生
は
私
に
、

r

務
台
君
、
君
が
も
し
禅 

に
参
ず
る
な
ら

〈

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

I
〉

を
公
案
に
し
て
も
よ
い
の

だ
よ
。
<
絶
¥

盾
的
自
己
同
一

 

>

 

と
、
区
切
ら
ず
に
一
息
に
読
む
の 

だ」

と
言
わ
れ
た

」

と
言
つ
た
。

禅
者
黄
蘖
は
い
う
。

r
〈

仏〉

と
い
う
の
も

〈

衆
生〉

と
い
う
の
も 

相
だ
。
そ
ん
な
も
の
は
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ

〈

一
心〉

だ
け
だ」

と
o 

「

神」

も
な
い「

人」

も
な
い
。
真
に
あ
る
の
は
た
だ

「
I

息

に〈

超 

個
の
個〉

」

だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

の

< 

|

心〉

は
"
無
心
の
心" 

"
無
我
の
我
，"
無
相
の
自
己
，
で
あ
る
。
禅
者
は
、

「

諸

聖(

仏)

を
慕
わ
ず
、
己

篕

(

§'

我)

を
重
ん
ぜ
ず

J、

た
だ
こ
の「

一
心」

(

本 

心
の
仏
心

)

だ
け
を
直
指
人
心
す
る
の
で
あ
る
。

最
近
、
仏
教i

は
、
釈
尊
が
菩
提
樹
下
で
大
党
を
感
じ
た
と
き
に 

口
ず
さ
ん
だ
即
興
詩
の

一

句
だ
と
い
う

「

法
が
露
わ
に
な
る

j

と
い
う 

語
を
好
ん
で
引
用
す
る
。
私
も
爱
用
し
て
い
る

一

人
だ
。
こ
の
語
を
は 

や

ら

せ

た

玉
城
康
四
郎
は

「

法」

が

「

業
体」

(

業
熟
体)

に
顕
かに 

な
る
、
と
い
う
。
私
は
そ
れ
に
対
し
て
、

「

無
我」

(「

空J)

の
と
き
に 

の

み「

法
が
露
わ
に
な
る

」

と
提
唱
し
て
い
る
。

「

仏
法
に
は
無
我
に 

て
候j 

(

蓮
如)

で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
本

来

「

無
我」

の
仏
法
を 

r

大
我
禅」

に

堕
し
て
し
ま
う
、
い
わ
ゆ
る
禅
者

(

似
而
非
な
る
禅
者

)

に
私
は
断
じ
て
組
し
な
い
。
こ
れ
を
わ
が
自
戒
の
語
と
す
る
。

一
歩
一
歩
、一

念一

今r

正
念
相
続
し
て
、

|

亳

の

私(

自
我)

な 

き
と
こ
ろ
、
東
洋
道
徳
の
粋
で
あ
る

「

至
誠」

に
生
き
る「

大
悲」

の 

仏
法
者
に
幸
あ
れ
。
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討
議
者
川
村
永
子

秋
月
龍
珉
先
生
の

「

禅
と
西
田
哲
学

」

と
題
さ
れ
た
お
話
を
伺
い
ま 

し
て
、
随
分
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
て
感
謝
し
て 

お
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
質
問
さ
せ
て
頂
き
た
い
こ
と
も
た
く
さ 

ん
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
の
関
係
上
、
大
き
な
問
題
の
み
を
各
章
か
ら

一 

つ
ず
つ
、
合
計
四
つ
の
質
問
を
さ
せ
て
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

先
ず
第一

の
問
い
は
、
西
田
哲
学
が

「

禅
の
哲
学
化

」

で
ぁ
る
と
言 

わ

れ

る

時

の
"
哲
学"

の
意
味
内
容
に
つ
い
て
で
す
。
秋
月
先
生
は
、 

「

東
洋
と
西
洋
の
宗
教
と
哲
学
と
が
西
田
に
お
い
て
ま
と
も
に
ぶ

つ
か
っ 

た

」

と

お

っ

し

ゃ

る

訳
で
す
が
、こ
の

"
哲
芽

の
意
味
内
容
は
、
西 

田
に
従
え
ば
〃
心
霊
上
の_

〃

 

で
ぁ
る
宗
教
の
説
明
で
す
が
、
そ
の 

「

説
明」

は
、
哲
学
的
理
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
破
つ

た
よ
う
な
、
い
わ
ば
生
ま
れ
変
わ
っ
た
理
性
に
基
づ
く

「

非
思
量
の
思 

量」

に
基
づ
く
哲
学
で
あ

る

と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ

う

か

。

で 

す
か
ら
、
西
田
哲
学
は
、
ヵ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
理
論
理
性
、
実
践
理 

性
、
規
定
的
判
断
力
、
反
省
的
判
断
力
の
い
ず
れ

か

一
つ
、
あ
る
い
は
、 

そ

れ

ら

の
う

ち

の

幾
つ
か

に
基
づ
く
哲
学
と
い

う

の

で
は
な
く
、
西
欧 

の
伝
統
的
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
か
ら
言
え
ば
、
哲
学
以
前
を
も
、 

ま

た

哲
学
以
後
を
もそ
の

う

ち

に

含
む
よ
う
な
哲
学
な
の
で
は
な
い
で 

し
ょ
うか
。

つ

ま

り

、

西
田
哲
学
は
、
ヵ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
理
論
理 

性
、
実
践
理
性
、
判
断
力
、
そ
し
て
宗
教
論
が
扱
う
問
題
領
域
の
区
別 

が
出
て
く
る
以
前
の
、
い
わ
ば

そ

れ

ら

の

根
源
か
ら
の
哲
学
で
あ

る

と
 

言
え
な
いで
し

ょ

う

か

。

西
田
哲
学
の
こ
の
新
し
い
哲
学
概
念
の
故
に
、 

西
田
が
そ
の
絶
筆

「

私
の
論
理
に
つ
い
て

」

の
中
で
、「

私
の
論
理
と 

云
ふ
の
は
学
界
か
ら
は
理
解
せ
ら
れ
な
い
、
否
未
だ
一
顧
も
与
へ
ら
れ
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な
い
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る

」

と
い
う
、
そ
の
当
時
の
学
界
の
反
応 

も
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
。

第
一
一
の
質
問
は
、

「

不
可
同
、
不
可
分
、
不
可
逆

」

に
つ
い
て
で
す
。 

神
と
人
と
の
、
あ
る
い
は
超
個
と
個
と
の
関
係
を
表
わ
す
時
に

——

0 

者
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

I

的
に
成
り
立
っ
て
い
る
訳
で
す
が

——

そ 

の
逆
対
応
の
自
覚
の
過
程
は
、
神
と
人
と
の
第
一
義
の
接
触

(

即
ち
、 

第
一
のイ
ン

マ

ヌ
エル

〔
神
我

ら

と

共

に

あ
り〕)

と

い

う

原

事
実
の
上
に 

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
時
間
的
、
発
生
的
に
は
、
ま
た
対
象 

論
理
的
に
は
不
可
逆
と
言
い
得
ま
す
。
し
か
し
、
神
と
人
と
の
第

I

義 

の
接
触(

第
一
の
イ
ンマ
ヌ

エ

ル)
と
原
囊
の
自
覚
の
出
来
事

(

第
二 

の
イ

ン

マ

ヌ
ヱ
ル)

の
関
係
を
表
わ
す
時
に
、
後
者
も
ま
た

原

事
実
に 

お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
前
者
の
接
触
に
お
け
る
自
己 

と
後
者
の
接
触
に
お
け
る
自
己
は
、
不
一
不
二
、
乃
至
は
不
一
不
異
で 

す
。
こ
の
不
一
不
一
一
の

_

を
、
不
可
同
、
不
可
分
と
は
言
え
て
も
、 

不
可
逆
と
い
う
の
は
不
適
切
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
。
こ
の
事 

実
が
、
機
能
的
関
係
と
し
て
は
不
可
逆
と
お
っ
し
ゃ
る
秋
月
先
生
の
立 

場
は
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
不
一
不
一
一
な
る
第
一
義
と
第
一
一
義
の
一 

と
の
関
係
、
並
び
に
第
一
義
の

一

に
お
け
る
神
と
人
と
の
不
一
不
一
一
な 

る
関
係
も
、
可
逆
か
不
可
逆
か
の
言
葉
で
表
わ
す
に
は
、
可
逆
即
不
可 

逆
、
不
可
逆
即
可
逆
と
し
か
表
現
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と 

考
え
ま
す
の
で
す
が
。

超
個
と
個
と
の
相
互
限
定
は
、
絶
対
無
の
自
覚
に
即
し
て
言
う
と
、

可
逆
即
不
可
逆
、
不
可
逆
即
可
逆
と
し
か
言
い
得
な
い
の
で
は
な
い
か 

と
考
え
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に 

な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

第
三
の
問
い
は
、
田
辺
元
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

「

種
の
論
理

」

が
、 

根
本
的
直
観
の
自
覚
化
、
概
念
化
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の 

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
根
本
直
感
が
自 

覚
化
、
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
思
想
の
全
体
、

一
つ
の 

宗
教
哲
学
、
哲
学
体
系
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す

„ 

秋
月
先
生
が
、
説
明
し
得
な
い
根
本
的
直
観

(

こ
こ
で
は

西
田
の「

ぜ
対 

応」

の
思
想)

は
、
高

次

の"
説
明
の
根
拠
，
と
な
り
、

"
思
惟
の 

力
"

と
な
る
、
と
言
わ
れ
、
根
本
直
観
は

「

そ
れ
自
ら
に
と
っ
て
先
な 

る
も
の」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
最
後
に

「

我
々
にと
っ
て

先
な
るも
の」 

と
し
て
自
覚
さ
れ
、
概
念
化
さ
れ
る
と
お
っ
し
や
る
時
、
そ
の
過
程
は

I 

自
己
の
本
質
、
教
育
、
1

、
人
間
関
係
等
々
に
よ
っ
て
影
響
を
与
え 

ら
れ
る
中
で
展
開
し
て
、
そ
こ
に
は
田
辺
的

「

種
の
論
理

」

が
働
い
て 

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

第
四
の
問
い
は
、
業
熟
体
に
つ
い
て
で
す
。
最
後
の
ぺ

I

ジ
に
、
玉 

城
康
四
郎
先
生
が
法
が
業
熟
体
に
露
わ
に
な
る
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し 

て
、
秋
月
先
生
は
無
我

(

空)

の
時
に
の
み
法
は
露
わ
に
な
る
と
、
前 

者
へ
の
対
照
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か 

し
、
業
熟
体
は
、
玉
城
先
生
で
は

「

無
始
以
来
、
生
き
と
し
生
け
る
も 

の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と

交
わ
り
つ
つ
、
今
此
処
に
実
現
し
て
い

------------

—

•
東
西
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学
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報
告
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る
存
在
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
業
熟
体
は
個
体
的
で
あ
る
と
同
時 

に

共
同
的
でU

 

(

松

ヶ
岡
文
庫6
号
、

| 

二

八

べ

ー

ジ

)

と

、

ま

た
 

「

流
転
生
死
の
一
刹
那
一

刹
那
の
身
心
こ
そ
、
即
ち
業
熟
体
で
あ
る

」 

(

同I

三o

ベ

ー

ジ)

と
言
わ
れ
、

「

業
熟
体
と
は

…
…

宇
宙
共
同
体
の 

結
び
目」

(
『

新

し

い

仏

教

の

探

求

J

一
 

五

九

ぺ

ー

ジ

)

と

書
か
れ
てい
ま
 

す
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
や
原
罪
の
問
題
を
思
い
出
さ
せ
、
私 

は
共
感
を
覚
え
ま
す
が
、
業
熟
体
を
消
さ
れ
、

〃
無
我
の
時
〃
と
強
調 

さ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
以
上
四
つ
の
問
い
で
す
。

司会者河波昌

司
会
者
で
は
川
村
先
生
か
ら
、
秋
月
先
生
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン 

ト
を
い
た
だ
き
ま
す
。

川
村
き
ょ
う
は
午
前
中
は
上
田
先
生
の
西
田
質
子
の
主
に
前
期
の
、 

後
半
が
た
だ
い
ま
の
秋
月
先
生
の
後
期
の
場
所
以
降
に
つ
い
て
と
、
随 

分
と
打
ち
の
め
さ
れ
る
ほ
ど
に
激
し
い
情
熱
を
込
め
た
お
話
を
う
か
が 

い
ま
し
た
。
私
な
り
に
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を

——

秋
月
先
生
が一
、 

ニ
、
三
、
四
と
四
章
に
分
け
て
ご
発
表
く
だ
さ
い
ま
し
た
の
で

、——

 

重
要
な
四
点
に
つ
き
ま
し
て
、
第
一
章
か
ら

一

つ
ず
つ
質
問
を
さ
せ
て 

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第1

章
の
中
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
西
田
の
重
子 

が
禅
の
哲$

で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で

「

そ
れ
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
は 

先

な

る

も

の

」

し

か

し

「

我

々

に

と

つ

て

は

先

な

る

も

の

で

は

な

い

」

、

そ

う

い

う

も

の

と

し

て

の
•
応」

と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
ず
つ
と 

西
田
哲
学
の
中
で
は
自
覚
化
、
概
念
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
、
し 

か
し
全
般
的
に
は
出
な
か
つ
た
。
あ
ま
り
表
現
と
い
う
方
向
か
ら
は
出 

て
い
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
そ
し 

て
宗
教
と
い
う
の
は

「

超
個」

と「

個」

の
関
係
を
問
う
、
そ
う
い
う 

こ
と
と
し
て
理
解
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
。

禅
の
哲
学
化
と
い
い
ま
す
と
、
哲
学
で

あ

る

限
り
は
哲
学
的
理
性
に 

立
脚
し
た
と
こ
ろ
で
、
と
い
う
こ
と
を
お
つ
し
ゃ
つ
た
わ
け
な
ん
で
す 

が
、
そ

の「

逆
対
応
の
論
理

」

、
西
田
先
生
が
絶
筆
の

「

私
の
論
理
に 

つ
い
て」

の
中
でr

1

顧
も
与
え
ら
れ
な
い
。
私
の
論
理
を
理
解
し
て 

く
れ
る
人
は

I

人
も
い
な
い

」

と
言
わ
れ
た
、そ
う

い

う

と

こ

ろ

か

ら

I  

推
し
て
量
り
ま
す
と
、
や
は
り
、
哲
学
と
申
し
ま
し
て
も
も
ち
ろ
ん
哲

22 

学
的
理
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
の
破
れ
た
と
こ
ろ
、
そ

こ

I 

か
ら
の
哲
学
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま 

す
と
、
単
な
る

「

学
と
し
て
の
哲
学

」

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
や 

は
り
、「

非
思
量
の
思
量

」

と
い
う
ふ
う
な
、
そ

う

い

う

と

こ
ろ
か
ら 

の
哲
学
的
理
性
を
も
包
み
込
む
よ
う
な
、
そ
し
て
哲
学
以
前
を
も
以
後 

を
も
包
む
よ
う
な
禅
の
哲
学
化
と
い
う
ふ
う
に
、
私
に
は
哲
学
の
概
念 

内
容
と
し
て
理
解
で
き

る

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

宗
教
の
方
は
先
生
は
あ
ち
こ
ち
に
お
触
れ
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
ゃ
い 

ま
す
が
、
こ
の
哲
学
化
と
い
う
時
の
哲
学
、
や
は
り
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
で 

も
®

子
と
い
う
の
は
ず
つ
と

「

存
在
す
る
も
の
の
存
在

」

と
い
う
、
も 

の
の
本
質
と
い
う
方
向
で
哲
学
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ



は
存
在
史
的
に
み
る
と
、
み
ず
か
ら
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
わ
す
と 

い
う
、
ハ
ィ
デ
ッ
ガ

ー

が
言
っ
て
い
る
自
然
と
か
自
然
と
か
い
う
、
そ 

う
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の
と
し
て
哲
学
が
ず
っ
と
進
ん
で
き
て
い
る
、 

そ
う
い
う
背
景
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲 

学
と
い
う
の
は

「
存
在
す■る
も
の
の
存
在

」

と
い
う
方
向
で
哲
学
さ
れ 

て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
第

I

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
上
田
先
生
の
お
話
の
中
に
も
、
人
間 

の
行
動
そ
の
も
の
が
一
度
自
己
か
ら
離
れ
る
と
か
い
う
か
、
非
人
間
的 

に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
人
間
的
に

も

う

I

度
戻
る
、
そ
れ
が

「

回
心」 

と
い
う
こ
と
、
と
い
う
お
話
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ 

を
踏
ま
え
ま
す
と
、
や
は
り
哲
学
と
い
う
概
念
内
容
が
、
い
ま
ま
で
の 

哲
学
よ
り
は
西
田
先
生
で
は
も
っ
と
ず
っ
と
広
い
も
の
に
な
っ
て
い
る 

の
で
は
な
い
か
。
そ

の

「

哲
学」

に
つ
い
て
質
問
を
第

1

に
さ
せ
て
い 

た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

次
に
第
二
章
の
と
こ
ろ
。
こ
れ
は
本
当
は
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
か
な 

い
方
が
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
も
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で 

す
か
ら
。
大
変
複
雑
な

「

不
可
同•
不
可
分•
不
可
逆」

と
い
う
こ
と 

に
つ
い
て
私
な
り
に
理
解
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
質 

問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

私
の
考
え
に
よ
り
ま
す
と
、
秋
月
先
生
は
神
と
人
の

「

第
一の

®
®
」 

と「

第1
1

の
接
触」

、
そ
れ
の
関
係
と
、

「

第
一
の
接
触

」

だ
け
に
お
い 

て
の
神
と
人
、そ
う

い

う

関
係
、
二
つ
の
レ
ヴ
ヱ

ル
で
同
化
•
分
化

逆
、
そ
う
い
う
こ
と
を
择
沢
先
生
の
ご

4+
®

と
し
て
扱
つ
て
い
ら
つ
し
ゃ 

い
ま
す
が
。

「

超
個」

と「

個」

の
関
係
、
そ
う
い
う
も
の
、
あ
る
い 

は「

第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル

」

、(

神
我
ら
と
と
も
に
あ
り

)

と
い
う
根 

源
的
な
原_

、
そ
う
い
う
中
だ
け
に
お
き
ま
し
て
も
神
と
人
と
の
関 

係
と
い
う
の
は
発
生
的
と
か
、
あ
る
い
は
時
間
的
と
か
、
そ
う
い
う
ふ 

う
に
考
え
、
あ
る
い
は
よ
り
先
な
る
も
の
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『

力 

テ
コ
リ
ー

』

の
中
の
あ
あ
い
う
ふ
う
な

「

よ
り
先」

と
い
う
ふ
う
な
こ 

と
で
考
え
ま
す
と
、
秋
月
先
生
の
お
つ
し
ゃ
る

「

不
可
逆」

と
い
う
の 

は
大
変
よ
く
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
機
能
的
に
と
限
定
を
お
つ
け 

に
な
っ
て「

不
可
逆」

と
、
淹
沢
先
生
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
。
賛
同
な 

さ
い
ま
す
秋
月
先
生
の
お
考
え
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。

た

だ「

第
一
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル

」

と
、
そ
の
現
実
の
自
覚
の
出
来
事 

と
し
て
の「

第
一
一
の
神
我
ら
と
と
も
に
あ
る

」

と
い
う
、
そ
の
関
係
、 

あ
る
い
は
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
に
お
け
る
神
と
私
、
あ
る
い
は
神 

と
自
己
と
の
関
係
、
そ
れ
は
本
来

「

不
一
.

丕
一

」

の
も
の
で
あ
る
か 

と
私
に
は
理
解
で
き
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
に
も
あ
ら
ず

一
I

に
も 

あ
ら
ず
と
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
こ
は
も
う

「

不
可
同•
不
可
分」

と 

い
う
言
葉
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
え
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、 

私
に
は
や
は
り
こ
の

「

不
可
逆」

と
い
う
言
葉
が
、
そ
う
い
う
自
己
そ 

の
も
の
が
私
の
根
拠
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
私
が
お
い
て
あ
る
、
私
と
本 

来

「
不
一
不
二

」

の

r
I
」

な
る
も
の
、

r

一」

で
も
な
い
ん
で
す
が 

ま

あ「
不
一」

で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で

「

不
可

—

••東
西
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逆」

と
い
う
言
葉
が
本
当
に
適
切
な
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

つ
ま 

り
対
象
論
理
の
世
界
、
あ
る
い
は
対
象
化
で
き
る
主
客
分
離
の
世
界
で 

「

可
逆.

不
可
逆」

と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
言
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い 

ま
す
が
、
根
源
的
な

「

不
一.

丕
一」

の
自
己
が
そ
の
中
の
ま
っ
た
だ 

中
に
入
っ
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ん
か
の
言
葉
で
申
し
ま
す
と
、
そ 

の「

渦
巻」

の
中
に
い
る
、
そ
う
い
う_

を

「

不
可
逆」

と
い
う
言 

葉
で
表
わ
す
の
は
適
切
で
し
ょ
う
か
。

「

不
可
逆」

と

か「

可
逆」

と 

か
で
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
根
源
的
な
次
元
で
は

「

可
逆
即
不
可
逆

」 

と
か
、「

不
可
逆
即
可
逆

」

と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
彥
先
生
が
お
っ 

し
ゃ
っ
て
、
八
木
先
生
が
ご
賛
同
な
さ
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う 

に
し
か
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
い
う
ふ
う
に
も
私
に 

は
思
え
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、

「

不
可
逆」

と
い
う
言
葉
が
大
変
何
か
私
に
は 

理
解
し
難
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
根
源
的
次
元
で
は
や
は
り

r

i

」 

と「

不
可
逆」

が
何
か
一
つ
に
結
ば
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ
と
で 

し
か
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

前
か
ら
そ
こ
は
淹
沢
先
生
の
も
の
を
拝
見
し
な
が
ら
、
ま
た
秋
月
先 

生
の
も
の
を
拝
見
し
な
が
ら
、
い
つ
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
躓
い
て
お
り 

ま
す
。
何
か
ヒ
ン
ト
で
も
お
与
え
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
あ
り
が
た
く
思 

い
ま
す
。

第
三
章
の
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
説
明
し
得
な
い
根
本
的
直
観
、 

そ
れ
は
必
ず
し
も
神
秘
的
宗
教
的
体
験
で
は
な
く
て
、
公
理
の
よ
う
な 

も
の
で
、
そ
れ
が
説
明
の
根
拠
と
な
り
、
あ
る
い
は
ま
た
思
惟
の
力
と

な
る
、
こ
れ
は
本
当
に
そ
う
と
思
い
ま
す
が
。

で
、
西
田
先
生
で
す
と
、
そ

の

「

逆
対
応」

で
あ
り
ま
す
が
。
そ
れ 

が
、「

み
ず
か
ら
に
と
っ
て
先
な
る
も
の

」

で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ 

れ

は「

我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の

」

と
な
る
の
は
最
後
に
そ
れ
が
概 

念
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
す
る
と
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
す
べ
て
循
環
と
い
う
こ
と
で
、 

ど
ん
な
哲
学
で
も
宗
教
哲
学
で
も
、
あ
る
い
は
宗
教
思
想
で
も
、
何
か
、 

自
分
は
意
識
を
全
く
し
て
い
な
く
て
、
し
か
も
潜
在
的
に
何
か
ひ
と
つ 

の
即
非
の
論
理
で
も
、
究
極
的
関
心
事
で
も
、
あ
る
い
は
ヱ
ゴ
的
投
入 

で
も
、

あ
る
い
は
心
的
充
実
で
も
、

…
…

そ
う
い
う
も
の
が
潜
在
的
に 

入
っ
て
ま
し
て
、
そ
れ
を
一
生
か
か
っ
て
概
念
化
し
て
、
露
わ
に
し
て
一 

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
つ
て
ま
い
り
ま
す
と

、

M 

そ
の
日
々
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
の
、
い
ろ
ん
な
刺
激
、
影
響
が
ご
ざ
一 

い
ま
し
て
、
も
と
も
と
の
素
質
と
か

_

と
か
教
育
と
か
、
あ
る
い
は 

人
間
関
係
、
そ
う
い
う
中
で
そ
の

「

根
本
的
直
観

」

と
い
う
の
は
当
然 

広
め
ら
れ
深
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

と

こ

ろ
 

に
も
う
、

「

絶
対
無
の
場
所
の
論
理

」

が
、
田
辺
先
生
が
そ
う
い
う
方 

か
ら
進
ま
れ
ま
し
た

「

種
の
論
理

」

、
も
ち
ろ
ん

田
辺
先
生
の
西
田
哲 

学
へ
の
ご
批
判
は
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
ふ
う
に
秋
月
先
生
の
ご 

発
表
の
中
に
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
も
私
も
そ
う
思
い
ま
す 

が
、
た
だ
や
は
り

「

根
本
的
直
観

」

と
い
う
も
の
が
一
生
か
か
っ
て
広 

く
深
く
、
最
後
に
広
げ
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
時
に
、
や
は
り
そ
の
中
に
、 

お
の
ず
と
知
ら
ぬ
間
に
、

「

種
の
論
理

」

が
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い



で
し
よ
う
か
。
で
す
か
ら

「

種
の
論
理

」

と
い
う
の
は
竦
外
体
の
論
理 

と
し
て

そ
こ
か
ら
求
めて
い
く
と
い
う
、

そ
れ
故
田
辺
哲
学
で
の
独
立 

の「

種
の
論
理

」

と
い
う
よ
り
も
、
西
田
哲
学
の
中
に
既
に

「

種
の
論 

理」

が
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
し
よ
う
か
と
い
う
点
で
ご
ざ 

い
ま
す
。

第
四
章
で
は
。
秋
月
先
生
が
最
後
に

「

ダ

ン

マ

が

露
わ
に
な
る

」

と 

い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
も
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
お
り
ま 

す
が
、
ど
う
も
う
ま
く
言
え
ま
せ
ん
が
、

「

業
異
熟
体

」

な
ん
て
い
う 

こ
と
が
問
題
で
ご
ざ
い
ま
し
て
。
秋
月
先
生
は

「

業
異
熟
体

」

に
で
は 

な
く
て「

無
我」

、「

空」

の
時
に
の
み
ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る
と
お
っ 

し
ゃ
い
ま
す
。し
か

し

玉
城
先
生
の
方
は
ダ
ン
マ
が

「

業
異
熟
体

」

に 

露
わ
に
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
問
題
は
そ
こ
な
の
で
す
ね
。

玉
城
先
生
の

一

九
九
〇
年
刊
の

『

新
し
い
仏
教
の
探
求

』

の
中
で
、 

「

業
異
熟
体
と
は
無
限
の
中
か
ら
輪
廻
転
生
を
し
て
、

い
ま♦

こ
こ
に 

現
わ
れ
て
い
る
自
己
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、 

あ

り

と

あ
ら
ゆ
る
も
の
と
交
わ
っ
て
宇
宙
共
同
体
の
結
び
目
で
あ
る

」

、 

そ
う
い
う
ふ
う
に
お
述
べ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
り
、
あ
る 

い
は
松
ヶ
岡
文
庫
の

『

研
究
年
報

』

第
六
号
で
は

「

ダ
ン
マ
如
来
は
業 

異
熟
体
で
あ
ら
わ
に
な
り
浸
透
し
、
通
徹
し
、
業
異
熟
体
と
は
無
始
以 

来
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
交
わ
り
つ
つ
、 

い
ま•

こ
こ
に
実
現
し
て
い
る
存
在
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
業
異
熟 

体
は
個
体
的
で
あ
る
と
同
時
に
共
同
体
的
で
あ
る

」

と
言
わ
れ
て
い
ま

•
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一

す
。
あ
る
い
は
、
も
う
少
し
先
の
と
こ
ろ
で
は

「

使
転
生
死
の
一
麥
那 

の
身
心
こ
そ
即
ち
業
異
熟
体
で
あ
る
。
そ
の
業
異
熟
体
に
こ
そ
ダ
ン
マ 

如
来
は
通
徹
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
の

1

刹
那
に
自
ら

『

未
得 

度
に
し
て
他
を
度
す

』

、
と
そ
う
い
う
一
念
を
起
こ
せ
ば
、
た
ち
ま
ち 

久
遠
仏
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う

」

と
い
う
ふ 

う
に
、「

業
異
熟
体

」

と「

ダ
ン
マ」

は
露
わ
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ 

を
表
わ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
も
秋
月
先
生
と
同
じ
よ
う
に
プ 

ロ

テ
ス
タ

ン

ト

の

ク

リ

ス

チ
ャ
ン

で
ご
ざ
い
ま
す
と
同
時
に
禅
者
と

し 

て
生
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で「

業
異
熟
体

」

と
い
う
も
の
は
霊
性
と
か
思
惟
と
か
感
性
と 

か
、
そ
う
い
う
も
の
と
重
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
罪
の
ま
っ
た
だ
中
の

| 

私
に
、
そ
こ
に
私
が
一
念
を
起
こ
せ
ば
、
み
ず
か
ら
が

「

未

得

度

に

し25 

て
ま
ず
他
を
度
す

」

と
い
う
、
そ
う
い
う

「

一
念」

が
起
こ
れ
ば
そ
こ
一 

に「

ダ
ン
マ」

が
露
わ
に
な
る
、
玉
城
先
生
が
い
う
お
っ
し
ゃ
り
方
と
、 

一
番
最
後
に
秋
月
先
生
は
、

「

無
我
、
空
の
時
に
の
み
ダ
ン
マ
が
露
わ 

に
な
る」

そ
う
い
う
ふ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
具
象
的
に
出
し
て
い
ら
っ 

し
ゃ
い
ま
し
て
、
私
は
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
も
理
解
が
で
き
な
い
わ
け 

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
何
か
秋
月
先
生
が
こ
こ
で
特
別
に
ご
自
分
の 

お
考
え
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
や
る
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
こ
が 

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
の
で

…
…

。
以
上
四
つ
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き 

ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会
者
た
だ
い
ま
川
村
さ
ん
か
ら
四
つ
の
点
で
ご

1

が
あ
り
ま
し



た
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
私
は
も
う
繰
り
返
し
ま
せ
ん
の
で
、
秋 

月
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ
ま
た
ご
返
事
い
た
だ
い
て
、
足
り
な
い
と
こ
ろ 

が
あ
れ
ば
ま
た
川
村
さ
ん
か
ら
質
問
し
て
い
た
だ
く
と
、
い
う
こ
と
に 

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ

ろ

し

く

お
願
い
し
ま
す
。

秋
月

第
一
の
ご
質
問
で
す
が
。
い
ま
ま
で
の
哲
学
は
ギ
リ
シ
ア
以
来 

ニ
千
年
の
歴
史
、
た
い
へ
ん
な
厚
み
を
も
つ
わ
け
で
す
が
、
何
か
も
う 

ひ
と
つ「

新
し
い
哲
学

」
み
た
い
な
も
の
が
西
田
先
生
の
中
で
動
い
て 

る

ん

じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
、
私
も
ま

さ

し

く

そ
の
と
お 

り
だ
と
思
い
ま
す
。
大
拙
先
生
が

「
無
分
別
の
分
別

」

と
言
わ
れ
ま
し 

た
こ
と
、
道
元
禅
師
の

「

非
思
量
底
の
思
量

」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
、 

西
田
先
生
の
哲
学
の
中
に
そ
う
い
う
意
味
で
の

「

新
し
い
〃
哲

C

テ

」 

が
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
は

ま

さ

し

く

そ
の 

と

お

り

だ
と
思
い
ま
す
。

こ

こ

で

も

う

ひ
と
つ
、
私
は
今
日
の
日
本
の
仏
教
学
に
対
し
て
不
満 

で
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ

で
興

こ
っ
た
近
代
の
哲
学
も
そ
う 

で
す
が
、
仏
教
学
は
特
に
そ
う
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
近
代
仏
教
学
と
呼 

ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
語
学

.

文
献
学.

歴
史
学
と
い
う
よ
う
な
も
の 

を
き
ち
つと
や

る

。

い
わ
ゆ
る

「

ヴ
ィ
ッ
セ

ン

シ
ャ
フ

ト

」

な
い
し 

「

サ
ィ
ヱ
ン
ス

」

な
ん
で
ね
。
だ
か
ら

「

仏
教
学
は
サ
ィ
エ
ン
ス
だ

」 

と

い

う

こ
と
を
はつ
き
り
唱
え
ら
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
宇
井 

伯
寿
先
生
の
言
で
す
が
。

「

秋
月
さ
ん
、
私
は
曹
洞
宗
の
信
仰
を
持
っ 

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
仏

M

子
に
は
持
ち
込
ま
な
い

」

と
、
私
に
お
っ 

し
や
っ
た
。
こ
れ
-{-

対
し
て
、
若
か
つ
た
私
は

r

で
は
宇
井
先
生
、
先

生
は
信
仰
と
学
問
と
分
か
れ
た

ま

ま

で

満
足
する
分
裂
病
者
で
す
か

」

と
反
論
し
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
ョ

I

ロ
ッ
パ
流
の

「

ヴ
ィ
ッ 

セ
ン
シ

ャ

フ

ト

」
(

学

問

)

は
徳
川
時
代
ま
で
の

「

宗
学」

に
な
か
っ 

た
も
の
を
教
え
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
宇
井
先
生
流
に
ち
ゃ
ん
と
学
ぶ 

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
学
は
本
来
、

r

戒
•

定
.

慧
の 

三
学」

の「

学」

な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
単

に

「

サ
イ
エ
ン
ス

」

や

「

ヴ
ィ
ッセ
ン

シ

ャ

フ

ト

」

で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
真
の
仏
教
学
は
、 

サ

イ

エ

ン

ス

を

超

え

、

ヴ
ィ
ッセ
ン

シ

ャ

フ

ト

を

超

え

た

も
の
で
あ
っ 

て
、
戒
定
慧
の
三
学
の
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
は
そ
う
い
う
考 

え

方
を
し

て

お
り
ま
す
。
そ
れ
が
い
ま
の

n

村さんのい子

」 

と
い
う
こ
と
と
響
き
合
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

「

非
思
量
の 

思
量」

と
か
、「

無
分
別
の
分
別

」

と
か
い
う

a
s

なで
もっ
 

て
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
玉
城
康
四
郎
さ
ん
の
-
^
う
全
人
格
的 

思
惟
で
す
。
だ
か
ら
、
私

は

「

禅
定
の
な
い
仏
教
学
は
あ
り
得
な
い

」

と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。

二
番
目
の「

不
可
逆
論
争

」

は
こ
れ
、
も
う
長
い
こ
と
仲
間
で
論
じ 

て
い
て
き
り
が
な
い
よ
う
で
す
が
、
私
が
言
い
た
い
の
は
滝
沢
先
生
の 

言
葉
を
た
だ
分
別
論
理
だ
け
で
、
形
式
論
理
的
な
整
合
性
だ
け
で
受
け 

止
め
た
ら
、
ま
あ
本
多
さ
ん
が
言
う

「

可
逆
即
不
可
逆

」

、「

不
可
逆
即 

可
逆」

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
淹
沢
先
生
の
文 

早
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら 

こ
れ
を
、
川
村
さ
ん
の
よ
う
に

r

不

I 

•

丕
一」

と
い
う
よ
う
な
言
葉 

で
言
え
ば
、
形
式
論
理
的
に
勘
定
は
合
う
ん
で
す
が
、
私
は
こ
の
ば
あ
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い
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
は
言
い
た
く
な
い
の
で
す
。
西
田
哲
学
の
入
門 

書

を

書

き

ま

し

て

も
ね
、
高

坂

(

正
顕)

さ
ん
は
カ
ン
ト
風
に
や
り
ま 

す
ね
。ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス

風
に
。
古
问
山

(

岩
男)

さ
ん
は
へ

~

ゲ
ル
風 

と

い

う

か
、
プ

ラ

ト

ン

風
に
ね
。
ま
あ
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
た
と
え
で 

す
が
。し
か

し

高
山
さ
ん
の
西
田
哲
学
は
私
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
高 

山
さ
ん
は
最
後
は
右
翼
の
思
想
家
に
な
っ
た
で
し
ょ
。
高
坂
さ
ん
は
自 

民
党
よ
り
の
御
用
_

に
な
っ
た
で
し
ょ
。
あ
れ
二
人
と
も
西
田
哲
学 

が
ほ
ん
と
に
分
か
っ
て
い
な
い
証
拠
で
す
ね
。
私
は
、
正
直
、
ま
だ
左 

翼
の
気
持
ち
の
ほ
う
が
よ
く
分
か
る
。
出
隆
先
生
も
、
柳
田
謙
十
郎
先 

生
も
、
ね
っ
か
ら
の
ヒ
ユ

~

マ
ニ
ス
ト
で
す
か
ら
ね
。
貧
乏
人
の
味
方 

で
す
よ
。
右
翼
よ
り
左
翼
の
人
の
心
情
の
ほ
う
に
、
私
は
心
情
と
し
て 

は
組
み
し
たい
と

思
い
ま
す
。

さ
て
、「

不
可
分•
不
可
同.

不
可
逆」

で
す
が
、
私
は

r

不 

不
可
同」

は
い
い
が「

不
可
逆」

は
問
題
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て 

は
な
ら
な
い
、
淹
沢
先
生
の
発
言
は
、

「

不
可
分•
不
可
同•
不
可
逆」 

と
一
息
に
読
む
べ
き
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
私
は
早
く
か
ら
そ
う
主 

張
し
て
い
ま
す
。
川
村
さ
ん
の
立
場
も
、
私
に
は
阿
部
さ
ん
•
本
多
さ 

ん
•

八
木
さ
ん
と
、
結
局
は
同
じ
考
え
方
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
、
ひ 

と
つ
は
哲
学
の
文
体
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

も
う1

つ
の
私
が

「

不
可
逆」

を
機
能
的
に
認
め
た
と
い
う
こ
と
。 

こ
れ
は
私
が
使
っ
た
こ
の
言
葉
は
、
八
木
さ
ん
が
、

「

秋
月
さ
ん
は
機 

能
旳
に
認
め
た

」

と
言
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
仏
教
者
だ
か
ら
、

い
か
な
る
実
体
も
認
め
な
い
。
こ

れ

「

空」

の
立
場
と
し
て
当
然
で
す 

で
す
か
ら
、
私

は

「

神」

も「

仏」

も
実
体
と
し
て
は
考
え
ま
せ
ん
。

三
番
目
の「

種
の
論
理

」

の
話
で
す
が
、
い
つ
だ
っ
た
か
私
が

「

第 

一
一
の
差
別
智

」

と

い

う

こ

と

を

言
っ
て
、そ
れ

を

上
田
さ
ん
が
特
に
取 

り
上
げ
て
く
れ
た
。

「

そ
れ
は
面
白
い

」

と
い
っ
て
コ
メ
ン
卜

し

て

く 

れ
た
の
は
、
去
年
の
ブ
ラ
フ
卜
さ
ん
の
話
の
時
か
何
か
の
時
で
す
。 

「

第
一
一
の
差
別
智

」

と
い
う
の
は
、
仏
教
で
は

「

平
等
智」

と

「

差
別 

智」

と
い
うこ
と

を

い
う
の
で
す
が
、
私
は
そ

の

差
別
智
が
、こ
れ

ま
 

で
の
差
別
智
だ
け
で
な
し
に
、
も
う
一
つ
社
会
科
学
を
媒
介
に
し
た 

「

第
二
の
差
別
智

」

が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
は
今
ま
で
の
仏 

教
に
な
か
っ
た
も
の
で
今
日
の
仏
教
の
問
題
で
す
が
、

そ

こ

に

田
辺
哲 

学

の「

種
の
論
理

」

が
か
か
わ
る
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
私
は
田
辺
哲
学
を
東
洋
思
想
の
哲
学
と
し
て
は
あ
ま
り
評 

価
し
ま
せ
ん
。
田

辺

(

元)

さ
ん
自
身
が

「

私
に
と
っ
て
は
絶
対
無
は 

思
索
上
の
要
請
と
し
て
の
概
念
に
す
ぎ
な
い

」

と
言
っ
て
い
ら
れ
る
。 

「

絶
対
無」

を
み
ず
か
ら
の
ィ
ン
サ

ィ

ト

と

し
て
、
そ
こ
か
ら
哲
学
し 

た
西
田
先
生
の
哲
学
と
は
根
源
を
異
に
す
る
、
根
っ
か
ら
の
西
洋
流
の 

哲
学
で
す
。
た
だ
し
、
田
辺
哲
学
の
現
代
の
哲
学
と
し
て
の
真
っ
正
直 

な
問
題
意
識
は
す
ご
い
と
思
う
。
道
元

•

親
鷲
か
ら
キ
リ
ス
ト

•

そ
し 

て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
ま
で
、
今
日
の
問
題
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
た
思
索
は 

尊
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
天
成
あ
ま
り
頭
の
よ
く
な
い
私 

と
し
て
は
哲
学
の
大
先
輩
と
し
て
思
索
の
砥
ぎ
石
と
し
て
田
辺
哲
学
に

鲁
東
西
宗
教
交
流
学
会
報
告
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学
ん
で
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は

「

絶
対
無」

の
哲
学
と
し
て
は 

は
っ
き
り
言
っ
て
つ
ま
ら
な
い
。
西
田
哲
学
へ
の
批
判
も
的
は
ず
れ
で 

す
。
私
は
一
哲
学
科
の
出
身
で
な
い
か
ら
、
正
直
に
思
っ
た
ま
ま
を 

言
え
ま
す
。

こ
れ
は
次
の
四
番
目
の
問
題
に

「

ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
る

」

と
い
う 

こ
と
に
も
か
か
わ
り
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う 

か
、「

共
同
体
性

」

と

か「
歴
史
性」

と
か
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
世
に
お
け
る
神
の
国
の
実
現
で
す
ね
。
久
松
先
生
が

「

歴
史
を
超 

え
て
歴
史
を
創
造
す
る

」

と
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
超
え
た
と
こ 

ろ
か
ら
創
造
す
る
と
い
う

「

歴
史
性」

、
そ
こ
に
川
村
さ
ん
が
切
り
込 

み
を
か
け
ら
れ
た
の
は
、
私
は
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た 

だ
し
、
こ
れ
も
私
は
究
極
は

「

実
存」

の
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。 

「

業
異
熟
体

」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、

「

単
；

a
w
tK

#'」
の
こ
と
で
し
ょ
。 

し

か

し

私
は
も
う
一
つ
、
r
.

t
w'

実
存」

と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思 

う
の
で
す
。
こ
れ
が
私
の

「

第
二
の
差
別
智

」

論
の
問
題
で
す
。

た
だ
し
私
がき
ょ

う

申
し
あ
げ
ま
し
た
の
は
、
西
田
哲
学
の
理
解
に 

は「

場
所
的
論
理

」

の
メ
ド
と
し
て

「

逆
対
応」

と
い
う
こ
と
が
大
事 

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
、
お
話
し
た
わ
け 

な
ん
で
す
。

結
局
は
、

「

単
独
者
実
存

」

の
問
題
で
す
。
そ

こ
か
ら

「

歴
史
的
実 

存」

の
問
題
も
出
て
来
る
の
で
す
。
私
は
そ
れ
で

「

逆
対
応
の
論
理

」 

と
い
う
こ
と
が
、
西
田
哲
学
理
解
の
メ
ド
だ
と
い
う
の
で
す
。

玉
成
さ
ん
は
、
東
大
仏
教
学
で
は
珍
ら
し
い
禅
定
主
義
者
で
、
た
し

か
初
め
鎌
倉
円
覚
寺
で
、

つ
い
で
三
法
教
団
の
安
谷
白
雲
さ
ん
に
つ
い 

て
参
禅
し
た
人
で
す
か
が
、

i

に
言
っ
て
、
伝
統
臨
済
宗
の
禅
に
は 

入
れ
な
か
っ
た
禅
者
で
す
。
そ
れ
で
禅
に
つ
い
て
は
私
と
は
か
な
り
見 

方
が
違
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
こ
こ
で

.
は
置
い
て
、
同
じ
臨
済
禅
の
禅
匠
で
も
禅
者
に 

よ
っ
て
家
風
は
い
ろ
い
ろ
で
す
。
た
と
え
ば
京
都
に
相
国
寺
と
い
う
本 

山
僧
堂
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
橋
本
独
山
が
い
た
。
天
龍
寺
の
橋
本
峨 

山
の
弟
子(

嗣
法
は
天
龍
寺
の
高
木
龍
刹
下

。)

で
す
。
独
山
の
弟
子
に
山 

崎
大
耕
が
出
た
。
そ
の
弟
子
が
西
田
の
最
も
早
い
こ
ろ
の
弟
子
で
、
三 

羽
烏
の
一
人
森
本
省
今
^——

他
の
一
一
人
は
、
久

松

真

一

(

抱
石
居
士

)

と
山
内
得
立
で
す

——

。

森
本
老
師
は
大
耕
の
室
内
で
大
事
了
畢
し
た
と
き
、
師
の
大
耕
か
ら
、 

「

あ
ん
た
は
師
匠
の
独
山
さ
ま
の
室
に
帰
っ
て
、
印
可
は
独
山
さ
ま
か 

ら
い
た
だ
け

」

と
言
わ
れ
て
、
独
山
の
室
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、
独 

山
の
印
可
を
得
な
い
ま
ま
そ
の
遷
化
に
あ
っ
た
。
戦
$

に
母
君
の
た 

め
に
戦
禍
を
さ
け
て
伊
深
の
正
眼
寺
に
疎
開
し
て
、
年
下
の
梶
浦
逸
外 

の
も
と
で
、
天
龍
峨
山
の
土
性
骨
を
鍊
え
た
棠
林
下
の
禅
風
を
学
ぼ

う 

と
し
た
。
そ
の
ま
ま
印
証
な
し
で
長
岡
禅
塾
の
塾
長
と
な
っ
た
。
筆
者 

が「
老
師
は
嗣
法
の
香
を
ど
な
た
に
焼
か
れ
ま
す
か

」

と
問
う
た
の
で
、 

そ
の
手
紙
を
持
っ
て
旧
師
の
大
耕
老
師
を
訪
ね
た
。

「

あ
な
た
は
ん
の 

手
紙
を
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、
ど
っ
ち
で
嗣
法
す
る
か
衲
の
ほ
う
で
聞 

こ
う
と
思
う
て
い
た

」

と
言
っ
て
、
そ
の
場
で
、
孝
慈
室
、
と
い
う
室 

号
を
く
だ
さ
っ
た
。

——

い
つ
か
老
師
は
そ
ん
な
こ
と
を
私
に
話
さ
れ
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た
。そ

の
大
耕
の
弟
子
が
大
津
櫪
堂
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
が
元
大
徳
の
方 

谷
洪
明
老
師
と
現
相
国
の
梶
谷
宗
忍
老
師
で
あ
る
。
大
津
老
師
は
だ
か 

ら
森
本
老
師
の
兄
弟
子
で
あ
る
。
ご
つ
い
老
師
だ
っ
た
。
私

は

「

老
師 

は
ご
つ
い
が
、
お
弟
子
は
お
二
方
と
も
お
稚
児
さ
ん
の
よ
う
に
お
と
な 

し
く
て
上
品
で
学
僧
肌
だ

」

な
ど
と
評
し
て
、
老
師
を
苦
笑
さ
せ
た
り 

し
た
。

こ
ん
なこ
と

を

話
し
出
し
た
の
は
、
そ
の
ご
つ
い
櫪
堂
老
師
の
次
の 

よ
う
な
言
葉
を
紹
介
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
老
師
は
初
相
見
の
私 

に
、「

先
生
も
、
い
つ
ま
で
も
居
士
で
は
気
の
毒
だ
。
幸
い
、
ご
存
じ 

の
金
閣
寺
が
寺
を

1

つ
復
興
しよ
う

と

し

て

い
る
か
ら
、
そ
こ
に
入
っ 

て
相
国
寺
派
で
仕
事
を
し
て
く
だ
さ
ら
ん
か

」
と
言
い
出
さ
れ
た
。
私 

は「

私
の
将
来
は
師
匠
の
苧
坂
光
龍
先
生
か
ら
森
本
省
念
老
師
へ
託
さ 

れ
て
い
ま
す
の
で

」

と
申
し
あ
げ
る
と
、
大
津
老
師
は
、

「

ゥ
ン
、
森 

本
さ
ん
は
偉
い
人
だ
が
、
自
力
の
禅
僧
の
く
せ
に
他
力
の
念
仏
を
説
い 

た
り
す
る
か
ら
な

」

と
言
わ
れ
た
。

大
津
老
師
の
禅
は
そ

う

い

う

禅
で
し
た
。
禅
は
自
力
で
念
仏
門
の
よ 

う
な
他
力
で
は
な
い
。
そ

う

い

う

禅
一
点
ば
り
の
家
風
な
ん
で
す
ね
。 

森
本
老
師
は
少
し
違
う
、
人
々
に
よ
っ
て
ほ
禅
で
な
く
て
真

(

浄
土
真 

宗)

■
を
勧
め
ら
れ
る
。

「

蜂
谷
さ
ん
の
所
へ
行
っ
て
、
念
仏
を
唱
え
な 

さ
れ」

と
、
あ

る

人

々

へ
は
シ
ンソ
コ

か

ら親
®!

教
へ
の
入
信
を
勧
め

こ
の
こ
と
は
久
松
先
生
の
禅
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
ね
。
抱
石
禅
で 

は
、
禅

こ

そ
,
'
外
主
体
道
の
真
実
仏
教
で
、
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
を
頭
に 

い
た
だ
く&

主
体
道
の
方̂'

仏
教
で
、
ぃ
わ
ば
一
段
低
ぃ
仏
教
だ
、 

と
。
そ
こ
を
柴
山
全
慶
老
師
は
、

「

久
松
の
一
枚
悟
り
で
は
、
京
大
の 

秀
才
連
は
救
え
て
も
、
祇
園
の
姉
さ
ん
た
ち
は
救
え
な
い

」

と
批
判
さ 

れ
る
。
こ
れ
、
け
っ
し
て
、
悪
口
で
は
な
い
で
す
よ
。
両
者
互
い
に
呼 

応

し

合
っ
て
、
私
た
ち
後
進
へ
の
大
悲
の
説
法
だ
、
と
私
は
思
い
ま
す

( 

と
ま
れ
、
私
は
同
じ
釈
尊
の
仏
法
か
ら
、

こ

う

し

た「

禅」

と

「

亩L
I  

と

い

う

一

一
つ
の
異
な
っ
た

仏
法
が
出
た
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と
心
か
ら 

感
謝
す
る
も
の
で
す
。
禅
は
確
か
に
釈
尊
の
初
期
仏
教
に
直
結
す
る
も 

の
で
す
が
、
禅
者
は
と
も
す
る
と

「

無
我
の
仏
法

」

を「

犬
®

に
陥 

ら
せ
てし
ま

う

。

だ
か
ら「

逆
対
応」

に
な
じ

ま

な

い

。

し
か
し
、
禅 

も

ま

ぎ
れ
も
な
く

「

逆
対
応」

な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
そ
う
い
っ 

た
意
味
で
、
き
ょ
う
は
徹
頭
徹
尾
、
西
田
哲
学
は
、
禅
は
、

「

逆
対
応 

の
論
理」

が
メ
ド
な
ん
だ
、
と

い

う

こ
と
を
言
っ
た
わ
け
で
す
。 

司

会

者
ど

う

も

あ

り

が

と

う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
の
秋
月
先 

生
の
ご
解
答
、
何
か
川
村
さ
ん
。

川

村
あ

と

で

時

間

が

あ

り

ま

し

た

ら

。

司

会

者

も

う

あ

と

十

分

し

か

あ

り

ま

せ

ん

が

、

皆

さ

ん

の

ほ

う

で

ご
 

質

問

な

い

し

ご

批

判

等

ご

ざ

い

ま

し

た

ら

、

ご

発

言

い

た

だ

き

た

い

と
 

思

い

ま

す

。

ど

な

た

か

。

ら
れ
る
。

ハ
イ
ジ
ツ
ク

私
は
秋
月
先
生
の
ご
発
表
に
対
し
て
よ
く
分
か
り
ま
せ

零
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ん
が
、「

不
可
逆」

と「

逆
対
応」

は
先
生
か
ら
言
い
ま
す
と
、
西
田 

の「
絶
対
矛
盾
自
己
同

I
」

の
、
そ
の
自
己
同
_

の
矛
盾
の
絶
対
性
、 

つ

ま

り

相
対
的
な
矛
盾
で
は
な
く
て
絶
対
的
な
矛
盾
で
あ
る
。
不
可
逆 

で
あ
る
。
逆
対
応
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
し
よ
う
か
。
そ
う
い
た
し 

ま
す
と
、
西
田
に
は
そ
の
矛
盾
の
絶
対
性
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
立
場 

か
ら
言
い
得
る
の
か
。
ど
う
や
っ
て
知
っ
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
神
と 

人
間
が
絶
対
的
矛
盾
で
あ
る
と
す
る
と
、
神
の
立
場
で
は
な
く
、
人
間 

の
立
場
で
も
な
く
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
だ
け
言
う
の
で
は
な
い
で
し
よ 

う
か
。

相
対
的
な
矛
盾
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
す
る 

と
実
際
に
は
相
対
化
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
上
下
と
言
え
ば
、 

そ
れ
が
絶
対
的
な
矛
盾
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
し
地
球
が
丸
い
と
分 

か
れ
ば
、
絶
対
的
で
は
な
く
相
対
的
で
あ
る
と
。
あ
る
い
は
直
線
と
円 

形
と
い
う
の
は
絶
対
的
矛
盾
で
あ
る
け
れ
ど
、
や
は
り
絶
対
的
で
は
な 

い
。
そ
れ
は
相
対
的
矛
盾
で
あ
る
と
。
で
す
か
ら
そ
の
矛
盾
の
絶
対
を 

決
め
る
立
場
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い 

で

し

よ

う

か
。
そ
し
て
神
と
人
間
は
逆
対
芯
、
あ
る
い
は
可
逆
的
な
関 

係
が
あ
れ
ば
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
立
場
か
ら
そ
れ
を
知
る 

の
で
しよ
う

か

。

そ
れ
は
人
間
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
。

秋
月
西
田
先
生
の
言
葉
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、
あ
な
た
が
言
う
よ 

う
な
第
三
者
の
立
場
な
ん
て
い
う
よ
う
な
考
え
方
を

「

対
象
論
理

」

と 

言
っ
て
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

「

西
田
哲
学

」

は「

対
象
論
理
で
な
い

」

、 

だ
か
ら「

場
所
の
論
理

」

と
い
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
禅
の
立
場
か ら

言
え
ば
、
あ
な
た
の
い
う
よ
う
な

「

神」

の
立
場
も「

人」

の
立
場 

も

な

い

ん

で

す

。

ま

し

て

、

第
三
者
の
立
場
な
ん
て

問
題
にな
ら

な

い

。 

た

だ

「

い

ま.
こ

こ.
自
己」

が
問
題
な
んで
す

。

い

ま

•

こ
こ
の
、

こ
の
私
の
実
存
の
あ
り
方
が

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一」

な

ん

で

す

。 

そ

れ

を

キ

リ

ス

ト

教

的
に
言
うと
、「

神」

も

な

い

「

人

」

も

な

い

。

滝
沢
先
生
は
そ
こ
を

「

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル」

の
原
事
実
と
い
う
の
で
す
。

「

神
と
人
と
が
絶
対
的
に
矛
盾
す
る

」

と

い

う

な

ら

、「

イ
ン
マヌ 

エ
ル」

の
原
事
実
そ
の
も
の
が

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

」

だ
と
言
っ 

て
る
の
で
す
。
何
か
こ
う

'「

神」

と「

人」

と
い
う一

一
つ
の
も
の
を 

考
え
て
置
い
て
、
そ
の
対
象

A

と
対
象B

と

が「

絶
対
に
矛
盾
す
る
ん 

だ
け
ど
、
自
己
同
一
だ

」

な
ん
て
い
う
よ
う
な
こ

と

を

言

っ

て

い

る

の

I 

で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
私
は
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に

「

一

息

に30 

〈

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
〉
」

と
読
む
べ
き
だ
と
言
う
の
で
す
。

一
 

ハ
イ
ジ
ッ
ク
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
絶
対
は
相
対
の
否
定
で
は
な
い 

ん
で
す
か
。
そ
の
対
象
で
な
い
存
在
的
な
対
象
と
い
う
の
は

…
…

。

秋

月

だ

か

ら

、
そ
う
い
う
場
ム
ロ
の
絶
対
と
か
相
対
と
か
い
う
問
題
が 

問
題
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
問
題
を
考
え
て
い
る
。
ま

ず

「

イ
ン
マ
ヌ 

エ
ル」

と
い
う
実
存
の
原
事
実
が
あ
る
。
ま
ず
そ
こ
を
押
さ
え
て
、
そ 

こ
か
ら
絶
対
も
相
対
も
考
え
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
の
哲
学
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
ん
な
の
は
哲
学 

じ
ゃ
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
で
結
構
で
す
。
私

は

「

西
田
哲
学

」

を 

や
る
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
今
日
の
日
本
の
仏
教
学
の
よ
う
な
西 

洋
流
の
ヴ
ィ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
は
組
し
な
い
。
私
は
仏
教
学
は

「

戒
定



慧
の
三
学
の
学

」

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

大
峯
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
実
存
の
問
題
で
す
か
ら
。

谷
内
実
存
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
存
の
問
題
を
哲
学
的
論 

証
の
場
面
で
言
う
時
に
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
相
対
と
か
絶
対
と
い
う
概 

念
が
使
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
厳
密
に
、
考 

え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

…
…

あ
り
ま
せ
ん
か
。

秋
月

そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
初
め
に
川
村
さ
ん
が
言
わ 

れ
た
よ
う
に
、

「

*?
'

し
い
哲
学

」
と
い
っ
て
も

「

質
子」

で
す
か
ら
。

武

い

ま

の

相

対

、
絶
対
の
話
、
や
は
り
宗
教
で
は
問
題
に
な
る
と
思 

う
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
罪
の
値
は
死
で 

あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
や
っ
ぱ
り
、
パ
ゥ
ロ
に
よ
っ
て
は
徹
底
的
に 

展
開
さ
れ
て
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
秋
月
先
生
の
場
合
は
、
大
拙
先
生 

の「

般
若
の
即
非

」

と
い
う
の
が
西
田
の

「

逆
対
応」

と
い
う
の
を
媒 

介
と
し
て
、
パ
ゥ
ロ
の

「

聖
霊」

の
問
題
と
つ
な
が
っ
て
く
る
の
じ
ゃ 

な
い
か
と
い
う
点
で
、
大
変
私
は
教
え
ら
れ
た
ん
で
す
が
。
し
か
し
そ 

こ
で
そ
の「

聖
霊」

と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
で
す
ね
、 

そ
れ
を「

逆
対
応」

と
い
う
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
ま
さ
に

「

場
所」
な
ん 

で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
も
の
が
ど
う
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が 

私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
も
と
も
と

「

聖
霊」

と
い
う
の
は 

「

神
の
息」

と
い
う
、
聖
書
的
に
言
い
ま
す
と

「

生
命
の
力

」

と
い
う 

も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
や 

は
り
、
そ
れ
が

「

逆
対
応」

そ
れ
自
身
が
も
う
す
ベ
て
の
も
の
を
含
ん で

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
か
、

.

何
と
言
う
か
、
そ
れ
と
聖
霊
に
つ

い
て
の
そ
の
へ
ん
が
私
も
う
ひ
と
つ
分
り
に
く
い
。
私
は
神
学
の
立
場 

で
す
の
で
、
そ
の
点
で
私
は
大
き
な
課
題
を
頂
い
た
と
思
っ
て
い
る
ん 

で
す
。
感
想
的
な
こ
と
だ
け
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
け
ど
、
教
え
て
い 

た
だ
き
た
い
の
で
す
け
ど
。

秋
月

大
拙
先
生
は

「

復
活
が
な
い
と
宗
教
の
こ
と
は
む
な
し
い

」

と
、 

言
わ
れ
ま
し
た
。
禅
的
に
言
い
ま
す
と
、

「

死
ん
で
生
き
る
が
禅
の
道

」 

で
、
死
を
媒
介
に
し
て
生
き
る
の
で
す
ね
。
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
い
う
と
、 

「

キ

リ

ス

ト

と
と
も
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
、

キ

リ

ス

ト

と
と
も
に 

復
活
す
る

」
「

も
う
私
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。

キ

リ

ス

ト

が

私 

の
内
に
生
き
る

」

で
す
。
で
す
か
ら
そ
の

「

内
な
るキ
リ

ス

ト

」

で
す 

ね
。「

聖
霊」

と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
パ
ウ
ロ
の
い 

う「

内
な
るキ
リ

ス

ト

」

と
い
う
の
が
、

「

無
位
の
真
人

」

で
し
ょ
う
。 

「

内
な
るキ
リ

ス

ト

」

こ
そ
が
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
の
真
の
主
体
で
し
ょ 

う
。「首

！；

実
の
自
己

」

と
い
う
こ
と
で
す
。

「

本
来
の
自
己

」

が

露
わ
に 

な
る
の
に
は
、
ど
う
し
て
も

「

死
•

復
活」

と
い
う
、
西
田
哲
学
で
い 

う「

逆
対
応
の
論
理

」

と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ 

と

今1

つ「

福
音
書」

に
出
て
く
る

「

ア
ウ
ト
マ
テ
！

」

と
い
う
、
あ 

の「

自
然」

と
い
う
言
葉
で
す
。
今
、
私

は

「

本
来
の」

自
己
と
言
っ 

た
。
そ
れ
の

「

素

の」

が「

自
然」

な
ん
で
す
。
そ
れ
が
露
わ
に
な 

る
た
め
に
は
徹
底
的
な
自
我
否
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、 

ま
た
も
や「
逆
対
応」

と
い
う
こ
と
で
す
。

>

東
西
宗
教
交
流
学
会
報
告

 

<

 

1

九
九
一
一
年

〉
(

そ

の
2

)



司
会
者
最
後
に
上
田
先
生
。

上

田

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て

く

る

理
由
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。 

結
局
、
宗
教
の
事
柄
と
し
て
語
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
け
れ 

ど

も

、

も
う
一
度
西
田
哲
学
を
素
朴
な
形
で
即
し
て
み
て
ね
、
基
本
的 

に
は
秋
月
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
そ
の
通
り
で
す
ね
。
大
部
分
私
も 

そ
う
い
う
ふ
う
に
は
思
い
ま
す
し
、
事
実
、
同
じ
よ
う
に
書
い
た
り
し 

た

こ

と

も

あ

る

わ
け
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
も

あ

る

一
種
の
、
ど
う
言
う 

か
、
片
寄
り
が
あ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
西
田
哲
学
の
定
義
と
し 

て
も
で
す
ね
。
こ
れ
は
は

っ
き

り

お

そ

ら

く

自
覚
し
て
言
わ
れ
た
の
だ 

と
思
う
ん
で
す
が
。

ま

ず「

場
所」

と
い
う
こ
と
。

「

場
所」
と
い
う
こ
と
は

「

場
所
的 

論
理」

と
い
う
こ
と
。

「

場
所
的
論
理

」

と
い
う
こ
と
は

「

逆
対
応」 

と
い
う
、
そ
う
い
う
非
常
に
は

っ

き

り

し
た
片
寄
り
と
い
う
か
、
傾
き 

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
に
西
田
が

「

場
所
的
論
理

」
と
い
う
こ
と 

を
強
調
し
て
、
そ
れ
か
ら

「

場
所
的
考
え
方

」

が「

論
理」
と

結
び
つ 

き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の

「

論
理」

が「

逆
対
応」

と
い
う
非
常
に
独
特 

な
述
語
を
打
ち
出
す
。
こ
れ
は

i

で
す
。
殊
に
宗
教
論
と
し
て
の
そ 

れ
が
目
立
つ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
の
い 

ろ
ん
な
方
た
ち
の
問
題
が
出
て
く
る
所
以
も
、
そ
う
い
う
示
し
方
に
対 

し
て
や
っ
ぱ
り
疑
問
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
私
と
し
て
も
理 

解
が
つ
く
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。

ひ
と
つ
は
、

「

場
所」

と
い
う
考
え
方
が
西
田
の
根
本
の
考
え
方
で 

あ

る

と

そ

う

い

う

ふ

う

に

言

う

こ

と

は

で
き
ま
す
。し
か

し

秋

月

さ

ん

が
心
配
さ
れ
た
よ
う
な
仕
方
で
例
え
ば
、
私
、
直
接
よ
ん
で
な
い
の
で 

知
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
淹
沢
さ
ん
が

「

純
粋
経
験

」

説
は
ま
だ
真
に 

西
田
哲
学
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
す
れ 

ば
、
そ
れ
は
西
田
哲
学
の
理
解
と
し
て
、
方
法
的
に
そ
れ
が
適
応
す
る 

か
ど
う
か
疑
問
を
持
ち
ま
す
。
で
、

「

場
所」

と
い
う
こ
と
で
言
わ
れ 

る
こ
と
の
非
常
に
大
き
な
特
色
に
な
る
も
の
は
、
こ
れ
は
今
朝
の
私
の 

話
し
た
こ
と
が
そ
れ
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り

r
m

a
a

験」 

と
い
う
出
発
点
が
非
常
に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で 

す
。
し

か

し

そ
れ
は
西
田
の
哲
学
を

「

純
粋
経
験

」

で
理
解
す
る
と
い 

う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「

純
粋
経
験

」

が「

自
覚」

•
「

場
所」 

と
い
う
ふ
う
に
回
転
し
て
い
く
そ
れ
だ
け
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ 

れ
が
独
特
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
す
ね
。

だ
か
ら「

場
所」

を
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
賛
成
だ
け
れ
ど
も
、 

そ

の
強
調
さ
れ
る
所
以
の
も
の
は
ど

こ

か

ら

出
て
く
る
か
と
い
う

こ

と 

は
や
は
り
、

「

純
粋
経
験

」

を
完
全
に
切
り
離
し
た
形
で
は
西
田
哲
学 

の
理
解
と
し
て
は
片
寄
っ
て
い
る
。
や
は
り
包
括
的
に

「

純
粋
経
験

」 

と

い

う

と

こ

か

ら

始
ま
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
今
の
哲
学
の
問
題
と
か
か 

わ

っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る

と

思
い
ま
す
ね
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
や
は
り

「

場
所」

と
い
う
こ
と
で
、
す

ぐ

「

場
所 

的
論
理」

と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
し
か
も

「

場
所
的
論
理

」

を「

逆
対 

応」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
見
て
い
っ
た
場
合
に
で
す
ね
、
こ
れ
は
宗
教 

に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
ふ
う
に
強
調
さ 

れ
た
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
、

r

場
所」

と
い
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う
考
え
方
が
ど
う
し
て
出
て
き
た
の
か
と
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
少 

し
出
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
場
所
の
埸
所
性
と
い
う
か
、
最
初
の
出 

て
き
方
で
非
常
に
哲
学
的
に
意
味
の
あ
る
表
現
と
し
て
は

「

す
べ
て
あ 

る
も
の
は
、
何
か
に
於
い
て
あ
る

」

と
、
単
純
な
テ
I

ゼ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は「

あ
る」
と
い
う
こ
と
の
理
解
に
関
し
て
、
あ
る
決
定
的
な
こ 

と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

「

す
べ
て
あ
る
も
の
は
、
何
か
に
於 

い
て
あ
る

」

、
そ

の「

に
於
い
て
あ
る

」

そ
こ
が
つ
ま
り

「

場
所」

に 

な
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
こ
か
ら
も
ち
ろ
ん

「

論
理」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
わ
け
だ
け 

れども、そ
の
論
理
と
し
て
言
わ
れ
る
時
に
一

」 

と
い
う
こ
と
を
言
う
と
、
こ
れ
は
あ
な
た
の
的

m
u
E

一」 

と
い
う
と
こ
ま
で
い
く
。
こ

の

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

1
」

と
い
う
こ 

と
は
西
田
に
と
っ
て
は

「

_

応」

と
い
う
こ
と
を
打
ち
出
し
た
時
で 

あ
っ
て
も
、
基
本
の
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
と 

思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
秋
月
さ
ん
が
引
用
さ
れ
ま
し
た
一

1
十
年
三
月
で 

し
た
か
、
大
拙
宛
て
の
手
紙
の
中
に
、

「

私
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一 

と
い
う
立
場
で
こ
う
こ
う
だ

」

と
、
そ
う
い
，っ
ふ
う
に
は
っ
き
り
と
言
っ 

て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
場
所
と

P

的
論
理
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、 

論
理
の
基
本
型
と
い
う
の
で
す
か
ら
原
型
、
こ
れ
は
や
は
り

「

絶
対
矛 

盾
的
自
己
同
一

」

と
い
う
ふ
う
に
み
て
、
差
し
支
え
な
い
ん
だ
と
思
う
。

と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
で
も
う
ひ
と
つ
。

「

逆
対
応」

と
い
う
こ
と
だ
け
出
し
た
場
合 

に
、
私
が
そ
こ
で
足
り
な
く
な
る
と
思
う
の
は
、

「

逆
対
応」

と
い
う 

こ
と
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
今
朝

も

出
て
き

ま

し

た
 

け
れ
ど
も
、

「

平
常
底」

ね
。
そ
う
い
う
言
葉
も
非
常
に
強
く
出
し
て 

い
き
ま
す
ね
。
で

も

『

宗
教
論j

に
な
る
と
、

「

平
常
底」

と
い
う
の 

は
、
宗
教
的
立
場
を
表
わ
す
の
で
あ
っ
て
、

「

逆
対
応」

と
い
う
の
は 

宗
教
的
関
係
を
表
わ
す
と
、
そ
う
い
う
ふ

う

な

言
い
力
を
なさ
る

と

い 

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
；

さ
ん
も
ご

€

で
、
き
ょ 

う
も
強
調
さ
れ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
哲
学
と
し
て
過
不
足
な
く
出
し 

て
い
け
ば
、
や
っ
ぱ
り

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
J

の
こ
の
全
体
、
秋 

月
さ
ん
が「

一
息
に
読
む

」

と
言
わ
れ
た
そ
の
全
体
を
押
さ
え
た
^
<
ロ 

に
、「

逆
対
応」

と
い
う
述
語
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

「

费

矛

盾
 

的
自
己
同1」

と
い
う
全
体
を
、

「

_

矛
盾」

と

「

自

己
同1」

と 

い

う

と

こ
ろ
で
分
け
て
と
い

う

の

じ

や
な
く
て
、

一
息
に

「

絶
対
矛
盾 

的
自
己
同
一

」

と

い

う

と

こ

ろ

で

捉

え

た

ら

と

い

う

形

に
 

な

る

。
で
す
か
ら「

逆
対
応」

と
い
う
述
語
は
、
宗
教
論
と
し
て
非
常
に
強 

調
し
て
書
か
れ
て
、
ま
た
目
立
つ
け
れ
ど
も
、
述
語
と
し
て
出
て
き
た 

の
は
、
こ
れ
は
i

は
も
う
少
し
先
に
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

全
然
宗
教
と
違
っ
た
あ

る

数
学
の
問
題
の
と
こ
ろ
で
少
し
使
わ
れ
て
い

「

逆
対
応」

と
い
う
こ
と
を
言
つ
て

「_

矛
盾
的
自
己
同
こ
と
い 

う
立
場
が
乗
り
超
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
と
は
ち
ょ
つ
と
違
う
る
と
思
い
ま
す
ね
。
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ま
あ
そ
う
い
う
わ
け
で
、
秋
月
さ
ん
は
こ
れ
を
非
常
に
強
調
し
て
、 

あ
る
語
り
口
を
も
っ
て
提
示
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
し
て
そ
の
趣
旨
は 

確
か
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
質
子
の

i

と
し
て
出
す
と
、
ち
ょ
っ 

と
何
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
っ
て
く
る
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
で 

す
。

秋
月
今
の
上
田
さ
ん
の

「

平
常
底」

と
い
う
の
は
私
の

「

逆
対
応」 

の
強_

へ
の
補
い
と
し
て
、
上
田
さ
ん
が
特
に
ま
た

I

つ
の
強
調
点
と 

し
て
言
い
出
さ
れ
た
大
事
な
概
念
で
す
が

…
…

。

上

田

い

や

、
こ
れ
は
も
う
西
田
が
テ
キ
ス
卜
の
中
に
。

秋
月
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
た
し
か
に
西
田
先
生
自
身
の
大
事
な
述 

語
で
す
。
禅
で
は

「

平
常
心
こ
れ
道

」

と
言
い
ま
す
し

…
…

。
私
が
さ 

き
ほ
ど「

梵
我
一
如

」

と
か
、「

神
秘
主
義

」
と
は
仏
教
は
違
う
ん
だ 

と
い
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
西
田
哲
学
も
そ
れ
と
は
違
う
と
い
う
と 

こ
ろ
も
、
あ
な
た
の
い
う

「

平
常
底」

が
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
か
ら
。

で
す
か
ら
、
上
田
さ
ん
の
今
の
コ
メ
ン
ト
に
私
全
然
文
句
あ
り
ま 

せ
ん
。
き
ょ
う
も
上
田
さ
ん
が

一

所
懸
命
に「

純
粋
経
験

」
か

ら「
自

 

覚」

、
そ
し
て「

場
所」

へ
と
、
西
田
哲
学
の
発
展
史
を
綿
密
に
語
っ 

て
く
れ
た
わ
け
で
私
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
飛
ば
し
ち
ゃ
っ
て
語
っ
た
だ 

け
の
話
で
す
か
ら
。

た
だ
一
つ
だ
け
、
あ
え
て
言
う
な
ら
、
私
は
そ
の
大
事
な 

が
真
の
平
常
底
と
し
て
露
わ
に
な
る

「

場
所」

は「

逆
対
応」

と
い
う
、 

大
拙
先
生
の
い
う

「

即
非
の
論
理

」

が
働
い
て
い
る
と
い
う
、
そ
こ
の 

大
事
を
言
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
す
。
た
だ
私
は

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一」

と
い
う
同
一
律
の
そ
の
中
心
の
結
び
目
は
や
っ
ぱ
り
実
存
の
問
題 

で
あ
っ
て
、
そ
の
実
存
の
問
題
は

「

逆
対
応」

と
い
う「

死
•

復
活」 

の
大
事
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
も
す
れ
ば
、
禅
僧
は
、 

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

」

を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、

「

無
矛
盾
的
自
己
同 

1
」

に
な
る
と
こ
ろ
で

「

大
我
禅」

に
な
る
か
ら
、
私
は
あ
え
て
名
前 

を
出
し
て
言
っ
た
。
同
じ
禅
匠
で
も
森
本
省
念
だ
け
は
違
う
。
そ
の
意 

味
で
私
は
や
っ
ぱ
り
森
本
省
念
の
弟
子
だ
。

「

逆
対
応」

な
し
に
は 

「

平
常
底」

は
成
立
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

こ
れ
は
務
台
理
作
や
淹 

沢
克
己
が
言
う
よ
う
に
、
西
田
寧
の
メ
ド
で
あ
っ
て
、
質
子
的
に
言
っ 

て
も
、
け
つ
し
て
偏
り
と
は
思
わ
な
い
。

司
会
者
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
十
五
分
す
ぎ
ま
し
た 

が
、
非
常
に
す
ば
ら
し
い
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。

(
一

同
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