
講
演
m

西
谷
哲
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

花
岡(

川
村)

永
子

西
谷
哲
学
は
、

一
般
的
に
は「
空
の
哲
学」

と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の 

根
底
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は 

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
の
四
o
歳
の 

時
の
著
書
で
あ
る『

根
源
的
主
体
性
の
哲
学』
( 『

西
谷
啓
治
著
作
集』 

〔

以
下
、
著
作
集
と
略
記
；

一

第
一
卷
所
蔵)

の
中
の
；

「

ニ
ー
チ
ヱ
の
ツ
ァ 

ラ

ツ

ス

ト

ラ

と

マ

イ

ス

タ

ー

•

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト」
は
、
著
者
の
酉
谷
啓 

治
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
留
学
し
て
い
る
と
き
に
三
八
歳
に
し
て
、
 

『

波
多
野
精

一
先
生
献
呈
論
文集』

の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

こ
の
論
文
は
、
著
作
集
の
第
一
巻
の
第
一
論
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か 

ら
も
分
か
る
よ
ぅ
に
、
西
谷
哲
学
に
お
い
て
な
に
が

根
本
的
な
哲
学
的 

な
問
題
で
あ
る
か
を
提
示
を
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
根
本
的
な
問 

題
意
識
を
露
わ
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

西
谷
の
上
述
の
；5珊
文
に
お

け

る

ニ

イ

チ

ヱ

の

ツ

ァ

ラ

ツ

ス 

ト
ラ
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
、
主
客
の
対
立 

に
立
脚
し
て
本
質
を
重
視
し
た
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学 

か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
生
じ
て
く

る

ニ

ヒ

リ
ズ
ム
を

克
服
し
よ
う

と
す
る
、
い
わ
ば
生
の
根
源
性
の
権
化
と
も
言
い
う
る
よ
うな

®
-
<

で 

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の1

方
の
支
柱
で
あ
る
プ 

ラ
ト
ン
以
来
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
他
方
の 

支
柱
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
も
秘
め
ら
れ
て
い
る
。I 

そ
し
て
同
時
に
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
マ
ィ
ス
タ
ー
•
エ

ッ

ク

ハ

比 

ル

ト

は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
い
の
接
点
を
暗
示
し
て
い
る

一
 

と
同
時
に
、
や
が
て『

宗
教
と
は
何
か』

に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
 

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
に
基
づ
い
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の 

対
決
を
も
秘
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
そ
こ
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
つ 

て
は
実
現
さ
れ
得
な
か
つ
た
よ
う
な
仕
方
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
、
西
« 

に
よ
る
禅
か
ら
の
将
来
に
お
け
る
超
克
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
ツ

ァ

ラ

ツ
ス 

ト

ラ

と

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

と

の「

生
の
根
源
性」

の

突
破
さ
れ
た
と
こ
ろ 

に
開
け
る
開
け
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、『

西
谷
啓 

治
著
作
集』

の
既
に
完
成
し
た
現
在
の
読
者
に
よ
つ
て
確
認
さ
れ
る
の 

で
あ
る
。
こ
の
開
け
は
、
結
論
を
先
取
り
し
て
お
く
と
、
キ
リ
ス
ト
教 

と
仏
教
と
の
、
主
客
分
離
の
世
界
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
全
く
の
宗



教
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と 

を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
よ
う
な
根
源
的
な
開
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
こ
で
言
う「

自
己
同1

的」

と
は
、
同
じ
も
の
が
み
づ 

か

ら

と

同
一
性
で
あ

る

こ

と

を

意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
主
客
の
分
離 

の
次
元
に
お
い
て
は
全
く
他
な
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
根
源
的
な
開
け 

に
お
け
る
相
互
の
関
係
が
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
し 

た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
自
己
同1

的
で
あ
る
と
か
、
 

あ
る
い
は
仏
教
が
仏
教
に
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で 

は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
教
に 

同
じ
で
あ
り
、
仏
教
は
仏
教
に
同
じ
で
あ
る
と
同
語
反
復
す
る
に
す
ぎ 

な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
が 

自
己
同1

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
が
、
主 

客
の
分
離
の
次
元
に
お
い
て
は
全
く
他
な
る
宗
教
で
あ
る
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、
根
源
的
に
は
全
く
同
一
の
根
源
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を 

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

キ

リ

ス

ト

教

と

仏
教
と
の
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
自
己
同
一
性
は
、

西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
西
欧
の
思
弁
的
な
哲
学
に
よ
っ
て
の
み
な
ら 

ず
、
む
し
ろ
同
時
に「

空」

の
経
験
に
、
す
な
わ
ち
空
な
る
実
在
そ
の 

も
の
に
成
り
き
り
、
し
か
も
こ
の
実
在
を
自
覚
す
る
こ
と
に
基
礎
づ
け 

ら
れ
て
い
る
と
、
そ
の
著
作
集
か
ら
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意 

味
に
お
い
て
、
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
次
の
出
会
い
と
対
決
が
、
大 

き
な
哲
学
的
課
題
の
中
の一

つ
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

即
ち
、

一
九
三
一
一
年
に
鈴
木
大
拙
の
紹
介
で
円
覚
寺
の
古
川
堯
道
に
相

見
し
て
参
禅
を
経
験
し
て
以
来
、

一
九
九
◦
年
一
一
月
ニ
四
日
の
こ
の 

世
に
お
け
る
最
後
の
日
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
西
欧 

の
伝
統
的
な
、
主
と
し
て
思
弁
を
核
と
し
た
絶
対
有
の
哲
学(

古
代
ギ 

リ
シ
ア

哲
学
以
来
ハ
ィ
デ
ッ
ガー

ま
で)

や

「

形
無
き
有」

(

マ

ィ

ス

タ

ー

.
 

ヱ
ッ
ク
ハ
ル
ト)

の
神
秘
思
想
と
、
こ
れ
に
対
す
る
主
と
し
て
仏
教
に 

基
礎
づ
け
ら
れ
た
西
田
哲
学
や
、『

纖
悔
道
と
し
て
の
哲
学』

以
後
の 

田
辺
哲
学
の
根
幹
に
潜
ん
で
い
る「

修
行」

な
い
し
は「

行」

を
要
と 

し
た
絶
対
無
の
哲
学
と
の
、「

出
会
い」

と

「

対
決」

と
が
取
り
組
ま 

れ
る
べ
き
哲
学
や
宗
教
質
子
や
宗
教
の
大
き
な
課
題
の
中
の一

つ
で
あ
っ 

た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
西
谷
哲
学
に
お
け
る
キ

リ

ス

ト

教

と

仏
教
と
の
出
会
い
と 

対
決
の
問
題
を
以
下
の
三
項
目
に
分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
 

「

空」

な
い
し
は「

絶
対
空」

の
経
験
、
一I 、

キ

リ

ス

ト

教

に
お
け
る 

「

自
己
中
心
性」

、「

将
来
的
終
末
論」

と

「

罪」

の

問
題
と
の
対
決
、
 

三
、
キ

リ

ス

ト

教

と

仏

教

と

の「

出
会
い」

と

「

自
己
同一

性」

。

I

、「

空」

な
い
し
は「

絶
«
$」

の
経
験

西
谷
哲
学
は
、
先
に
述
べ
た
よ
ぅ
に
、
空
な
い
し
は
絶
対
空
の
経
験 

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
谷
哲
学
に
お
け
る
空 

と
は
、『

般
若
経』

や

『

般
若
心
経』

と
か
龍
樹
の『

中

(

観)

論』 

に
語
ら
れ
て
い
る
よ
ぅ
な「

色
即
員
$
、
空
即
是
色」

の
経
験
が
西
谷 

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
、
い
わ
ば
西
谷
哲
学
の
根
源
語
と
な
っ
て
い
る 

と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
経

17



験
は
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、「

絶
対
無」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

西
田
哲
学
に
お
け
る
こ
の「

絶
対
無」

は
、
お
そ
ら
く
仏
教
に
お
け
る 

三
論
玄
義
卷
下(

注
1)

に
出
て
く
る「

絶
対
中」

を
哲
学
的
に「

絶 

対
無」

と

言
い
換
え
た
も
の
で
あ

ろ

う

と

推
測
さ
れ
る
。

し

か

し

西
谷 

に
お
い
て
は
、
西
欧
の「

存
在」

と
か「

有」

の
哲
学
の
用
語
を
連
想 

さ

せ

る

よ
う
な
西
田
の「

絶
対
無」

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
仏 

教
的
な
香
り
の
す

る

「
空」
と
い
う
根
源
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い 

る
の
で
あ

る

。

と
こ
ろ
で
、「

空」

は

「

絶
対
無」
よ
り
は
よ
り
一
層
宗
教
的
な
実 

在
経
験
を
露
わ
に
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い 

う
の
も
、
絶
対
無
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
欧
の
伝
統
的
な
哲 

学
の
歴
史
の
要
で
あ
る
絶
対
有
を
私
た
ち
に
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
空
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
を
私
た
ち
に
連
想
さ
せ 

ず
、
む
し
ろ
東
洋
の
仏
教
的
な
も
の
の
理
解
の
仕
方
を
連
想
さ
せ
る
の 

で
あ
る
。

西
谷
哲
学
に
お
け
る「

空」

は
、『

宗
教
と
は
何
か』

に
お
い
て
詳 

論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
格
的
な
神
を
根
底
に
し 

た
人
格
性
と
自
然
の
世
界
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
非
人
格
性
と
の
根
源
か 

ら
開
か
れ
て
き
た
よ
う
な
開
け
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
_

の
有
に
お 

い
て
、
不
安
や
絶
望
の
中
で
露
わ
に
さ
れ
て
き
た
虚
無
を
も
突
破
し
た 

と

こ

ろ

か

ら

開
け
て
き
た
絶
対
の
無
の
開
け
で
あ
る
。
西
谷
自
ら
が 

「

無という〃もの"もない

と

い

う

絶
対
無
は
、
考
え
ら
れ
た
無
で 

は
な
く
、
た
だ
生
き
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
よ
う
な
無
で
な
け
れ
ば
な

ら

な

い」
(

著
作
集
一
〇
、P

.
8
0
)

と

述

べ

て

い

る

よ

う

に

、

こ
の
よ
う 

な

「

た

だ

生

き

ら

れ

得

る

の

み

で

あ

る

よ

う

な

無」

と

し

て

の

「

空」

は
、
絶
対
無
の
現
成
と
し
て
の「

自
己
開
現」

と
し
て
の
み
、
す
な
わ 

ち
人
間
の
人
格
中
心
主
義
か
ら
の
実
存
的
転
換
に
よ
っ
て
自
我
の
大
死 

を
経
て
真
の
自
己
に
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
経
験
さ
れ
る
こ
と 

が
で
き
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

西
谷
哲
学
の
特
徴
は
、
絶
対
無
と
し
て
の「

空」

が
生
に
お
い
て
行 

ぜ
ら
れ
る

こ

と

に

よ

っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
な 

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な「

空」

の

経
験
の
表
現
が
、「

絶
対
の
有」

(

な
い 

し
は
絶
対
の「

有
の
神」)

か
ら「

虚
無」

を
経
て
、
空
へ
突
破
す
る
経 

験
の
自
覚
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
は
な
い
が
故
に
、
常
に
虚
無
の
問
題
一 

と
、
つ
ま

リ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

問
題
と
表
裏
一
体
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
18 

と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
虚
無
の
問
題
は
、
根
源
的
に
は
ニ
ー
チ
ヱ
が
一 

「

神
は
死
ん
だ」

と
か
、「

我
々
が
神
を
殺
し
た」

と
語
っ
て
、
ョ
ー
ロ
ッ 

パ
の一

一
つ
の
大
き
な
文
化
の
柱
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
所
謂「

有—

神—

論」
onto-theo-logie)

と
し
て
の
哲
学(

す
な
わ
ち
、
最
高
に 

し
て
神
的
な
る
存
在〔有

；！

の
探
究)

と
人
格
的
な
唯
一
神
を
中
心
に
お 

く
神
学
、
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
と
が
も
は
や
妥
当
し
な
く
な
っ
た 

と
こ
ろ
に
生
じ
た
空
白
と
し
て
の
虚
無
の
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ョ
I
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
ニ
大
支
柱
で
あ
る
正
統
的
な
キ 

リ
ス
ト
教
と
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
伝
統
的
な
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
と 

し
て
の
哲
学
が
も
は
や
妥
当
し
な
く
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
絶
対
の
有
が 

占
め
て
い
た
位
置
に
ポ
ッ
ヵ
リ
と
空
白
が
で
き
、
そ
こ
に
虚
無
の
問
題



が
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
ニー

チ
ェ
に
お
い
て
は
本
質(wesen, 

essentia)

と
実
存(Existenz,existentia )

の
分
裂
と
そ
の
分
裂
に 

お
い
て
の
前
者
の
重
視
が
も
は
や
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ 

て
く
る
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ヱ
に
お
い
て
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム 

が
、「

力
へ
の
意
志」

と

「

同
じ
も
の
の
永
劫
回
帰」

を
核
心
と
し
て 

運
命
愛
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
超
人
の
思
想
に
よ
っ
て
、
克
服
さ
れ
よ
う 

と
試
み
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ニ
ー
チ
ュ
の
死
後
約
一
世
紀
を
経
た
現
代
に
お
い
て
は
、

ニ
ー
チ
ュ
の
、
本
質
と
実
存
の
根
源
と
し

て

の

生
の
立
場
は
、
虚
無
を 

ま
だ
突
破
し
切
れ
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
ィ
デ
ッ 

ガ

ー

の

ニ

ー

チ

ヱ
批
判
、
即
ち
、
ニ

ー

チ

ヱ

で

の「

力
へ
の
意
志」

は 

ま
だ
伝
統
的
な
哲
学
に
お
け
る「

本
質」
の
側
面
を
残
し
、
ま
た「

同 

じ
も
の
の
永
劫
回
帰」

は
そ
の「

実
存」

の
側
面
を
残
存
さ
せ
て
い
る 

と
い
う
意
味
の
批
判
や
、
西
谷
の
ニ
ー
チ
ヱ

批
判
、
即
ち
、
ニ
ー
チ
ヱ 

の
虚
無
は
未
だ
空
に
開
け
て
ゆ
く
時
の
い
わ
ば
虚
無
を
守
る
壁
と
な
っ 

て
い
る
と
い
う
批
判
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ヱ
の
ニ
ヒ
リ
ズ 

ム
の
克
服
の
試
み
は
、
な
お
十
分
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で 

ど
う
し
て
も
、
虚
無
を
も
自
ら
の
う
ち
に
包
み
込
む
絶
対
無
と
し
て
の 

空
が
、
い
わ
ば
時
が
熟
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る「

時
熟」

に
よ
っ 

て
、
虚
無
を
も
突
破
し
た
と
こ
ろ
か
ら
開
け
て
く
る
の
を
望
ま
ざ
る
を 

え
な
い
の
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
生
き
る
ニ
ー
チ
ヱ
以
後
の
世
界
に
お
け 

る
時
代
的
な
境

位
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
の
み
な
ら
ず
、
ニ ー

チ
ェ
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ

ズ

ム

の

克

服
の
た
め
の
超
人
の
思
想
を
も
自
ら
の
内
に
包
み
込
む
こ
と
の
で
き
る 

よ
う
な
思
想
や
哲
学
が
望
ま
れ
て
い
た
の
が
現
代
の
世
界
に
お
け
る
哲 

学
的
な
境
位
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
西
谷
哲
学
は
、

こ
の
時
代
の
哲
学
的
要
請
を
深
く
見
抜
き
、
自
ら
の
空
の
経
験
に
基
づ 

い
て
、
こ
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

哲
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
時
代
的
境
位
は
、
例
え
ば
ア
ゥ
グ
ス
チ 

ヌ
ス
の
時
代
に
み
ら
れ
る
。
マ
ニ
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
ア 

ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
内
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の 

出
会
い
と
対
決
と
が
な
さ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
古
代
哲
学
と
を
基
礎 

と
し
た
西
欧
の
中
世
の
哲
学
が
築
か
れ
て
ゆ
く
が
、
こ
の
よ
う
な
、
過 

去
に
お
け
る
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
始
ま
る
創
造
的
な
新
し
い
哲
学
の
動| 

き
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
現
代
に
お
け
る
、
西
田
に
始
ま
る
い
わ
忉 

ば
大
乗
仏
教
に
基
礎
を
置
く
新
し
い
哲
学
が
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア(

対
応)

一
 

の
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
西 

欧
の
哲
学
と
仏
教
に
基
づ
く
東
洋
の
哲
学
と
の
出
会
い
と
対
決
の
動
き 

の
中
で
、
築
か
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
一一

十

一

世
紀
以
後
の
新
し
い
哲
学 

を
私
た
ち
は
、
西
田
に
始
ま
る
大
乗
仏
教
の
縁
起
や
空
に
基
礎
を
置
く 

絶
対
無
や
絶
対
空
の
哲
学
の
う
ち
に
予
期
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味 

に
お
い
て
は
、
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
キ

リ

ス

ト

教

と

仏
教
と
の
、
 

ま
た
こ

れ

ら一

一
つ
の
世
界
宗
教
を
そ
れ
ぞ
れ
に
基
礎
と
し
た
西
欧
と
東 

洋
と
の
哲
学
と
の
出
会
い
と
対
決
は
不
可
避
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る 

の
で
あ
る
。



さ
て
、
西
田
の
絶
対
無
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
ま
だ
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ 

ヒ
リ

ズ

ム

や
そ
れ
に
纏
わ
る
様

々

な
問
題
と
の
具
体
的
な
取
り
組
み
は 

見
ら
れ
な
い
。
絶
対
無
の
哲
学
的
な
解
明
と
究
明
の
た
め
だ
け
に
も
、
 

何
人
に
も
不
可
能
で
あ
る
程
の
創
造
的
な
哲
学
的
能
力
、
天
才
的
能
力 

が
要
求
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
西
田
は
そ
れ
に
よ
く
応
え
て
い 

る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
無
の
哲
学
的
な
解
明
と 

究
明
以
外
の
哲
学
的
な
諸
問
題
の
解
明
と
究
明
は
、
次
の
世
代
の
西
谷 

に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
谷
に
お
い
て
は
、
 

西
田
に
お
い
て
既
に
、
絶
対
の
有
を
基
礎
と
し
た
思
考
か
ら
絶
対
の
無 

を
根
幹
と
し
た
思
索
へ
と

転
換
す
る

と

い
ぅ
最
も
困
難
な
転
換
が
な
さ
 

れ
て「

絶
対
無
の
場
所
の
論
理」

の
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ 

り
、
西
田
に
よ
っ
て
は
解
明
や
究
明
に
ま
で
は
至
り
え
な
か
っ
た
ニ
ヒ 

リ
ズ
ム

や
自
然
等
々
の
諸
問
題
の
解
明
や
究
明
が
可
能
と
な

った
と

考 

え

ら

れ

る

の
で
あ

る

。

と
こ
ろ
で
、
西
谷
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
の
対
決
は
、「
空」

の 

思
想
を
明
ら
か
に
す
る
道
程
の
中
で
、
常
に
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
な 

が
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
何
故
な
ら
ば
、
西
谷
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教 

と
の
根
源
的
な
自
己
同
一
性
を
、
こ
の
批
判
を
通
じ
て
明
ら
か
に
で
き 

る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の 

場
合
に
、
仏
教
へ
の
批
判
も
同
時
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
仏
教 

側
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る1

方
的
な
批
判
に
終
始
し
て
い
た
の 

で
は
な
い
こ
と
は
勿
；

51

で
あ
る
。

ニ
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「

自
己
中
心
性」

、

「

将
来
的
終
末
論」

そ
し
て「

罪」

の
問
題
と
の
対
決

西
谷
啓
治
は
、
そ
の
著『

宗
教
と
は
何
か』

の
中
で
、
伝
統
的
な
キ 

リ
ス
ト
教
に
対
し
て
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る(『

著
作 

集』
I

〇
、pp

.
2
2
7
-
2
3
1)。

即
ち
、
①
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
中
心
性
に 

つ
い
て
、
②
歴
史
の
外
か
ら
歴
史
の
次
元
に
出
現
し
て
く
る
終
末
論
の 

不
可
能
性
に
つ
い
て
、
③

「

人
間
の
主
体
性
の
自
覚」

の
う
ち
に
は
、

単
に
原
罪
へ
の
関
係
だ
け
で
は
言
い
尽
く
さ
れ
な
い
別
の
面
に
お
け
る 

問
題
と
し
て
、
理
性
の
立
場
と
合
理
性
の
立
場
と
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対 

し
て
も
要
求
さ
れ
る
、
と

い

う

批
判
で
あ
る
。 

一
 

し

か

し

な

が

ら

西
谷
に
お
い
て
は
、
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
20 

が
深
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た『

根
源
的
主
一 

体
性
と
し
て
の
哲
学』

の
論
文「

ニ 
I

チ

ヱ
-
^

の
ツ
ア
ラ

ト

ス

ツ
ラ
と 

マ
ィ
ス
ター

 

•

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト」

や

『

宗
教
と
は
何
か』

一
 
〇) 

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、『

西
洋
神
秘
思
想
の
研
究』

(『

西
谷
啓
治
著
作 

集』

第
三
巻)

や

『

神
と
絶
対
無』

(

著
作
集
七)

に
お
い
て
も
明
ら
か 

で
あ
る
。
西
欧
の
神
秘
主
義
に
対
す
る
こ
の
造
詣
の
深
さ
は
、

一
九
三 

1
一
年
に
お
け
る
鎌
倉
の
円
覚
寺
で
の
参
禅
体
験
の
後
、
翌
年
の
一
九
三 

三
年
に
は
京
都
の
相
国
寺
僧
堂
で
山
崎
大
耕
老
師
に
相
見
し
て
参
禅
修 

行
を
始
め
た
西
谷
が
、
西
田
と
同
じ
よ
う
に「

空」
(

絶
対
無)

の
経 

験
を
経
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
を
密
か
に
予
感
し
た
こ
と
に 

よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、

一
九
三
七
年



か
ら1

九
三
九
年
ま
で
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
へ
の
貿
$

に
は
、
ハ
イ
デ
ッ 

ガ
ー
の
講
義
の
聴
講
や
彼
と
の
様
々
の
対
話
を
通
し
て
、
少
な
く
と
も 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
著
書
：Sein 

und Z
e
i
t
"
(

一
九
二
七
、『

有
と
時』

) 

や
"
^as 

ist 
s
e
t
a
p
h
y
s
i
k

-1( I

九一I

九
、『

形
而
上
学
と
は
何
か』

) 

に
お
け
る
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ 

ガ
ー
の
徹
底
的
な
批
判
の
核
心
に
既
に
触
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
彼
の
著
書
：
'

W
a
s

 

ist 

M
e
t
a
p
h
y
s
i
k

-1
の
最 

後
の
と
こ
ろ
で
、——

<
「

で
は
も
う
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
が
丨 

—

無
そ
の
も
の
が
強
い
る
と
こ
ろ
の
形
而
上
学
の
根
本
的
問
い
と
し
て 

次
の
よ
う
な
問
い
を
掲
げ
て
い
る
。
即
ち
、「

何
故
一
体
存
在
す
る
も 

の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
^
^
あ
る
の
で
は
な
い
の
か」

(
w
a
r
u
m

 

istc

crerhauplt Seiendes und nicht 
vielmehr 

Isflchts?)

と 
o 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
人
間
に
お
け
る
無
の
経
験
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は 

珍
し
く
キ
ヱ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
次
い
で
、
不
安
や
退
屈
の
う
ち
に
見
だ
し 

て
い
る
が
、
こ
れ
は
未
だ
有
に
対
立
す
る
い
わ
ば
相
対
的
な
無
で
あ
る
。
 

し
か
し
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の『

形
而
上
学
と
は
何
か』
よ
り
も
一
一
 

年
前
に
西
田
の『

働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ』

に
お
い
て
、「
絶
対 

の
無
の
場
所
の
論
理」

が
既
に
世
に
出
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
谷 

は
、
書
物
に
限
っ
て
み
て
も
、
ド
イ
ツ
に
行
く
約
十
年
前
に
は
、
西
田 

を
通
じ
て「

絶
対
の
無
の
場
所」

や

「

絶
対
無」

に
親
し
ん
で
い
た
こ 

と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
西
谷
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の 

と
こ
ろ
で「

相
対
的
な
無」

と

「

絶
対
の
無」

や
両
者
の
関
係
に
つ
い 

て
も
深
く
考
え
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
西
谷
の
西
欧
の
神
秘
思
想
に
対
す
る
理
解
に
つ
い 

て
詳
論
す
る
暇
は
な
い
が
、
次
の
言
葉
が
、
何
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
へ 

の
造
詣
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、
西
谷
が
、
自
ら
を「

成
り 

つ
つ
、
成
つ
て
し
ま
つ

て
い
る
仏
教

者」
(
w
e
r
d
e
n
d

 

g
e
w
o
r
d
e
n
e
r

 

B

 

u
d
d
h
i
s
t
)

で
あ
る
と
同
時
に「

成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
る」 

(
w
e
r
d
e
n
d
e
r

 

C
h
r
i
s
t
)

と
特
徴
づ
け
て
い
る
言
葉
が(

注
2)

。
そ
こ 

で
、
先
に
挙
げ
た
西
谷
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
次
に
、
各
々
考
察 

し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

g

キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
中
心
性

先
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
中
心
性
に
つ
い
て
は
、
現
代
に
お
い
て
一 

は
諸
宗
教
間
の
相
補
性
と
多
元
性
が
主
張
さ
れ
、

一
つ
の
宗
教
の
み
の
W 

絶
対
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
既
に
不
可
能
な
時
代
と
な
っ
て
い
る
。
し

一
 

か
し
、
西
谷
哲
学
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
中
心
性
が
批
判
さ
れ 

た
の
は
、「

空」

の
経
験
が
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
根
源
的
な
一
性 

な
い
し
は
自
己
同
一
性
を
開
き
示
し
て
い
る
と
自
覚
さ
れ
た
か
ら
で
あ 

る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
ぅ
の
も
、
自
己
が
、

一
つ
の
世
界 

宗
数
な
い
し
は
普
遍
宗
教
に
ど
こ
ま
で
も
真
剣
に
深
く
生
き
て
ゆ
く
時 

に
は
、
い
ず
れ
の
世
界
宗
教
も
根
源
的
に
は
一
性(

な
い
し
は「

空」

と
か「

絶
対
の
無
限
の
開
け」)

に
お
い
て
自
己
同1

的
で
あ
る
こ
と
を 

自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
マ
ィ
ス
ター

.
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
と
い
ぅ
前
者
の
絶
対 

の
有
の
神
と
後
者
の
絶
対
の
空(

注
3)

の
開
け
、
あ
る
い
は
前
者
の



「
形
無
き
有」

の
世
界
と
後
者
の「

形
無
き
絶
対
の
無」

の
世
界
の
、
 

表
面
上
の
相
違
に

も

か

か

わ

ら

ず

、

両

者

は

、

絶
対
の
無
限
の
開
け
で 

あ

る

「

絶
対
空
の
立
場」

に

お

い

て

は

自
己
同
一
的
で
あ

る

こ

と

が

、

西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

無
論
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
間
に
は
、
客
観
的
に
み
て
相
違
が
な
い
わ 

け
で
は
な
い
。
事
実
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
格
的
な
神
と
仏
教
に 

お
け
る
非
人
格
的
な
縁
起
と
か
空
と
か
絶
対
無
と
の
相
違
や
、
前
者
に 

お
け
る
信
仰
の
立
場
と
後
者(
特
に
禅)

に
お
け
る
覚
の
立
場
と
の
相 

違
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
決
定
的
な
相
違
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
西
谷
の
、
単
な
る
思
弁
に
よ
っ
て
で
は
な
く
し
て
、
 

直
接
経
験
と
し
て
の
禅
経
験
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た

「

空」

の
^
学 

に

お

い

て

は

、

キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
的
な
神
や
信
仰
の
立
場
を
も
そ
の 

う

ち

に

包
み
込
む
よ
う
な
開
け
が
開
け
て
い
る
。
と

い

う

の

も
、
禅
経 

験
の
表
現
と
し
て
の
西
谷
に
お
け
る
空
の
立
場
は
、
人
格
性
と
非
人
格 

性
と
の
区
別
や
信
仰
と
覚
の
立
場
の
区
別
も
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
よ
う 

な
根
源
的
な
開
け
の
立
場
、
い
わ
ば
立
場
な
き
立
場
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
。

こ
こ
で
、

注
意
を
要

す

る

こ

と

は

、

西
谷
に
お

い

て

は

、

禅
は
、
 

仏
教
か
ら
出
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
と
い
う
枠
の
中
だ
け
で
は
尽
く 

さ
れ
な
い
も
の
を
内
に
孕
ん
で
い
る
と

理
解
さ
れ
て

い

る

こ

と

で

あ
る 

(

注
4

)

。

西
谷
哲
学
に
お

い

て

は

、

禅
は
一
切
の
宗
教
を
そ

の

う

ち

に 

包
み
込
み
、
従
っ
て
、

一
切
の
宗
教
の
根
源
で
あ
る
よ
う
な
開
け(

注 

5

)

と
し
て
理
解
さ
れ
て

い

る

。

ま

た

、

人
間
存
在
の
根
源
を
禅
と
理 

解
し
て
い
る(

注
6)

こ

と

か

ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
西
谷
哲
学
に
お

い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
根
源
は
禅
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て 

い
る
。
筆
者
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
根 

源
と
し
て
の
禅
を
、
い
ず
れ
の
宗
教
に
も
固
有
で
は
な
い
と
こ
ろ
の 

「

絶
対
の
無
限
の
開
け」

と
名
付
け
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
こ 

こ
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の 

共
通
の
根
源
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
根
源
と
し
て
共 

通
し
て
使
え
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
根
源
的
一
の
表
現
が
求
め
ら
れ
る 

べ
き
で
あ
り
、
且
つ
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で 

あ
る
。

(b

)

「

#
*
g
終
末
論」

と

「

罪」

の
問
題
と
の
対
決 

将
来
の
あ
る一

定
の
時
に
歴
史
の
外
か
ら
歴
史
の
次
元
に
歴
史
の
終 

わ
り
で
あ
る
終
末
が
到
来
す
る
と
い
うr

将
来
的
終
末
論」

は
、
新
約 

聖
書
の
最
初
の
三
つ
の
福
音
書
に
支
配
的
で
あ
る
、
歴
史
の
終
末
に
関 

す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
で
あ
る
。
紀
元
一
世
紀
前
後
ま
で
、
今
日 

来
る
か
、
明
日
来
る
か
と
何
十
年
も
の
間
、
来
る
日
も
来
る
日
も
待
ち 

続
け
ら
れ
た
最
期
の
審
判
の
曰
が
な
か
な
か
訪
れ
て
来
な
い
結
果
、
最 

期
の
審
判
へ
の
期
待
は
、
そ
れ
以
来
一
一
つ
に
分
離
し
た
形
で
現
代
ま
で 

存
続
し
て
き
て
い
る
。
即
ち
、

一
方
は
、
先
に
述
べ
た
将
来
的
終
末
論 

で
あ
る
が
、
他
方
は
、
第
四
福
音
書
の
ョ
ハ
ネ
伝
に
見
ら
れ
る
よ
う
な 

「

現
在
的
な
終
末
論」

で
あ
る
。
両
者
が
混
合
し
て
、
両
者
が
同
時
に 

成
り
立
つ
と
す
る
終
末
論
の
解
釈
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
、
こ
れ
に 

つ
い
て
は
こ
れ
以
上
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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さ
て
、
現
在
的
な
終
末
論
と
は
、
簡
単
に
言
う
と
、

〃
今
此
処
"
で 

キ

リ

ス

ト

を

信
じ
れ
ば
、
そ

の

一
人
一
人
の
信
仰
す
る
者
に
は
す
で
に 

天
国
な
い
し
は
救
い
へ
と
最
期
の
審
判
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
 

逆

に

"今
此
処
"
で
キ

リ

ス

ト

を

信
じ
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
は
永
遠
の 

滅
び
な
い
し
は
黄
泉
の
国
へ
と
最
期
の
審
判
を
受
け
て
い
る
と
い
う
も 

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
禅
に
お
い
て
も
〃
時
"
は、
〃瞬間"とか 

"現
在
"
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
禅
で
は
、
年
代
記
的
な 

歴
史
観
に
お
い
て
の
よ
う
に
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
将
来
へ
と
流
れ
て 

行
く
方
向
に
お
い
て
と
か
、
ま
た
逆
に
将
来
的
終
末
論
に
お
い
て
の
よ 

う
に
将
来
か
ら
現
在
を
経
て
過
去
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
方
向
に
お
い
て
時 

が
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
現
在
が
現
在
を
限
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
時 

が
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
の
外
か
ら
歴
史
の
次
元
に
終
末
が
訪 

れ
て
く

る

こ

と

は

な
い
。

と
い
う
の
も
、
主
客
の
分
離
の
次
元
に
お
い
て
成
り
立
つ
年
代
記
的 

に
、
な
い
し
は
将
来
的
終
末
論
的
に
流
れ
る
時
の
中
で
は
、
時
は
永
遠 

と
は
分
離
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
主
客
が
非
分
離
で
知
情
意
の
未 

分
離
で
あ
る
〃
絶
対
無
"
と

か

"中
"
と
か
〃
空
，
と
か
〃
絶
対
の
無 

限
の
開
け
，
に
お
い
て
は
、
時
は
永
遠
と
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る 

の
で
あ

る

か

ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

一
方
的
に
人
格
的
な
神
の
意
志 

に
よ
っ
て
、
時
に
終
末
が
置
か
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
西
谷
哲 

学
に
従
え
ば
、
時
の
終
末
は
、
禅
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
 

〃
自
ず
か
ら
然
か
成
る
"
と
い
う
意
味
に
お
け
る
〃
自
然
"
な
仕
方
で 

訪
れ
る
で
あ
ろ

う

と

考
え
ら
れ
る
。
時
を
ど
こ

ま

で
も
深
く

探
究
し
て

ゆ
く
と
、
時
は
永
遠
と
相S

S

に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
露
わ
と
な
っ 

て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
ヱ 

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
重
視
す
る
、
永
遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
の
碎
P

を
も
っ 

と
深
く
究
明
し
て
、
現
在
に
お
け
る
時
の
永
遠
と
の
相
即
性
を
も
究
め 

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
 

今
後
は
空
と
か
中
と
か
開
け
と
か
絶
対
無
が
先
ず
究
め
ら
れ
ね
ば
な
ら 

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
罪
の
自
覚
を
重
視
す
る
こ
と
に
対 

す
る
西
谷
の
批
判
に
移
る
と
、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た 

将
来
的
終
末
論
に
対
す
る
批
判
の
場
合
と
同
様
に
、
最
終
的
に
は
絶
対 

無
の
究
明
が
不
可
避
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
に
落
ち
つ
く
。
以
下
こ
の 

点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
並
ん
で
悪
の
問
題 

が
、
卒
論
に
始
ま
る
シ
X
リ
ン
グ
の
研
究
や
彼
の『

人
間
的
自
由
の
本 

質』

の
翻
訳
か
ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
よ
ぅ
に
、
中
心
的
な
哲
学
的 

課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
は
、「

悪」

の
自
覚
や
神
の
前
の 

単
独
者(der Einzelne vor G

o
t
t
)

に
お
け
る
悪
と
し
て
の「

罪」

の
自
覚
に
よ
っ
て
、
真
の
自
己
に
覚
す
る
の
で
あ
る
限
り
、
悪
や
罪
は 

犯
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
犯
さ 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
悪
や
罪
の
自
覚
や
真
の
自
己
の
自
覚
が
可 

能
で
あ

る

と

い

ぅ

い
わ
ば
逆
説
的
な
意
昧
に
お
い
て
、
悪
や
罪
の
自
覚 

が
人
間
に
と
っ
て
根
源
的
に
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
事
実
で
あ 

る
o
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し
か
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
の
意
識
の
立
場
は
、

一
面
で
は 

ど

こ

ま

で

も

反
省
の
立
場
、
意
識
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
見 

る
自
己
と
見
ら
れ
る
自
己
と
の
分
裂
は
避
け
ら
れ
な
い
。
従
つ
て
こ
の 

場
合
に
は
、
反
省
す
る
自
己
と
反
省
さ
れ
る
自
己
と
の
距
離
が
な
く
な 

る
ま
で
自
己
は
自
覚
の
道
を
深
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
古
$

つ
と
反
省
の
畜
を
と
つ 

て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
意
識
に
対
す
る
西
谷 

の
批
判
は
罪
に
お
け
る
こ
の
面
に
対
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ「

主
体
性 

の
自
覚」

に

理
性
や

合
理
性
の
立
場
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ 

て
い
る
。
つ
ま
り
、
批
判
は
、
人
間
の
自
由
の
根
底
に
は
神
に
対
す
る 

罪
の
関
係
の
み
に
は
尽
き
な
い
問
題
、
即
ち
信
仰
と
理
性
と
の
間
の
、
 

あ
る
い
は
寛
容
と
不
寛
容
と
の
間
の
葛
藤
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
葛
藤 

が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
未
だ
に
潜
ん
で
い

る

と

い
う
こ
と
に

向
け
ら
れ
て 

い
る
。

先
に
、
将
来
的
終
末
論
に
関
し
て
は
、
時
と
永
遠
の
根
源
的
な
相
即 

性

(

自
己
同一

性

)

が
批
判
に
応
え
る
道
と
し
て
求
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
 

こ

こ

で

も

ま

た

信
仰
と
理
性
と
の
、
ま

た

寛
容
と
不
寛
容
と
の
根
源
的 

な
次
元
に
お
け
る
相
即
性
が
批
判
に
応
え
る
道
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ 

と

に

な

る

。

ま
ず
、
信
仰
と
理
性
と
の
根
源
的
な
相
即
性
な
い
し
は
自
己
同
一
性 

は
、
先
の
将
来
的
終
末
論
に
お
い
て
と
同
様
に
、
空
と
か
中
と
か
開
け 

と
か
絶
対
無
に
お
い
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
主
客
の 

分
離
し
た
次
元
で
の
本
質
を
重
視
す
る
理
性
の
立
場
と
、
伝
統
的
な
正

統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
的
な
実
体
と
し
て

の

神
へ
の
信
仰
と
が
、
根 

源
的
に
自
己
同
一
的
で
あ
り
得
る
の
は
、
主
客
の
未
分
離
に
し
て

知
情 

意
の
分
裂
以
前
の
開
け
に
お
い
て
絶
対
無
な
る
神
が
露
わ
と
な
る
時
で 

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

次
い
で
、
宗
教
に
お
け
る
寛
容
と
不
寛
容
と
の
根
源
的
な
自
己
同
一 

性
と
は
、
寛
容
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
意
味
で
不
寛
容
で
あ
る
こ
と
で 

あ
り
、
不
寛
容
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
意
味
で
寛
容
で
あ

る

と

い
う
こ 

と
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
寛
容
と
不
寛
容
の
根
源
的
な
相
即
性
を
示
す 

良
い
例
は
、
先
に
挙
げ
た「

成
り
つ
つ
、
成
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
仏
教 

者
で
あ
り
、
同
時
に
成
り
つ
つ
あ

る

キ

リ

ス

ト

者」

で

あ

る

と

い
う
西 

谷
自
身
の
立
場
に
見
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
ら
の
仏
教
者
で
あ
るI 

立
場
に
ま
す
ま
す
深
く
自
覚
的
に
な
る
こ
と
は
、
空
と
か
中
と
か
開
け
24 

と
か
絶
対
無
と
か
に
お
い
て
は
、
も
う
一
方
の
立
場
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
一 

教
の
立
場
に
段
々
と
自
覚
的
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ 

り
、
ま
た
、
逆
も
真
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
開
け
に
お
い
て
は
、

一
切 

衆
生
の
根
源
は
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
将
来
に
わ
た
っ
て
ニ」

で 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
信
仰
と
理
性
に
お
い
て
も
、
寛
容
と
不
寛
容
に
お 

い
て
も
、

そ
の
相
即
性
は
、
絶
対
有
に
で
は
な
く
、
絶
対
無
で
あ
る
空 

と
か
中
と
か
開
け
に
見
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
伝
統
的 

な
人
格
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
有
な
る
神
に
た
い
し
て
、

一
切
衆
生 

の
一
々
の
も
の
は
、
例
え
ば「

私
は
、
神
で
あ
る」

と
は
言
い
難
い
が
、
 

絶
対
無
な
る
神
、
つ
ま
り
、
神
で
も
あ
る
仏
性
に
対
し
て
は
、

一
切
衆



生
の
各
々
は

「

私
は
、
仏
性
で
あ

る」

と

い

う

こ

と

が

で

き

る
か
ら
で 

あ
る
。
絶
対
有
の
神
は
、
不
可
避
的
に
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
絶 

対
無
に
お
い
て
は
、

一
切
は
無
実
体
的
で
あ
り
、

一
切
は
相
依
相
属
的 

に——
西
谷
哲
学
の
用
語
で
は「

回
互
的
相
入」

と

い

う

あ
り
方
でー

 

—

成
り
立
っ
て
い
て
、
何
一
つ
と
し
て
他
な
く
し
て
絶
対
的
に
存
立
し 

う
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
森
羅
万
象
の
回
互
的
相
入
的
な
存
立
の 

仕
方
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
も
の
は
な
く
、
絶
対
無
の
神
も
ま
た
無 

実
体
的
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
西
谷
の
語
る「

主
体
的
自
覚」

に
は
、
万
物
の 

相
互
依
存
的
な
あ
り
方
の
自
覚
や
、
表
面
的
に
は
対
立
す
る
と
思
わ
れ 

る
相
手
の
立
場
も
実
は
自
ら
の
立
場
と
根
源
的
に
は
自
己
同I

的
で
あ 

る

こ

と

の

自
覚
が
、
罪
の
自
覚
に
も
劣
ら
ず
重
要
な
自

覚

と

し
て
含
ま 

れ
て
い

る

こ

と

が

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
深
い
主
体
的 

自
覚
に
お
い
て
、
罪
の
自
覚
も
、
自
ら
の
罪
悪
深
重
の
ま
ま
に
、
相
互 

依
I

と
相
互
の
立
場
の
互
換
的
な
理
解
や
共
感
に
よ
っ
て
、

一
切
衆 

生
に
許
さ
れ
、
洗
わ
れ
て
、
自
己
は
、
罪
に
よ
る
死
の
後
も
万
物
の
仏 

性
に
よ
つ
て
生
か
さ
れ
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
に 

応
え
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ま
ず
、
空
、
中
、
開
け
な
ど
と 

表
現
さ
れ
て
い
る
絶
対
無
の
立
場
を
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の

「

出
会
い」

と「

自
己
同I

性」

キ

リ

ス

ト

教

と

仏
教
と
の「

出
会
い」

と

「

自
己
同
一
性」

の
問
題 

と
は
、
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
上
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
ィ
デ
ッ 

ガ
ー
に
お
い
て
の
よ
う
に「

絶
対
の
有」

と

「

相
対
的
な
無」

と
の
関 

係
の
問
題
や
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ヱ
を
は
じ
め
彼
以
来
一
般
的
に
試
み 

ら

れ

て
き
た
よ
う
なr

罾
的
な
無」

と

「

虚
無」

と
の
、
な
い
し
は 

「

絶
対
的
な
有」

と

「

虚
無」

と
の
関
係
の
問
題
の
究
明
だ
け
で
は
解 

決
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
ど
う
し
て
も「

絶
対
有」

と 

「

絶
対
無」

と
の
出
会
い
と
自
己
同
一
性
の
問
題
が
究
明
さ
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
 

一

そ
の
た
め
に
は
、
キ

リ

ス

ト

教

と

仏
教
と
は
、
自

ら

の

宗
教
の
客
観
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的
な
研
究
や
生
き
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
自

ら

の

宗
教
の
主
体
的
な
探
一 

究
や
究
明
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
絶
え
ず
相
手
側
の
宗
教
の
客
観 

的
な
研
究
や
生
き
る
こ
と
と
結
合
し
た
相
手
側
の
宗
教
の
主
体
的
探
究 

や
究
明
が
、
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か 

し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
絶
対
無
の
経
験
に
基
づ
く
哲
学
や
科
学
や 

自
然
科
学
の
研
究
や
探
究
や
究
明
が
、
今
後
は
不
可
避
的
に
必
要
で
あ 

る
と

考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

勿
論
、
そ
の
逆
の
面
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
に
お
け
る
分
析 

的
、
実
証
科
学
的
な
研
究
や
解
明
は
、
現
代
に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
る 

こ
と
の
で
き

な

い

程
に
要
求
さ
れ
、
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
医
学
や
生
物 

学
等
々
の
技
術
の
分
野
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
万
人
に
よ
っ
て
望
ま
れ



て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も

し

れ

な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら 

ず
、
人

間

は

、

地
上
に
生
き
て
い
る
限
り
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
お
け
る 

よ
う
に
学
問
的
な
エ
ロ
ス
に

従
う
の

で

あ

る

か

ら

、

ヵ
ン
ト

的
に
言
え 

ば
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
に
携
わ
ざ
る
を
得
ず
、
影
の
論
理
と
し
て 

の
弁
証
論
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
分
析
的
な
解
明
を 

と
ど
め
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
切
な
こ
と
は
、
近
世 

以
来
喪
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
観
の
す
る
根
源
的
一
の
経
験
な
い
し 

は
、
よ
り
厳
密
に
は
大
乗
仏
教
を
根
底
と
し
た
よ
う
な
空
と
か
中
と
か 

開
け
と
い
う
よ
う
な
絶
対
無
の
経
験
は
、
ど
の
よ
う
な
分
析
的
な
解
明 

に
よ
つ

て
も
開
け
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
一
経
験
と
し

て

の

絶
対
無
の
経
験
は
、
各
人 

の
真
の
自
己
の
創
造
的
な
働
き
と
し
て
の
"生
き
る
"
と

い

う

こ
と
と 

1

つ
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
絶
対
の
有 

か
ら
相
対
的
な
有
へ
、
相
対
的
な
有
か
ら
相
対
的
な
無
へ
、
次
い
で
相 

対
的
な
無
か
ら
虚
無
へ
、
更
に
は
虚
無
か
ら
絶
対
の
無
な
い
し
は
絶
対 

空
へ
の
突
破
は
、
各
人
が
創
造
的
に
絶
対
の
無
な
い
し
は
絶
対
空
に
生 

き

抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ

る

と

い
う
の
が
、
西
谷
哲
学
の 

要
で
あ

る

と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る(

注
7

)

。

こ
の
場
合
の
絶
対
無 

な
い
し
は
絶
対
空
に
生
き
抜
く
と
は
、
実
体
的
な
自
我
に
死
し
て
、
実 

体
的
な
自
己
を
も
自

ら

の

う

ち
に
包
み
込
む
よ
う
な
無
自
性
の
自
己
に
、
 

即
ち
仏
性
と
し
て
の
自
己
に
自
覚
的
に
生
き
抜
く
こ
と
で
あ
り
、
し
か 

も
こ
の
事
実
こ
そ
が
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
事
実
が
、
万
物
に 

妥
当
す
る
仕
方
で
生
き
抜
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
生
き
抜
く
と
き
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
真
の
出
会
い
か
可
能 

で
あ
り
、
ま
た
両
者
の
自
己
同
一
性
が
露
わ
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。注

⑴
三
論
玄
義
は
、
三
論
宗
が
正
依
と
す
る
綱
要
書
。
三
論
宗
は
、
中

論
• 

百

論
•
十
一
一
門
論
と
大
智
度
論
を
主
要
視
す
る
が
、
そ
の
理
由
と
各
論 

の
特
色
と
相
互
の
関
連
を
概
観
し
た
も
の(

新

•
仏
教
辞
典
、
中
村
元 

監
修
、
誠
信
書
房
、S

.
2
1
3

参
照)

。

⑵ H
a
n
s

 

Waldenf
el
s, A

b
s
o
l
u
t
e
s

 

N
i
c
h
t
s
,
H
e
r
d
e
r
,
1976,

s.
s 

参
照
。

⑶
西
谷
啓
治
著
作
集
、

一
一
卷(

禅
の
立
場)

、s.75f.,7
8

ool

参
照
。

⑷
西
谷
啓
治
著
作
集
、

一

八

卷

(

禅
と
浄
土)

、S
.
101-

1
2
0
.

⑶
西
谷
啓
治
著
作
集
、一

一
巻

(

禅
の
立
場)

、S
.
1
4
4

参
照
。

§

西
谷
啓
治
著
作
集
、

一
八
卷(

禅
と
浄
土)

、s.32 f.

m
西
谷
啓
治
著
作
集
、

一
〇
卷

(

宗
教
と
は
何
か)

、
S
OO
0
.
小
論
の
本 

文
中
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
——

無
と
い
う
も
の
も
な
い
絶
対
無
は
、
考
え
ら
れ
た
無
で
は
な
く
、
 

た
だ
生
き
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
よ
う
な
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ」

と
。
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