
置
回
目

「孤
独
の
文
明
」

辻

と

「
共
苦
の
哲
学
」

-

|
現
代
社
会
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世

i
l

hm
rJ

「
孤
独
の
文
明
」
と
し
て
の

〆
K
現
代
社
会

北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
年
で
み
る
二

O
O
八

年
三
月
に
起
こ
っ
た
チ
ペ
ッ
ト
で
の
騒
乱
(
図
①
)

は
記
怪
に
新
し
い
.
幸
か
不
幸
か
、

こ
の
事
件
は
そ

れ
ま
で
日
本
で
は
あ
ま
り
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
人
々
に
意
議
さ
せ
る
契

-l
 

臨
時
と
な
っ
た
.
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
(
以
下
、
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ

k
略
す
.
図
②
)
は
ニ
の
チ
ベ
ッ
ト
問

題
の
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
る
た
め
、
各
種
メ
寸
7

4

ア
が
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
・
と
の
政
治
的
文
脈
を
中
心

に
し
て
彼
の
発
言
を
取
り
上
げ
る
の
は
自
然
な
こ
と

だ
っ
た
し
、
そ
の
た
め
超
大
国
中
国
に
包
摂
さ
れ
て

し
ま
っ
た
一
少
数
民
族
の
致
治
的
指
導
者
主
い
う
の

が
、
後
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
.
む
ろ
ん
そ
う
し
た
位
置
づ
け
は
彼
の
担
う

役
割
の
重
要
な
側
面
の
一
つ
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
持
つ
射
程
は
な
に
る
チ
ペ
ッ

ト
問
題
仁
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
と
同
等
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
に
、
チ
ペ

ッ
ト
問
題
k
い
う
枠
を
超

え
て
、
現
代
社
会
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
じ
看
過
で
き

な
い
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
鏡
り

τい
る
・

本
一
稿
は
現
代
社
会
仁
む
り
た
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
ト
回

世
の
思
想
の
一
端
を
、
「
文
明
と
哲
学
」
と
い
う
本

誌
の
表
題
の
ち
と
に
、
「
共
苦
」

k
い
う
観
点
か
ら

明
ら
か
仁
し
よ
う
k
試
み
る
色
の
で
あ
る
・

こ
の
試
み
仁
際
し
て
、
現
代
社
会
じ
か
ん
す
る
ダ

ラ
イ

・
ラ
マ

の
見
解
仁
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
.

彼
の
ち
っ
と
る
包
括
的
な
見
方
は
以
下
の
よ
う
な
色

の
で
あ
る
.

近
代
世
界
の
状
況
に
お
い
て
、
た
と
え
物
質
的

発
援
が
十
分
で
あ

っ
て
る
、

Hm神
的
発
展
は
r小

仁
、
自
分
の
家
や
車
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど

を
所
有
し
よ
う
と
い
う
普
遍
的
な
野
心
が
多
か

れ
少
な
か
れ
す
べ
て
の
人
仁
あ
る
よ
う
仁
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
自
然
で
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ

る
・
科
学
や
技
術
の
発
展
の
結
果
ー
と
し
て
人
々

が
享
受
し
て
い
る
自
律
性
の
増
大
は
良
い
点
で

あ
る
.
実
際
、
今
日
で
は
以
前
仁
比
ぺ
て
は
る

か
仁
独
立
し
て
い
ら
れ
る
よ
・?
仁
な
っ
て
い

る
.
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
発
展
に
よ
っ
て
、
自

分
の
将
来
は
自
分
の
腐
り
の
人
々
に
で
は
な

〈
、
仕
事
や
雇
用
人
に
依
存
し
て
い
る
、
と
い
う

感
覚
が
生
じ
る
こ

E
Kな
っ
た
。
そ
う
し
て
、

白
分
の
幸
せ
仁
と
っ
て
他
者
は
重
要
で
な
い
の

だ
か
ら
、
他
者
の
幸
せ
は
自
分
に
B

と
っ
て
重
要

で
は
な
い

k
い
う
よ
う
に
ま
す
ま
す
思
う
よ
う

仁
な
っ
た
.
私
の
見
解
で
は
、
人
々
が
愛
情
を

互
い
仁
示
す
、
』
と
が
ま
す
ま
す
厳
し
い
社
会
を

わ
れ
わ
れ
は
作
り
あ
げ
た
よ
う
で
あ
る
τ

あ
ま
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村 :と

優iE

英三

辻
村
優
美

{
つ
じ
む
ら
ま
さ
ひ
で
}

高
野
山
大
学
密
教
文
化
問
究
所
受
託

研
究
員

宗
教
紅
会
学
.
京
都
大
学

跨
土
(
人
間
環
境
学
)

{
請
文
]
『
苦
し
み
と
わ
う
名
の
贈
り

物

l
lダ
ラ
4
・
ラ
マ
十
四
世
に
お

り
る
思
い
や
り
と
普
逗
的
責
任

」
(
学
位
詣
文
)
、
「
ダ
ラ

4
-
-
7

7

十
四
位
じ
お
り
る
祈
り
k
モ
ダ
ニ

テ
ィ
」
(
『宗
教
k
倫
理
』
第
七
回
可
)

な
ど

文明 k留学 Z京空号 152 

十
分
で
あ
る

[U
白一色
E
B
E
N
0
0
0
σ

一
宮
2
・

十
分
な
物
質
的
発
展
と
不
ト
分
な
精
神
的
発
展
、

こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
彼
は
さ
ら
に
詳
し
く

は
け
き
絞
っ
て
い
る
。

近
代
社
会
の
都
市
化
の
進
展
仁
よ
っ
て
、
人
身

の
生
活
は
高
度
仁
一
極
集
中
し

E
い
の
距
障
が

近
く
な
っ
て
い
る
.

こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
今

日
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
仁
頼
る
代
わ
り
仁
、
で

き
る
、
』
土
な
ら
機
械
や
サ
ー
ビ
ス
仁
頼
ろ
う
k

し
て
い
る
.
以
前
な
ら
農
民
は
親
戚
仁
声
を
か

り
て
収
穫
を
手
伝
わ
せ
た
る
の
で
あ
っ
た
が
、

今
日
で
は
単
に
業
者
仁
電
話
を
す
る
だ
け
で
あ

る
近
代
的
な
生
活
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
他
者

に
直
接
額
ら
な
い
よ
う
仁
で
き
て
い
る
。

で

き
る
だ
り

'U分
が
独

ιし
て
い
ら
れ
る
よ
う

り
豊
か
で
な
い
こ
般
的
に
は
田
舎
の
)
社
会

で
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
々
を
安
堵
さ
せ
る
特

徴
で
あ
る
共
同
体
意
識
や
帰
属
意
識
の
代
わ
り

仁
、
わ
れ
わ
れ
が
手
仁
し
た
も
の
は
大
き
な
孤

独
感
や
疎
外
で
あ
る

[U
白
E
Eヨ
白
石
喜
一
寸

∞]
.
 

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
科
学
技
術
仁
よ
る
未
曾
有
の
物

質
的
発
展
が
も
た
ら
し
た
思
恵
を
認
め
つ
つ
色
、
そ

の
暗
部
仁
目
を
と
め
危
偵
を
表
明
し
て
い
る
彼
の

考
え
る
わ
れ
わ
れ
が
手
に
入
れ
た
物
質
的
発
展
の
代

償
、
ぞ
れ
は
孤
独
感
や
疎
外
で
あ
る

た
し
か
じ
現
代
社
会
は
「
物
質
文
明
」

t
呼
ば
れ

る
仁
ふ
さ
わ
し
く
、
過
去
仁
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
物

質
的
発
展
を
遂
げ
た
.
し
か
し
「
物
質
文
明
」
や

「援

減
文
明
」
は
、
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
の
見
方
を
色
主
仁
す

れ
ば
、
同
時
仁
「
孤
独
の
文
明
」
で
色
あ
る
.

日
本
語
の
「
文
明
」
と
い
う
言
葉
は
、

n
E一
5
5コ

の
訳
語
で
あ
り
、
『
易
経
』

や

『古

経
』
な
ど
か
ら

の
借
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る

[西
川
N
O
O叶

(N

g

』
)
一

N
N
ω
]

こ
の
「
文
明
」
の
原
請
で
あ
る

nEEg--2

k
い
う
一一面
禁
の
初
出
を
辿
れ
ば
、
フ
エ
ル
ナ
ン
・
プ

ロ
1
デ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
の

ミ
ラ
ポ
ー
に
よ
る

『人
口
論
』
(
一呂
町
)
仁
行
き
着
く
ゆ

そ
こ
仁
お
い
て

「
文
明
」
は
野
蛮
と
対
立
す
る
物
質

的
価
値
と
精
神
的
価
値
を
同
時
に
さ
す
言
葉
だ
っ
た

n豆独の文明J と「共苦の哲学J153 :;面考E
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[
切
「
由

z
a
冊一
足

3
・
M
1
3
.
し
か
し
今
日
の
日
本
語

の
用
法
で
は
、
一
般
的
に
「
物
質
文
化
」
で
は
な
く

「
物
質
文
明
」
と
言
わ
れ
、
「
精
神
文
明
」
で
は
な
く

「
精
神
文
化
」

k
言
わ
れ
る
よ
う
仁
[
松
本

8
8
…

器
]
、
「
文
明
」
'
と
い
う
言
葉
が
物
質
牲
を
、
一
文
化
」

と
い
う
言
葉
が
精
神
牲
を
強
読
す
る
傾
向
に
あ
る

-
西
川
N

g
寸

(
N
0
2

)

一N
-3

.

き
わ
め
て
お
お
ざ
っ

ぱ
に
今
日
の
言
葉
づ
か
い
を
図
式
化
す
れ
ば
、
文
明

は
物
質
(
物
)
を
、
文
化
は
精
神
(
心
)
を
中
心
仁

捉
え
た
ち
の
と
い
う
こ
と
仁
な
ろ
う
。

孤
独
感
や
疎
外
は
、
現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
訣
し
て
他
人
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
問
題
で

あ
る
。
実
際
、
日
本
社
会
は
こ
の
こ
と
を
否
応
な
し

仁
、
し
か
る
き
わ
め
て
先
鋭
か
つ
悲
劇
的
な
形
で
認

識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
k
な
っ
た
。
そ
の
ひ

E
つ
が
、

い
わ
ゆ
る
「
ア
キ
ハ
パ
ラ
事
件
」

E
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。
「
ア
キ
ハ
パ
ラ
事
件
」
と
は
、
二

O
O八

年
六
月
八
日
の
日
曜
日
、
派
遣
労
働
者
で
あ
っ
た
青

年

K
(
二
十
五
歳
)
が
東
京
秋
葉
原
の
歩
行
者
天
国

仁
ト
ラ

ッ
ク
で
突
進
し
、
ト
ラ

ッ
ク
を
降
り
て
ダ

ガ
l
ナ
イ
フ
で
そ
の
場
に
い
た
十
七
人
を
毎
川差
別
仁

殺
傷
L
た
事
件
で
あ
る
ε

こ
の
事
件
を
分
析
し
た
芹
沢
俊
介
は
青
年
K
の
心

の
暗
部
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
あ
っ
た
「
孤
独
」
を

明
る
み
に
出
し

τい
る
c

芹
沢
仁
止
れ
ば
、
青
年

K
の
孤
独
は
次
の
二
つ
を
意
味
し
て
い
た
。

一
つ
は

働
〈
場
所
で
の
孤
独
感
な
い
し
は
疎
外
感
、

6
う
一

つ
は
人
間
関
係
C
由
来
す
る
狐
独
感
で
あ
る
[
芹
沢

N
O
O
∞一
N
む
]。

前
者
は
、
昨
今
メ
デ
ィ
ア
で
こ
と
仁
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
派
遣
労
働
の
現
場
に
由
来
し
て
お
り
、
そ

こ
で
必
要
k
さ
れ
て
い
る
の
は
「
足
り
る
、
足
り
な

い
で
減
ら
さ
れ
た
り
港
や
さ
れ
た
り
す
る
〈
人
〉
」
〔芹

沢
N
O
B

一
話
]
仁
す
ぎ
ず
、
「
固
有
の
存
在
と
し
て

の
〈俺
〉
を
取
り
去
っ
た
後
の
、
数
と
し
て
の

〈
人
〉
、

議
曹
と
で
る
取
り
替
え
可
能
な
、
非
個
性
的
な
人
間
で

あ
る

l
lこ
れ
が
青
年
の
感
受
し
た
疎
外
感
で
あ

る
」
[
芹
沢
N

O

S

L

己
と
芹
沢
は
結
論
す
る
.

他
方
、
後
者
は
芹
沢
に
よ
れ
ば
、
「
心
の
中
に

特
別
な

〈
誰
か
〉
が
い
な
い
状
態
L

[

芹
沢
N
O
O
∞
一

日∞
]
の
こ
主
で
あ
る
。
赤
ん
坊
は
母
親
に
絶
対
依
存

し
、
母
親
は
そ
れ
を
絶
対
受
容
す
る
が
、
「
心
の
中

仁
特
別
な

〈
誰
か
〉
が
い
な
い
状
態
」
と
は
、
赤
ん

坊
が
す
る
よ
う
な
絶
対
依
存
を
無
条
件

に
受
容
す

の
こ
の
論
点
は
、
ェ

I
リ
ッ

ヒ
・
フ
ロ
ム

(
5・E
-

一手
C
ヨ
ヨ
)
の
分
析
を
見
る
こ
と
じ
よ
っ

て
よ
り
明

確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
人
の
孤
独
感
や
無
カ
惑
は
、
か
れ
の
あ
ら

ゆ
る
人
間
関
係
の
ち
っ
て
い
る
特
徴
じ
よ
っ

て
、
さ
ら
に
治
幅
さ
れ
る
。
個
人
の
他
者
、
と
の

具
体
的
な
関
係
は
、
直
接
的
な
人
間
的
な
性
絡

を
失
い
、
か
け
ひ
き
と
手
段
の
精
神
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
場
の
法
制
が
あ
ら
ゆ

る
社
会
的
個
人
的
関
係
を
支
配
し
て
い
る
a

議

争
者
同
士
の
関
係
は
、
相
互
の
人
間
的
な
無
関

心
仁
志
左
づ
か
な
り
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
e

る
し
そ
う
で
な
り
れ
ば
、
誰
一

人

k
し
て
経
務
的
な
仕
事
を
遂
行
す
る
、』主
は

で
き
な
い
。
た
が
い
に
争
い
、
必
要
な
ら
ば
、

実
際
に
他
人
を
経
済
的
仁
破
滅
さ
せ
る
こ
と
る

た
め
ら
っ

て
は
い
ら
れ
な
い
。
雇
用
人
と
被
雇

用
人
の
関
係
も
同
じ
無
関
心
の
精
神
に
貫
か
れ

τ
い
る
。

彼
ら
の
関
係
は
目
的
仁
対
す
る
手

段
の
関
係
で
あ
り
、
お
互
い
に
道
具

t
な
っ
て

い
る
。
相
互
の
効
用
性
以
外
仁
何
ら
の
関
心
志

抱
か
な
い
関
係
で
あ
る
。
ピ
ジ
、
不
ス
マ
ン
色
そ

の
顧
客
の
関
係
も
ま
た
同
じ
手
段
的
な
も
の
で

あ
る
e
:
・
経
済
的
な
関
係
ば
か
り
で
な
く
人
間

的
な
関
係
る
ま
た
、
疎
外
さ
れ
た
性
格
を
お
び

て
い
る
e

ぞ
れ
は
人
間
同
士
の
関
係
で
は
な

く
、
物
同
士
の
関
係
で
あ
る

[p・C
2
2
-
S
A

(

}

申

h

一-
)
一
=
由。
コ
む
〕
・

フ
ロ
ム
の
分
析
は
、
「
市
場
」
主
ぞ
れ
の
生
み
出

す
人
間
関
係
が
「
人
間
同
士
の
関
係
で
は
な
く
、
物

同
士
の
関
係
」
と
な
っ
て
し
£
い
、
ぞ
れ
が
孤
独
感

を
志
た
ら
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
生
き

る
人
々
は
、
人
閣
で
あ
る
仁
も
か
か
わ
ら
ず

「相

E

の
人
間
的
な
無
関
心
」
に
志
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
.
こ
れ
こ
を
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
見
て
k
っ
た
現

代
社
会
の
状
況
仁
ほ
か
な
ら
な
い
.
す
な
わ
ち
、
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
の
い
う
「
仕
事
や
雇
用
人
仁
依
存
し
て

い
る
と
い
う
慈
賞
」
と
は
、
市
場
仁
お
り
る
自
他
の

関
係
が
手
段
と
し
て
の
物
同
士
の
関
係
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
他
者
の
幸
福
は
自
分
仁

と
っ
て
重
要
で
な
い
」
と
は
相
互
の
人
間
的
な
無
関

心
を
意
味
し
て
い
る
。
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
の
論
点
は
、

フ
ロ
ム
の
い
う
よ
う
に
「
市
場
」

E
ぞ
れ
が
生
み
出

す
人
間
関
係
の
「
物
化
」
仁
あ
る
k
い
え
る
だ
ろ
う
。

x
J
F
「
悪
魔
の
確
き
臼
」
と

〆札、

「ホ

モ
・
エ
コ

ノ
ミ
ク
ス
」

フ
ロ
ム
の
分
析
仁
は
さ
ら
じ
次
の
止
う
な
続
き
が

あ
る
.

る
絶
対
受
容
者

-ttて
の
「
受
け
k
め
手
」
[
芹
沢

N
o
g

-

A
∞
〕
の
欠
如
、
母
親
の
役
割
を
も
っ
存
在
の

欠
如
を
意
味
し
て
い
る

[芹
沢

8
8
一
日
巴
.
ぞ
れ

ゆ
え
、
青
年
K
は
「
誰
に
ち
理
解
さ
れ
な
い
理
解

し
よ
う
と
さ
れ
な
い
」
と
い
う
文
章
を
つ
づ
っ
て
い

た
・
こ
の
受
付
身
の
文
章
仁
は
、
他
者
を
理
解
す
る

主
体
と
し
て
の
自
分
が
主
軸
仁
な
る
の
で
は
な
く
、

栂
手
に
自
分
へ
の
理
解
を
真
っ
先
に
求
め
て
し
ま
う

姿
勢
が
表
れ
て
い
る
、

t
芹
沢
は
分
析
し
て
い
る
[
芹

沢
N
o
g
-

主
]

e

寸
ア
キ
ハ
パ
ラ
事
件
」
の
犯
人
を
断
罪
す
る
の
は

容
易
い
。
し
か
し
、
犯
人
の
心
に
洛
む
「
磁
独
感
」

や
「
疎
外
」
と
い
う
時
閣
を
垣
間
見
る
仁
つ
り
、
断

罪
の
矛
先
が
自
分
自
身
あ
る
い
は
現
代
日
本
社
会
の

あ
り
方
そ
の
ち
の
仁
ま
で
突
き
つ
り
ら
れ
て
い
る
よ

う
じ
思
わ
れ
る
の
は
、
は
た
し
て
筆
者
だ
り
で
あ
ろ

う
か

白書2号 1!i.! 文明と哲学

@

孤
独
を
生
み
出
す
市
場

こ
う
し
た
孤
独
や
疎
外
感
は
ど
う
し
て
生
じ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
に
よ
れ

ば
、
各
人
の
な
か
に
自
分
の
将
来
が
仕
事
や
雇
用

人
に
依
存
し
て
い
る

E
い
う
感
覚
が
生
じ
、
自
分
の

幸
福
じ
と
っ

τ他
者
は
重
要
で
な
い
の
だ
か
ら
、
他

者
の
幸
福
は
自
分
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

手
段
・
と
疎
外
の
精
神
の
最
6
重
要
か
つ
荒
廃
し

た
例
は
、
個
人
の
自
分
自
身
仁
対
す
る
関
係
で

あ
ろ
う
.
人
聞
は
商
品
を
売
る
だ
り
で
な
く
、

自
分
自
身
を
売
り
、
自
分
自
身
が
商
品
で
あ
る

t
感
じ
て
い
る
。
肉
体
労
働
者
は
彼
の
肉
体
的

千
平
ル
ギ
ー
を
売
り
、
ピ
ジ
、
t
f

ス
マ
ン
や
医
者

や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
彼
ら
の
人
絡
を
売
っ

τい

る
e

・
あ
ら
ゆ
る
商
品
k
同
様
に
、
人
聞
の
質

的
価
値
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
聞
の
存
在
そ

の
志
の
さ
え
色
決
定
す
る
の
は
市
場
で
あ
る

[
F・02
5
5
2
(5
2
?
と
2
.

人
間
を
疎
外
し
、
孤
立
さ
せ
る
「
市
場
」
・
他
者

そ
し
て
自
分
自
身
の
存
在
さ
え
る
商
品
と
し
て
決
定

づ
付
る
「
市
場
」。

そ
れ
を
カ

1
ル
・
ポ
ラ
ン

ニ
l

(穴恒
三
宮
き
ち
は
「
悪
魔
の
穣
き
臼
」

(
Z
E
D
-
n

豆
一一
)
と
呼
ん
だ
写
c一三
三
M
O
O
]

(
}
宝
ム
)
一
臼
印
〕
。

彼
に
よ
れ
ば
、
市
場
は
本
来
商
品
で
は
な
い
る
の
を

-2
 

商
品
に
し
て
し
ま
っ
た
.
そ
の
ひ
と
つ
が
労
働
で
あ

り
、
人
間
自
身
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
@
労
働
は
、

生
命
そ
れ
自
身
仁
伴
う
人
間
活
動
で
あ
り
、
生
命
の

自
余
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
し
、

売
る
た
め
仁
生
産
さ
れ
る
も
の
で
も
な
り
れ
ば
、
貯

め
た
り
持
ち
運
ん
だ
り
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
市
場
で
売
ら
れ
る
た
め
に
生
産
さ
れ
る

も
の
、
と
経
験
的
に
定
義
さ
れ
る
「
商
品
」
で
は

「孤独の文明J!: r共苦の管室芋J155 書面考E



な
い
〔
H
J
M
一回コ〕『↑Moo-
(
包
主
)
い
叶
印
]
.
に
も
か
か

わ
ら
ず
労
働
と
い
う
名
の
も
k
に
人
間
が
売
り
物
仁

な
っ
た
可
c
gミ一
N
g』
(
一由
主
)
・

}諒

1
5己
.
す

な
わ
ち
、
貸
金
と
い
う
価
絡
を
付
与
さ
れ
た
商
品
・
と

な
り
市
場
で
売
買
さ
れ
る
る
の
に
な
っ
た
の
で
あ

る

[
司
O
ED
『一

N
OO」

(
S主
)
一
寸
巴
。
ポ
ラ
ン

ニ
ー

に
よ
れ
ば
、
労
働
と
い
う
商
品
種
は
全
〈
擬
制
的
な

(コ
R
C
E
o
c
z
)

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ニ
の
擬
制

(
2
n
z
o
コ
)
が
あ
る
か
ら
こ
ぞ
労
働
の
市
場
が
組
織

化
さ
れ
る
[
勺
O
一巳ミ一

Ng
一
(
}
C
A

A
)

一
読
〕
.

こ
う

し
て
労
働
を
市
場
の
法
則
仁
従
わ
せ
る
こ
k
は
、
ぞ

れ
ま
で
有
機
的
だ
っ
た
人
間
の
生
活
形
態
を
、
ア
ト

ミ
ッ
ク
で
個
人
主
義
的
な
も
の
へ

k
転
換
さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た
守

ozミ
一
M
0
2
2
ま
と
一

】コ
寸

過
去
に
自
身
が
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
日
本
の
構

造
改
革
を
批
判
し
、
自
ら
「
像
悔
の
書
」
を
著
し
た

中
谷
巌
仁
よ
れ
ば
、
市
場
が
孤
独
を
議
し
て
く
れ
る

こ
と
は
な
い
.
た
と
え
、
個
人
が
市
場
仁
参
加
す
る

こ
k
r
c、
社
会
主
接
触
す
る
と
し
て
る
、
市
場
は
監

名
性
仁
あ
る
需
給
調
整
の
場
に
す
ぎ
ず
、
人
々
の
精

衿
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
は
な
り
得
な
い
。
む
し
ろ
、

「
労
働
の
商
品
化
」
を
加
速
す
る
こ
k
で
、
働
〈
人

た
ち
の
疎
外
感
を
培
偏
す
る
[
中
谷

N
O
S
G
O
C∞)一

出叩〕
.
「
ア
キ
ハ
パ
ラ
事
件
」
は
ま
さ
し
〈
こ
う
し

た
市
湯
が
有
す
る
負
の
機
能
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
・

-
7
人
間
像
は
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
な
の
で
あ
っ

た
.N

Y
「
共
苦
の
哲
学
」

t
し
て
の

/札、

ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
思
想

「
孤
独
の
文
明
」
に
対
し
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は

ど
の
よ
う
な
「
哲
学
」
を
提
示
L
て
い
る
だ
ろ
う
か
河

こ
こ
で
は
「
哲
学
」

k
い
う
言
葉
を
、
大
幅
削
良
介
の

い
う
「
机
上
の
学
問
・
と
い
う
意
味
で
は
な
〈
て
、
現

代
世
界
の
問
題
を
根
底
か
ら
考
え
る
作
業
」
と
し
て

の
「
哲
学
」
、
あ
る
い
は
上
回
閑
照
の
い
う
「
近
代

文
明
を
批
判
す
る
た
め
の
立
場
k
し
て
で
は
な
く
、

人
間
仁
と
っ
て
の
根
本
的
な
あ
り
方
の
自
覚
」

k
し

て
の
「
哲
学
」

k
い
う
霞
点
で
捉
え
た
い
[
上
回
・

-3
 

大
橋

NOO∞一

?
3
-
こ
う
い
う
稜
点
か
ら
「
哲
学
」

と
い
う
言
葉
を
捉
え
る
仁
は
、
中
村
一
冗
の
分
析
が
参

考
に
な
る
だ
ろ
う
.
彼
は
、
「
哲
学
」

t
「
宗
教
」

t
い
う
言
葉
の
西
洋
お
よ
び
東
洋
の
諸
伝
統
仁
お
り

る
対
応
語
の
意
味
を
検
討
し
た
・
そ
の
結
果
見
出
し

た
諸
伝
統
の
共
通
分
母
'
と
し
て
の
意
味
は
「
生
き
方
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
[
中
村

5
号
一
ω
ω
o一，

「
人
間
に
主
つ
て
の
根
本
的
な
あ
り
方
」
を
自
覚

L
「
現
代
世
界
の
問
題
を
援
底
か
ら
考
え
る
作
業
」

と
し
て
の
「
生
き
方
」

H

「
哲
学
」
と
い
う
観
点
か

ら
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
思
想
を
眺
め
た
と
き
、
彼
の
提

示
す
る
「
哲
学
」

k
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
ぞ
れ

ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ
る
k

「
悪
魔
の
履
き
臼
」

k
し

て
の
市
均
経
清
は
、
「
貨
幣
利
得
の
最
大
化
を
達
成

し
よ
う
k
振
る
舞
・
?
、
と
い
う
期
待
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
」
[
℃
O
一言
可
-
N
O
O
一
(
}宝
ム
)
一
寸
ニ
の
で
あ
り
、

人
々
の

一
自
己
利
益
(
白
色
{-ZF2・S
F)
に
も
と
づ

い
て
い
る
」
〔
T
O
E
-長一

NOO]
(石
全
)
一
自
品
。

市
場
が
前
提
と
す
る
自
己
利
益
を
中
心
・
と
し
た
人

間
像
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
(
彼
の
い
う
共
感
の
重

要
性
仁
触
れ
て
い
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
見
解
は
後
述

す
る
)
以
来
の
経
液
学
仁
お
い
て
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ

ミ
ク
ス
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
.
「
ホ
そ
・

エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
ア
ト
ム
的
な
存
在
で
あ
り
、
自

分
の
満
足
や
利
益
を
最
大
化
す
べ
〈
市
場
仁
参
加
す

る

[中
谷

N
g
u
c
g∞
)
一
宮
l

印
印
可
す
で
仁
見
た

ポ
ラ
ン
ニ

l
の
指
摘
に
止
れ
ば
、
人
閣
は
自
ら
を
商

品
k
化
し
て
市
緑
仁
参
加
す
る
.
そ
う
し
て
自
己
利

益
の
最
大
化
を
目
指
し
、
ぞ
の
た
め
に
他
者
が
不
幸

仁
な
っ
た
と
し
て
志
向
の
道
徳
的
責
任
を
感
じ
た
り

し
な
い
合
理
精
神
こ
そ
が
、
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」

仁
求
め
ら
れ
る
資
質
で
あ
る
と
中
谷
は
述
ぺ
て
い
る

{
中
谷

8
3
(
NC
O∞)
二一
N]
。

市
場
経
済
社
会
に
お
い
て
は
、
「
経
済
が
社
会
的

諸
関
係
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
社

会
的
諸
関
係
が
経
済
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
埋
め
込
ま

れ」

[
2一言
1
N
g
一
(
-宝
ム
)
一
m
O
〕
て
お
り
、
「市

均
の
法
制
が
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
個
人
的
関
係
を
支
配

は
市
場
経
済
社
会
が
充
分
に
汲
み
取
っ
て
こ
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
排
除
し
て
き
た
も
の
を
掘
り
起
こ
す

作
業
仁
ほ
か
な
ら
な
い
.
そ
し
て
こ
の
点
を
採
る
仁

際
L
て
る
、
孤
独
感
な
ど
の
現
代
社
会
に
お
け
る
諸

問
題
に
対
処
す
ぺ
く
な
さ
れ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
提

言
か
ら
は
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
.

実
際
、
他
者
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら

れ
た
行
動
を
取
り
始
め
る
や
い
な
や
、
絶
望
感

や
孤
独
感
な
ど
と
い
っ
た
、
近
代
生
活
の
符

徴
Lι

な
っ
て
い
る
符
神
的
あ
る
い
は
感
情
的
な

苦
し
み
は
軽
減
さ
れ
る

[
O
D
E
-
「
E
2巴

5
0
?

に
己
.

る
し
あ
な
た
が
孤
立
感
や
孤
独
感
を
克
服
し
た

い
の
な
ら
、
基
本
的
な
態
度
を
大
き
く
変
え
る

必
要
が
あ
る
・
そ
の
最
良
の
方
法
は
、
あ
な
た

の
心
に
共
苦
を
抱
い
て
他
者
に
接
す
る
こ
主
で

あ
る

[
U色白一

Fhzdg
包
U
D
(
E
D
∞)一回一山]
.

「
他
者
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
行

動」、

こ
れ
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
?
の
思
想
を
貫
〈
大
き

な
住
で
あ
り
、
一
言
で
い
え
ば
「
共
苦
」
で
あ
る

こ
の
よ
う
じ
伎
が
現
代
社
会
仁
向
付
て
提
示
す
る

「
哲
学
」
を
形
容
す
る
と
す
れ
ば
、
「
共
苦
の
哲
学
」

と
い
う
‘
』
と
が
で
き
よ
う

し
て
い
る
」
亡
2
6
ラ
ヨ
}
也
市
V

与
(
}
望
日
)
一
己
∞
]
.
「ホ

モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
そ
う
し
た
社
会
で
生
き
る

人
々
に
求
め
ら
れ
る
人
間
抽
出
で
あ
る
.

現
代
社
会
の
人
々
の
あ
い
だ
で
「
自
分
の
将
来
は

自
分
の
周
り
の
人
々
仁
で
は
な
く
、
仕
事
や
雇
用
人

仁
依
存
し
て
い
る
・
と
い
う
感
覚
が
生
じ
る
こ
・とと

な
っ
た
・
そ
う
し
て
、
自
分
の
幸
せ
仁
と
っ
て
他
者

は
重
要
で
な
い
の
だ
か
ら
、
他
者
の
幸
せ
は
自
分
仁

と
っ
て
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
ま
す
ま
す
思

う
よ
う
仁
な
っ
た
.
私
の
見
解
で
は
、
人
今
が
愛
情

を
お
互
い
に
示
す
-」
と
が
ま
す
ま
す
驚
し
い
社
会
を

わ
れ
わ
れ
は
作
り
あ
げ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
述
ぺ
る

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
分
析
は
、
人
間
の
商
品
化
を
推
し

進
め
る
市
均
k
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
「
ホ
モ
・
エ
コ

ノ
ミ
ク
ス
」

t
い
う
人
間
像
を
担
え
た
も
の
仁
ほ
か

な
ら
な
い
.

以
上
、
現
代
社
会
仁
つ
い
て
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
?
の

見
解
を
、
諸
研
究
の
助
け
を
借
り
て
明
確
仁
し
よ
う

k
し
て
き
た
。
彼
の
考
え
る
現
代
社
会
仁
お
け
る
孤

独
の
要
因
の
一
つ
は
市
場
仁
お
り
る
労
働
の
商
品
化

す
な
わ
ち
人
間
の
商
品
化
仁
あ
る
と
い
え
よ
う
(
ダ

ラ
イ

・
ラ
マ
の
文
脈
か
ら
、
労
働
の
商
品
化
を
再
定
義

す
る
作
業
は
後
述
す
る
)
・
そ
の
意
味
で
現
代
社
会

を
文
明
目
物
質
(
物
)
と
い
う
図
式
仁
よ
っ
て
「
弧

独
の
文
明
」
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
・

そ
し
て
、
「
孤
独
の
文
明
」
で
中
心
的
な
役
割
を
担

m2号 156文明主哲学

「
孤
独
の
文
明
」
仁
対
L
て
ダ
ラ

4
・
ラ
マ
が
提

示
す
る
「
哲
学
」
を
「
共
苦
の
哲
学
」
と
捉
え
る
の

に
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
彼
の
描
〈
人
間
像
で
あ
る
.

根
本
的
仁
人
聞
の
本
質
は
共
苦
し
、
優
L
い
る

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
弘
の
ゆ
る
ぎ
な
い

確
信
で
あ
る

[
U包
包

E
E白
包
g
c
g
g
h

ω
S
F
 

こ
う
し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
よ
る
人
間
の
本
質
仁

つ
い
て
の
見
方
は
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
は

対
極
的
で
あ
る
e

す
で
仁
中
谷
の
指
錨
に
お
い
て
見

た
よ
う
じ
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
求
め
ら
れ

る
の
は
、
自
己
利
益
の
最
大
化
を
目
指
し
、
そ
の
た

め
仁
他
者
が
不
幸
じ
な
っ
た
と
し
て
も
何
の
道
徳
的

責
任
ち
感
じ
る
こ
と
の
な
い
合
理
精
神
で
あ
る
・
ぞ

れ
ゆ
え
「
ホ
そ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
は
、
他
者
の
た

め
に
尽
く
し
た
い

t
か
、
社
会
主
の
幹
を
持
ち
た
い

と
い
う
よ
う
な
、
人
聞
が
本
来
持
っ
て
い
る
要
索
を

非
合
畑
仕
な
る
の

K
L
て
排
除
し
て
し
ま
う
〔
中
谷

N
g也
(NOO∞
)
一
目
白
]
@
他
者
の
苫
を
共
に
し
よ
う
な

ど
k
い
う
・
』

k
は
な
お
さ
ら
ご
法
度
で
あ
る

ぞ
れ
じ
対
し
、
ダ
ラ
4
・
ラ
マ
の
描
〈
人
間
像
は

「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
が
非
合
理
な
色
の
k
し

て
排
除
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
共
苦
」

を
中
心
仁
据
え
て
い
る
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い見いれ
き解るはダ~
たを ・彼ラ明J
い通 こ のイて
。 し こ 思・ 夕、
てで懇ラフ
、仏的マイ

「教基の
きに盤い 弓
古つでう二

ら22五 己
意の仏苦お
味ダ教'---- 11 
坦ラにとる
苓イ摂 lま
tこ ・を阿」」7
追ラ有か苓
つマし J育
てのて こ

仏
陀
の
教
え
と
い
う
る
の
を
突
き
詰
め
て
言
え

ば
、
私
が
い
つ
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
縁
起

の
見
解
と
、
非
暴
力
の
行
為
で
あ
る
日
出
E

F
出
向
出
血
N
C
o
o-r
g
∞
]
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
仏
教
を
「
縁
起
の
見
解
」
と
「
非

暴
力
の
行
為
」
の
二
つ
仁
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
。
「縁

起
の
見
解
」
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
で
論
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
「
非
暴
力
の
行
為
」

を
中
心
仁
考
察
す
る
こ

t
仁
す
る
。
「
非
暴
力
」
仁

つ
い
て
彼
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

.‘
 

仏
教
徒
の
行
為
で
あ
る
非
暴
力
仁
は
大
小
の
二

つ
が
あ
る
。
大
な
る
意
味
じ
お
い
て
言
う
な
ら

ば
、
非
暴
力
は
他
者
に
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
、

主
い
う
こ
k
で
あ
る
.
こ
れ
は
大
乗
の
ダ
ル
マ

(与
9
1
)

の
核
心
で
あ
る
。
小
な
る
意
味
仁
お

い

τは
、
非
暴
力
は
他
者
を
傷
つ
り
な
い
、
あ

九
J

グ
ダ
ラ
ィ
，
ラ
マ
の
ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
論

〆
忙
|
|
共
苦
と
共
感

す
で
仁
見
た
よ
う
に
ダ
ラ
イ

目
ラ
マ

は
共
苦
を

人
聞
の
本
賓
と
捉
え
て
い
る
[
匂
包
包
F
E
-
-
u
』
UU
D

C
S
∞
)
一
ω
2
.
こ
う
し
た
人
間
像
を
描
く
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
は
、
共
苦
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
「
ホ
モ
・
エ

コ
ノ
ミ
ク
ス
」
を
基
礎
仁
霊
〈
市
場
経
済
を
危
険
な

も
の

k
更
て
い
る
。

ア
ダ
ム

・
ス
ミ
ス
は
経
済
シ
ス
テ
ム
の
道
徳
的

側
面
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
が
、
そ
の
後
継
者

た
ち
の
多
〈
は
-
」
の
側
面
を
無
視
し
て
い
る
.

私
は
道
徳
的
側
面
を
欠
い
た
経
済
シ
ス
テ
ム
は

危
険
だ
と
考
え
て
い
る
e

ぞ
れ
ゆ
え
、
私
は
自

由
市
場
に
責
任
(
目
的
U
O
D
凹
笠
宮
司
)
の
側
面
を

加
え
た
い
[
む
と
包
E
B
E
N
S
?
5

2
.

こ
こ
で
注
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ

は
市
場
経
済
を
危
設
な
も
の
と

捉
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
す
ぺ
て
を
否
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
適
者
生
存
に
は
反

対
し
な
が
ら
品
、
思
想
や
宗
教
の
自
由
お
よ
び
多
様

性
が
あ
る
・
と
い
う
点
仁
お
い
て
自
由
市
場
仁
信
頼
を

寄
せ
て
い
る
〔
巳
u
g
-
-izヨ
2
8
S
一

一寸
巴
。
市
場

経
済
を
全
面
的
仁
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

る
い
は
他
者
仁
害
を
与
え
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
小
乗
の
ダ
ル
マ
の
核
心
で
あ

る
a

結
局
、
大
乗
小
乗
二
つ
の
ダ
ル
マ
の
根
本

は
ニ
ン
ジ
エ
(
田
口
三
口
相
自
己
目
)
仁
あ
る
[
口
主
主
一

「
2
5
2
M
(
)
C
O
U
一
一
山
一
N
]
@

るチ仏で大
。ぺ教 て 乗ダ
ツで~! /)、ラ
トい三乗イ
語うこの
で「以二ラ
、 慈 乞 つ マ

彼悲 7 仁 lま
は」で分仏
こ の三 11教
れう二つ tこ
をち合つお
次の「も It
の「 ニ 、る
よ悲?ン両「
う」ジ者非
仁にエの暴
定あ」元力
義たと{こ」
するははを

有
情
た
ち
が
苦
と
そ
の
因
の
一
切
か
ら
離
脱

す
る
よ
う
に
欲
す
る
こ
L
乙
で
あ
る

[口
白
E

F
E
一
ゴ
釦
N
O
O
U
(」

5
u
m
)
一切』〕

S

こ
こ
で
い
う
「
有
情
」

と
は
チ
ベ
ッ
ト
語
で
「
セ

ム

・
チ
エ

ン
」
(
印
gdm
g
コ
)
、
す
な
わ
ち
「
心
を

有
す
る
志
の
」
を
意
味
し
、
音
楽
を
感
受
す
る
こ
と

の
で
き
る
存
在
の
こ
と
を
指
す
e

「
ニ
ン
ジ
エ
」
・
と
は
、

そ
う
し
た
有
備
が
苦
し
み
か
ら
接
相
脱
す
る
よ
う
に
と

欲
す
る
こ
と
で
あ
る
.

こ
の
定
義
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
以
下
の
よ
う
に
る
言
う
・

-6
 

わ
れ
わ
れ
の
生
得
的
な
感
情
移
入
の
能
力
は

責
任
の
側
面
を
「
加
え
た
い
」
と
述
ぺ
て
い
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
e

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
市
場
経
済
を

廃
棄
す
べ
き
だ
k
は
決
し
て
考
え

τお
ら
ず
、
そ
の

不
十
分
な
点
あ
る
い
は
彼
が
危
険
だ

k
考
え
る
欠
点

を
補
完
す
ぺ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

補
完
す
ぺ
き
点
と
い
う
の
が
、
彼
の
い
う
道
徳
的
側

面
で
あ
る
。
こ
の
点
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
が
論
じ
て
い
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳

的
傍
面
で
あ
る
a

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
自
己
を
他
者
の
立
場
に
置

い
て
考
え
る
道
復
的
感
覚
の
発
展
に
言
及
し
て

い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
「
自
己
主
他
者

の
交
換
」

t
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
不
幸
に
も
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
自
己

k
他
者
を
交
換
す
る
調

練
の
必
要
性
を
十
分
仁
強
調
し
な
か
っ
た
。
道

徳
的
問
題
に
深
い
関
心
と
洞
察
を
持
っ
て
い
た

に
色
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ミ
ス
は
競
争

E
そ
の
規

制
が
す
ぺ
て
の
人
仁
繁
栄
を
る
た
ら
す
と
信
じ

-z
 

た
。
欠
り
て
い
る
の
は
、
正
し
い
行
い
(
包
住
民

口
o
-三
z
n
F
)
色
ま
た
必
要
だ

E
主
張
す
る
こ

t

で
あ
る
[
U
E
一
三

一ゐ
ヨ
Z
N
C
C
∞
一
ミ
色
。

こ
こ
で
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
が
触
れ
て
い
る
「
自
己
主

他
者
の
交
換
L
Kは
、
シ

T
l
ン
テ
イ
デ
ー
グ
ァ
の

『
入
菩
薩
行
論
」
第
八
章
仁
説
か
れ
て
い
る
「
自
他

す
ぺ
て
の
人
間
的
資
質
の
最
る
貴
重
な
源
泉
で

あ
り
、
ぞ
れ
を
チ
ベ

ッ
ト
語
で
は
ニ
ン
ジ
エ
と

呼
ぶ
@

一
般
的
仁
は
単
に
n
o
g-g
g
E
d
と
訳

ろ
れ
て
い
る
が
、
ニ
ン
ジ
ェ

k
い
う
言
葉
仁
は

筒
諒
仁
伝
え
る
仁
は
難
し
い
多
く
の
意
味
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る

考
え
は
普
遍
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る

6
の
で
あ

る
。
ぞ
れ
は
、
愛
や
、
好
意
、
親
切
心
、
優
し

き
、
心
の
寛
大
き
、
そ
し
て
心
の
温
か
き
で
あ

る
。
ま
た
、
共
感
(
印
可
ヨ
匂
田
吾
可
)
や
愛
情
の

意
味
で
色
使
わ
れ
る
・
他
方
、
ぞ
れ
は
見
下
し

た
よ
う
な
同
情

(
U
-
G
)

を
意
味
し
な
い
.
思

考
せ
が
-
孟
し
さ
で
4

む
な
い
。
む
し
ろ
反
対
仁
、

ニ
ン
ジ
L

は
他
者
k
の
結
び
つ
き
の
感
覚
を
意

味
し
て
い
る
〔
口
白
一
色
F
2
出
血
5
0
U
一
寸
ω
一・

2
]。
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ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
い
う
「
ニ
ン
ジ
エ
」
仁
は
上
述

の
よ
-ヲ
な
様
々
な
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
仁

ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
訳
語
は
み
つ
か
ら
な
い

が
、
本
一
橋
で
は
そ
う
し
た
意
味
内
容
を
含
ん
だ
志
の

t
し
て
、
こ
れ
を
あ
え
て
「
共
生
育
」

t
訳
す
こ

t
仁

す
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
仁
よ
れ
ば
、
「
共
苦
」
は
す

べ
て
の
人
が
持
つ
人
間
的
資
質
で
あ
る
。

等
換
」

(σ
皆

同

開

N
E
ロ
旨
】
苫
B
U
江
口
)
の
こ
主
で

あ
る
，
「
自
他
等
換
」

t
は
、
「
自
他
平
等
」
の
認
識

を
育
む
こ
と
仁
よ
っ
て
自
己
と
他
者
の
立
渇
を
交
換

し、

自
己
中
心
的
な
考
え
方
を
減
じ
て
共
苦
を
発
展

さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
「
自
他
等
換
」
お
よ
び
「共
著
」

の
要

t
な
る

「自
他
平
等
」
仁
つ
い
て
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
は
次
の
よ
う
仁
説
明
し
て
い
る
。

自
他
平
等
(
豆
由
民
民
N
2
2
コ
ヨ
コ
苫
ヨ
豆
)
と
は
、

自
分
が
幸
福
を
欲
し
苦
を
欲
さ
な
い
よ
う
に
、

虚
空
の
よ
う
に
尽
き
る

--
K
の
な
い
ほ
ど
多
く

の
有
情
も
ま
た
、
幸
福
を
欲
し
苦
を
欲
き
な
い

、
」
K
仁
お
い

τ完
全
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る

[O
包
一
包
戸
田
ヨ
出
N
O
O
N
(
N
C
C
C)
一∞∞
]

a

「
自
他
平
等
」
の
認
識

E
は
、
自
己
主
同
じ
〈
苦

を
経
験
L
苦
を
欲
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
他
者
を
認

識
す
る
こ
と
で
あ
る
.
共
苦
は
こ
の
認
識
に
る
と
づ

〈
e

市
場
経
済
に
お
い
て
補
完
す
‘
べ
き
だ

k
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
が
言
う
道
徳
的
側
面

k
は
、
「
自
他
平
等
」
の

認
識
と
そ
れ
仁
ち
と
づ
く
「
共
苦
」
の
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
.
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、

ス
ミ
ス
の
説
い
た

共
感
そ
共
苦

t
捉
え
、
こ
れ
を
市
場
経
済
社
会
仁
付

付
加
え
た
い
と
考
え
て
い
る
.

r~4生の文明み t f共苦の哲学j159 論考E



h
J

〉

一自
他
平
等
」
と
労
働
の
商
品
化

に
に
|
|
人
聞
か
ら
の
苦
の
排
除

こ
の

「自
他
平
等
」
の
認
識
を
s
u
t
じ
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
問
題
と
し
て
き
た
労
働
の
志
向
品
化
を
ダ
ラ

イ

・
ラ
マ
の
文
脈
で
再
定
義
す
る
作
業
が
可
能
に
な

'
Q
 す

で
に
み
た
ポ
ラ
ン

ニ
l
の
指
摘
仁
よ
れ
ば
、
労

働
と
は
生
命
ぞ
れ
自
体
仁
伴
う
人
間
活
動
で
あ
り
、

生
命
の
自
余
か
ら
決
し
て
切
り
離
す
噂
E
Lが
で
き
な

い
。
ダ
ラ
イ
・ラ
マ
の
文
脈
仁
置
き
換
え

τ一宮
?ι
ば、

人
間
活
動
E
は
精
神
的
，
肉
体
的
な
「
苦
」
か
ら
は

決
し

τ切
り
離
せ
な
い

L
の
で
あ
る
。
仁
も
か
か
わ

ら
ず
、
市
場
で
取
引
さ
れ
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
商

品
を
生
産
す
る
労
働
で
あ
り
、
精
神
的
・
同
体
的
な

苦
で
は
な
い
。

「
苦
」
主
は
何
か
@
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
仁
よ
れ
ば
、
「
欲

さ
な
い
も
の
が
苦
で
あ
る
」

[
0
2
一
包
[
弘
ヨ
白

M
g
c白一

躍
8
.
ぞ
れ
ゆ
え
、
人
々
の
自
己
利
益
に
か
な
わ
な

い
志
の
、
す
な
わ
ち
欲
さ
な
い
毛
の
で
あ
る
「
苦
」

が
市
場
仁
お
り
る
取
引
の
租
上
仁
上
が
る
こ
と
は
な

い
。
非
生
産
的
で
効
用
性
の
な
い
「
苦
」
に
賃
金
が

支
払
わ
れ
る
こ
k
は
な
い
。
労
働
仁
反
映
さ
れ
な
い

「
苦
」
、
た

t
え
ば
人
間
関
係
の
悩
み
、
将
来
へ
の
不

安
、
病
気
な
ど
は
見
向
き
も
さ
れ
な
い
し
、
そ
う
し

た
「
苦
」
仁
苛
ま
れ
て
働
け
な
く
な
っ
た
人
は
市
場

ロ
】戸
吉
田
昌
色

]凶冊目
U
O
』戸田
一区ロ
ζ

・
と
し
て
統
一
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
様
々
な
言
葉
が
存

在
し
て
お
り
、
一
つ
の
術
語
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い

な
い
.
し
か
し
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
自
身
が
述
べ
て
い
る

よ
う
仁
、
ぞ
の
意
味
内
容
は
「
チ
・
セ
ム
」
(
白
ミ
一

怒
ヨ
己
主
い
う
チ
ペ
ッ
ト
語
仁
集
約
さ
れ
て
い
る

t
考
え
て
よ
い

[
O
国
一白二
、出ヨ
出
一
泊
宰
二
凸
N
]
。
そ

の
よ
う
に
踏
ま
え
た
上
で
以
下
、
「
普
選
的
責
任
」

の
意
味
内
容
仁
つ
い
て
考
案
し
た
い
。

@
普
遍
と
し
て
の
苦

「
チ
・
セ
ム
」
の
「
チ
」

(23乙
t
は
、
公
私
の
「
私
」

(
話
会
・
)
や
一
個
別
」

(σ
苦

宮
・=
肉
)
の
対
義
語
で
、
「
普

通
」
を
意
味
す
る
。
そ
L
て
「
普
遍
的
責
任
一
に
お

け
る
「
普
遍
」
は
、
共
苦
の
及
ぶ
範
囲
を
指
し
て
い
る
a

共
著
の
及
ぶ
箆
周
が
「
普
遍
」
で
あ
る
k
は
、
敵

や
友
人
あ
る
い
は
手
段
か
そ
う
で
右
い
か
と
い
っ
た

区
別
を
他
者
に
つ
い
て
設
け
な
い

こ
を
だ
土
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
は
い
う
。
他
者
を
こ
の
よ
う
仁
区
別
す
る

る
の
は
、
自
己
の
弘
的
な
精
神
的
投
影
だ

k
彼
は
見

な
す
[
り
白

E
F白
自
国
一5
8
2
8∞
)一
m
v
N
]

。
他
者

を
手
段
主
み
な
す
か
ど
う
か
は
、
「
自
己
仁
左
っ
て
」
、

そ
の
者
が
役
仁
立
っ
か
ど
う
か
な
ど
の
私
的
な
見
解

仁
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
者
を
手
段
で

あ
ら
し
め
る
、
完
全
に
独
立
し
た
本
質
的
根
拠
は
な

い
.
自
己
の
私
的
な
見
解
と
他
者
の
私
的
な
見
解

t

か
ら
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
市
場
に
お
い
て
人
々

を
結
び
つ
け
る
の
は
「
苦
」
で
は
な
い
s

「
ホ
モ
・

エ
コ

ノ
ミ
ク
ス
」
は
「
苦
」
を
取
引
し
よ
う
と
は
決

し
て
思
わ
な
い
.
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
い
う
一
自
他
平

等
一
の
考
え
方
か
ら
す
る
k
、
商
品
化
さ
れ
た
労
働

の
取
引
を
中
心
正
し
た
人
間
同
士
の
関
わ
り
は
、
人

間
で
あ
る
か
ぎ
り
絶
対
仁
避
り
る
こ
と
の
で
き
な
い

「
苦
」
を
排
除
し
て
い
る

e

フ
ロ
ム
が
市
場
に
お
け
る
人
間
関
係
を
「
物
同
士

の
関
係
」

t
表
現
し
た
の
は
実
仁
興
味
深
い
。
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
仁
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
物
に
対
し
て
共

苦
す
る
こ
唱
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
は

「苦
」

を
感
受
し
な
い
[
口
白
一
色
「
白
B
B
呂
田
由

一寸
色
、
い
わ

ば
「
苦
」
を
排
除
L
て
い
る
か
ら
で
あ
る
・

こ
う
し
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
文
脈
か
ら
労
働
の
商

品
化
を
再
定
義
す
れ
ば
、
人
聞
か
ら
の
「
苦
」
の
排

除
k
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
が
擬
制
だ
L
も
す
る
労
働
'
と
い
う
名
の
商
品
は
、

人
間
か
ら
「
苦
」
を
排
除
し
た
録
制
的
な
商
品
と
い

う
仁
等
し
い
。

、
ソ
市
場
に
付
付
加
え
る
べ
き
「
責
任
」
ー
-

d
H

巴、
ダ
ラ
イ

・
ラ
マ

の
「
普
遍
的
責
任
」
|
|

市
場
仁
お
い
て
労
働
の
名
の
む

t
に
「
苦
」
を
排

除
し
た
獲
制
的
な
商
品
曹
と
し
て
人
間
が
取
引
さ
れ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
は
人
聞
の

の
関
係
に
よ
っ
て
、
個
々
の
人
物
は
手
段
・
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
ヒ
す
ぎ
な
い
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
考

え
か
ら
す
れ
ば
、
他
者
仁
つ
い
て
の
こ
う
し
た
区
別

は
「
弘
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
個
別
性
」
に
る

色
づ
い
て
い
る
。

赴
ハ
苦
と
は
、

こ
の
よ
う
な
私
的
な
区
別
仁
も
正
づ

く
る
の
で
は
な
い
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
仁
よ
る
と
、
他

者
が
自
己
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
ろ
う
と
、

人
間
(
あ
る
い
は
有
情
)
で
あ
る
こ
k
仁
は
変
わ
り

は
な
く
、
自
己
主
同
じ
よ
う
仁
苦
を
感
受
し
、
苦
'T

欲
さ
な
い
。
こ
の
点
仁
・
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
な

か
仁
苦
と
い
う
「
普
遍
性
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
好
き
な
色
の
花
瓶
で
あ
ろ
う
と
、
嫌
い
な
色
の

花
瓶
で
あ
ろ
う
と
、
花
を
生
け
る
物
で
あ
る
と
い
う

点
に
お
い
て
区
別
が
な
い
の
k
同
じ
よ
う
に
、
「
並
目

逼
」
と
し

τの
苦
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
有
情
も
ま

た
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
.

普
遍
的
責
任
の
考
え
の
背
後
仁
あ
る
前
提
は
単

純
な
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
他

者
の
欲
求
は
自
分
自
身
の
欲
求
と
同
じ
で
あ

り
、
す
ぺ
て
の
生
り
る
も
の
は
幸
福
を
望
み
、

苦
を
望
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

hU
恒
一乞

E
ヨ国

S
S
(
}由
吉
)
一
∞
]
.

本
質
で
あ
る
「
苦
」
-
を
汲
み
取
る
こ
E
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
ま
さ
し
く
こ
の
必
要
性

仁
応
え
る
た
め
仁
、
市
場
仁
「
支
任
」
を
付
り
加
え

る
べ

き
だ
と
い
う
。
こ
の
「
責
任
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
独
自
の
概
念
で
あ
る
「
普

遍
的
責
任
」

(
C三
〈
合

-zz-
F
3
2
Z
u--ニ
可
)
仁
つ

い
て
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
.

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
一
九
七
三
年
仁
最
初
に
西
洋

・8

を
訪
れ
た

t
き
以
来
ず
っ

t
‘
」
の
概
念
を
提
唱
し
絞

り
て
き
た

[
U

E

一
包
「
2
3
2
3
m
)
U
L
0
2
.
彼
が

こ

の
概
念
を
提
唱
し
た
背
景
を
種
々
に
推
測
す
る
・7
と

が
で
き
よ
う
。
た
土
え
ば
、
仏
教
を
世
界
的
に
広
め

る
た
め
の
一
言
説
、
あ
る
い
は
チ
ベ

ッ
ト
問
題
解
決
仁

向
り
て
国
際
的
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
戦
略
的

な
言
説
と
し
て
受
付
止
め
る
こ
と
る
で
き
る
か
志
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
ダ
ラ
イ
・
ラ

7
8身
は
仏
教
徒

'と
し
て
で
品
、
ま
し
て
や
チ
ベ

ッ
ト
人

t
Lて
で
ち

な
く
、
み
く
ま
で
一
人
の
人
問
主
し
て
現
在
の
世

界
的
な
道
徳
的
危
機
仁
対
処
す
べ
〈
「
普
遍
的
責

任
」
を
提
唱
し
て
い
る
の
だ
k
述
べ
て
い
る

[
O目
E

F
目
ヨ
白
戸
也
包
(
』む
ミ
?
?
色
。
し
た
が
っ
て
、
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
が
市
場
に
お
り
る
道
徳
的
側
面
の
欠
落

を
鏑
完
す
る
た
め
仁
付
付
加
え
る
ぺ
き
だ
と
す
る

「
責
任
」
と
は
、
彼
の
い
う
「
普
選
的
責
任
」
の
こ

・と
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

「
普
遍
的
責
任
」

t
い
う
言
葉
は
、
英
語
で
は

第 2号 160文明と省学

@
菩
薩
の
勇
ま
し
い
心

他
方
、
「
チ
セ
ム
」
の
「
セ
ム
」
(
怒
ヨ
出
)
は
、

そ
れ
単
独
で
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
が
英
訳
し
て
い
る
よ

う
に
n
OD
∞口

E
E-5
2
を
意
味
し
、
日
本
語
で
は
「
心
」

主
訳
さ
れ
る
.
し
か
し
、
普
遍
的
責
任
の
文
脈
で
は

単
に
「
心
」
を
意
味
す
る
仁
と
ど
ま
ら
な
い
。

真
の
共
苦
は
他
者
の
福
利
仁
対
す
る
親
密
な
感

覚
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
責
任
の

感
覚
で
も
あ
る
。
真
の
共
苦
は
わ
れ
わ
れ
が
他

者
を
わ
れ
わ
れ
k
同
じ
よ
う
な
存
在
、
す
な
わ

ち
幸
福
を
望
み
、
苦
を
望
ま
な
い
存
在
と
し
て

受
け
入
れ
る
と
き
に
発
現
す
る
。
真
の
共
苦
は

他
者
の
困
難
や
苦
痛
の
経
験
に
対
す
る
、
責
任

の
感
覚
と
結
び
つ
い
た
心
か
ら
の
関
心
を
発
達

さ
せ
た
と
き
仁
現
れ
る
。
:・
普
遍
的
責
任
の
基

本
的
な
意
味
は
、
自
己
中
心
的
な
動
機
な
し
に

共
苦
の
感
覚
か
ら
他
者
に
対
し
て
何
か
を
な
そ

う

k
欲
す
る
こ

k
で
あ
る
・
そ
れ
が
私
の
考
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
・:ポ

l
寸ア

4
2
0門
HE)

は
仏
教
徒
に

E
っ
て
特
別
な
意
味
が
あ
る
。

-a， 

サ
ッ
ト
ヴ
ア
(
朗
自
言
包
)
は
本
質
(
叩

3
2
2
)

を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

こ
こ

で
の
チ
ベ

ッ

ト
語
の
意
味
は
勇
ま
し
い
決
断
k
同
類
の
何

か
、
す
な
わ
ち
他
者
仁
つ
い
て
考
え
、
他
者
に
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対
し
て
何
か
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
わ

れ
わ
れ
の
責
任
の
感
覚
に
ま
で
遣
す
る
.
こ
れ

を
実
行
し
、
ニ
の
惑
星
の
他
の
生
り
る
も
の
を

助
け
よ
う
k
す
る
こ
と
は
非
常
仁
重
要
で
あ
る

[
0
2
一B
-

一42
『コ由

一由。印一日

ts
.

ポ
i
デ
ィ

k
サ
ッ
ト
グ
ア
と
い
う
言
葉
が
出
て
き

て
い
る
こ
k
か
ら
推
す
る
と
、
ダ
ラ
イ
-
-
7
7
は
こ

こ
で
ポ

l
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ア

(
σ
0門
戸

E
師陣
戸Zhw)
、
す

な
わ
ち
「菩
薩
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
.
ポ
l
デ
ィ

サ
ッ
ト
ヴ
ア
は
チ
ベ

ッ
ト
語
で
「
チ
ャ
ン
テ
ュ
プ

七
ム
パ
」
(σ
U
3
2お
n
y
c
u
湾
ヨ
師
会
u
色
、
と
い
う
.
ポ
ー

デ
ィ
は
チ
ペ

ッ
ト
語
の
チ
T
ン
チ
ユ
プ

S
U
B-dR

n
y
z
σ
)

に
相
当
し
、
サ

ッ
ト
ヴ
ア
は
チ
ベ

ッ
ト
語

の
「
セ
ム
パ
」

(
8
5
白
色

B
.)
仁
相
当
す
る
.
そ
し

て
「
セ
ム
パ
」
は
、
「
勇
ま
し
い
(吾
首
.)
心
(
印
ロ
ヨ
胡)」

-同

を
意
味
す
る
.

こ
の
発
言
か
ら
、普
遍
的
責
任
、
す
な
わ
ち
チ
ベ

ッ

ト
語
の
「
チ
・
セ
ム
」
仁
お
り
る
セ
ム
(
曲
。
ヨ
部
)
は
、

「
チ
ャ
ン
チ
ユ
プ
・
セ
ム
パ
」
(
菩
薩
)
に
お
け
る
「
セ

ム
パ
」
の
意
味
を
色
視
野
仁
入
れ
て
い
る
k
ダ
ラ
イ・

ラ
マ
が
考
え
て
い
る
こ
k
が
読
み
取
れ
る
e

ぞ
れ
ゆ

え
普
遍
的
責
任
仁
お
り
る
「
七
ム
」
は
、
「
セ
ム
パ
」
、

す
な
わ
ち
「
菩
薩
の
勇
ま
し
い
心
」
を
意
味
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
.

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
市
渇
仁
付
け
加
え
た
い

k
述
ぺ

て
い
た
「
責
任
」
の
意
味
す
る
k
こ
ろ
は
重
大
で
あ

る
。
伎
の
い
う
「
責
任
」
す
な
わ
ち
「
普
遍
的
責
任
)

は
第
一
仁
、
一
自
他
平
等
一
仁
志
と
づ
〈
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
す
ぺ
て
の
人
間
(
あ
る
い
は
有
情
)
を
自
己

と
同
じ
く
「
苦
一
を
経
験
し
、
「
苦
」
を
欲
し
な
い

存
在
だ
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
視
点
は
、

普
を
排
除
し
た
物
H
商
品
と
し
て
人
間
を
み
な
す
市

場
仁
お
り
る
鍵
制
的
な
認
惑
の
対
極
じ
位
置
し
て
い

る
.
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
こ
う
し
た
市
婦
に
お
け
る
認

識
に
は
賛
同
し
な
い
.
彼
が
強
調
す
る
の
は
「
苦
」

を
本
質
と
す
る
存
在
と
し
て
人
聞
を
見
る
・』
t
で
あ

る
.
そ
し
て
第
二
に
、
「
普
遍
的
責
任
」
は
「
他
者

が
苦
か
ら
離
脱
す
る
よ
う
仁
私
が
為
そ
う
」

k
い
う

意
思
で
あ
り
、
自
発
性
を
伴
っ
た
積
極
的
な
「
共
苦
」

で
あ
る
。
他
者
の
苦
に
よ
っ
て
動
楼
づ
り
ら
れ
た
「
共

苦
す
る
人
間
」

k
も
呼
ぶ
ぺ
き
人
間
像
は
、
白
己
利

益
に
よ
っ
て
動
援
づ
け
ら
れ
る
一
ホ
そ
・

エ
コ

ノ
ミ

ク
ス」

k
は
対
極
仁
位
置
す
る
色
の
で
あ
る
.
ダ
ラ

イ

・
ラ
マ
が
強
調
す
る
の
は
、
自
己
利
益
の
追
求
で

は
な
く
、
積
極
的
仁
他
者
の
苦
を
引
き
受
け
、
ぞ
れ

を
取
り
除
、
』
・
?
と
す
る
、
』3ι
で
あ
る
.

⑤

孤
独
の
文
明
と
共
苦
の
哲
学

「
孤
独
の
文
問
主
と
し
て
の
現
代
文
明
、

そ
ニ
で

経
験
さ
れ
る
孤
独
の
要
因
の
一
端
は
、
市
場
に
お
け

⑤

「
大
悲
」
と
「
責
任
」

ダ
ラ
イ
・
ラ
?
に
よ
る
と
、
菩
薩
は
自
己
の
利
益

だ
り
で
な
く
す
ぺ
て
の
他
者
(
有
情
)
の
利
益
を
も

た
ら
そ
う

t
す
る
菩
提
心
を
出
発
点
じ
し
て
い
る

[p-一2
f
B司コ
B
N
8
0
2
3∞)一
回巴
]
。

で
は
、
彼

の
い
う
他
者
の
利
益
を
追
求
す
る
欲
求

t
は
ど
の
よ

う
な
色
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
、
菩
提
心
の
利
他
の
精
神
を
発
展
さ
せ
る

た
め
仁
は
、
単
な
る
共
著
を
持
つ
だ
り
で
は
十

分
で
は
な
い
e

菩
提
心
は
、
他
者
を
助
げ
る
と

い
う
任
務
を
負
う
こ
と
を
い
と
わ
な
い
、
責
任

の
恵
覚
を
と
る
な
っ
た
共
普
に
s
u
k
づ
か
ね
ば

な
ら
な
い
.
こ
の
責
任
の
感
覚
は
、
例
外
な
く

す
べ
て
の
生
き
k
し
生
り
る
も
の
へ
広
が
る
自

発
的
で
心
か
ら
の
共
苦
を
生
ぜ
し
め
て
初
め
て

起
こ
る
.
こ
れ
は
普
遍
的
な
共
苦
(
Z
コ一〈

e・g
-

g-d℃白明白一
o
乙
で
あ
る
・
こ
れ
は
マ
ハ

l
カ

ル
ナ

l

(
ヨ
与
E
R
E
-
-E

P
)

色
し
く
は
大
い
な

る
共
苦
(
き
・
2
{
n
cヨ
宮
室
。
コ
)
と
呼
ば
れ
、

通
常
の
限
定
さ
れ
た
共
苦
と
は
区
別
さ
れ
る
.

し
か
し
、
ぞ
れ
は
自
分
自
身
E
他
者
両
方
の
苦

の
本
質
仁
対
す
る
本
当
の
洞
察
を
得
る
こ
と

な
〈
し
て
は
生
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
〔
り
白
一色

E
3包
N
g
?
=
3
.

ダ
ラ
イ

・
ラ
マ
に
よ
る
?
と
、
菩
提
心
仁
お
け
る

他
者
の
利
益
を
追
求
す
る
欲
求
と
は
、
マ
ハ

i
カ

ル
ナ

I
、
す
な
わ
ち
「
大
悲
」
(
出
ミ
5
m
ユ巾
n
Z
2

3
)
の
こ
と
で
あ
る
.
そ
れ
は
共
苦
仁
志
と
づ
く
る

の
、
し
か
る
責
任
の
感
覚
を
と
色
な
っ
た
色
の
で
あ

・Hる
.
普
遍
的
責
任
仁
お
り
る
責
任
と
は
「
大
悲
」
仁

お
り
る
責
任
の
感
覚
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
.
こ

の
責
任
の
感
覚
は
「
大
悲
」
の
文
脈
か
ら
規
定
さ
れ

る
。
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大
悲
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
苦
か
ら

援
脱
で
き
れ
ば
と
思
う
だ
り
で
な
〈
、
苦
か
ら

輯
離
脱
す
る
よ
・?
に
私
が
為
そ
う
と
思
っ
て
、
勇

気
あ
る
い
は
真
象
な
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と

仁
よ
っ
て

L
導
か
れ
る
品
の
で
あ
る

[
Uと
包

E
ヨ包
N
0
0
0
(
Hg
g
L
g〕

.

こ
こ
で
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
「
苦
か
ら
離
脱
で
き
れ

ば
k
思
う
」

こ

t
は
、
ダ
ラ
イ
--フ
マ
の
い
う
「
悲
」

す
な
わ
ち
「
共
苦
」
で
あ
る
が
、
「
大
悲
一
は
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
な
い
.
ぞ
こ
に
は
「
私
が
為
そ
う
」

t

い
う
意
思
が
含
ま
れ

τい
る
と
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
い

う
.
し
た
が
っ
て
、
ダ
ラ
4
・
ラ
マ
の
い
う
資
任
の

感
覚
と
は
、
「
他
者
が
苦
か
ら
陵
脱
す
る
よ
う
に
私

が
為
そ
う
」

t
い
う
怠
息
の
こ
k
だ
k
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
.

る
労
働
の
商
品
化
色
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
「
ホ
モ
・

エ
コ

ノ
ミ
ク
ス
」
と
い
う
人
間
像
仁
あ
る
.
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
最
大
の
問
題
点
は
、
人
間

に
k
っ
て
本
質
的
で
不
可
避
な
「
苦
」
を
排
除
し
て

い
る
点
仁
あ
る
e

労
働
の
商
品
化
も
「
ホ
モ

・
エ
コ

ノ
ミ
ク
ス
」
ち
人
聞
の
一
面
だ
り
を
k
ら
え
た
志
の

仁
す
ぎ
ず
、
「
苦
」
と
い
う
人
間
の
本
質
を
汲
み
取
っ

て
は
い
な
い
.
こ
う
し
た
問
題
点
仁
対
処
す
ぺ
〈
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
が
提
示
す
る
の
が
、
他
者
を
自
己
k
閉

じ
く
「
苦
」
を
経
験
し
、
か
っ
そ
れ
を
欲
し
な
い
存

在
で
あ
る

t
す
る
「
自
他
平
等
」
の
認
識
と
、
「
他

者
が
苦
か
ら
離
脱
す
る
よ
う
に
訟
が
為
そ
う
」
と
い

う
自
発
性
を
伴
っ
た
積
極
的
な
「
共
苦
」
で
あ
る
・

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
、』
の
よ
う
な
提
示
を
す
る
の
は
、

現
代
社
会
の
あ
り
方
を
否
定
し
、
そ
れ
を
根
底
か
ら

覆
す
た
め
で
は
な
い
.
む
し
ろ
、
現
代
社
会
に
欠
り

て
い
る
部
分
を
補
完
す
る
た
め
で
あ
る
a

前
述
し
た

よ
う
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
物
質
的
発
展
の
恩
恵
を

維
持
す
る
こ
と
を
認
め
、
思
想
・
宗
教
の
自
由
k
多

様
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
自
由
市
場
に
信
頼
を
寄
せ

て
い
る
.
彼
は
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
良
い
(
と
彼

が
考
え
る
)
側
面
を
残
す

こ
と
を
望
ん
で
い
る
.
し

か
し
そ
の
反
面
、
孤
独
感
に
代
表
さ
れ
る
人
々
の
内

的
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
、
』と
を
重
視
し
・』
れ
を
憂

慮
し
て
い
る
.
「
孤
独
の
文
明
」
仁
お
り
る
こ
う
し

た
問
題
を
克
服
す
る
た
め
仁
必
要
だ
と
ダ
ラ
イ

・
ラ

マ
が
考
え
る
も
の
、
そ
れ
が
「
苦
」
を
中
心
に
展
開

す
る
「
共
著
」
・
と
い
う
「
生
き
方
」

H

「
哲
学
一
で

あ
る
@

し
か
し
こ
こ
で
、
自
己
利
益
の
追
求
と
い
う
人
間

の
重
要
な
一
側
面
が
問
題
と
な
る
.
本
稿
で
は
あ
た

か
る
自
己
利
益
の
追
求
k

「
共
苦
」
が
相
反
す
る
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
仁
捉
え
て
き
た
が
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
の
思
想
の
ゆ
仁
は
こ
の
両
者
が
結
び
つ
く
可
能

性
が
浴
ん
で
い
る
.
そ
れ
は
、
仏
教
学
者
で
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
の
弟
子
で
も
あ
る
ロ
パ
ー
ト

・
サ
!
?
ン

2
5
2・{↓
Z
「ヨ白
コ
)
が
「
覚
醒
し
た
自
己
利
益
」

(
口
三
百

Z
2
E
Z
EE
R
E
C
t総
評
的
に
表
現

す
る
も
の
で
あ
る
[
↓
2
5・2
5
8
8
一
与
巴
.
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
が
「
自
己
利
益
」
と
い
う
も
の
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
別

の
機
会
に
論
じ
る
こ
k
を
し
て
、
今
は
「
共
苦
の
哲

学
」
を
端
的
仁
表
現
し
て
い
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
言

葉
を
引
用
し
て
本
積
を
閉
じ
た
い
.

f彊鎗の文明~ l: r共警の哲学j

在
仁
で
き
る
の
は
人
々
の
苦
し
み
を
分
か
ち
合

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
役
に
立
て
る
よ
う

努
力
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
{
む
白
一色

F
D
ヨ白

-
m}
由由一

ι].
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ラ
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ず
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ギ
ヤ
ル
ワ
・

リ
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ポ
チ
e
こ
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三
一
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室
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宮

町
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の
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同
c
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芸
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ご
z
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g
-
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z
c
=
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C
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母
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の
偉
大
な
る
守
護
者
)

な
ど
の
穆
称
で
呼
ぶ
，

-
2
l
ポ
ラ
ン

ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
本
来
商
品
で
な
い
の
仁
商
品

主
化
L
τ
L
三
っ
た
色
の
は
‘
労
畠
圃
・
土
地
・
貨
幣
の
三
つ
で

あ
る
[
E
r
-
-
三
N
8
一
(一三
品
)
一三
品
]
・
3.

-
3
・
大
儒
・
上
回
仁
よ
る
こ
の
規
定
は
、
岡
本
道
陣
躍
が
繰
り

返
L
用
い
た
「
哲
学
」
t
い
う
言
葉
の
意
味
を
二
氏
が
躍
的
仁

三
k
め
た
S
の
で
あ
る

-
4
1
ダ
ラ
イ
-
ラ
マ
は
仏
教
を
「
非
暴
力
」
(
.
ZZ
E
E
-

ε
司
ι
冒
と
と
L
て
鰐
鮫
づ
り
て
お
り
、
サ
ン
ス
ク
ザ
ヅ
a
r
の

ア

ヒ

ン

サ

l

sb
k
E
=ち
を
念
頭
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に
重
要
な
符
徴
が
ゐ
る
・
ダ

ラ
ィ
・
e
フ
マ
の
副
証
明
を
参
照
L
て
み
よ
う

「
怠
議
的
仁
他
者
の
苦
に
対
L
τ
心
を
明
き
、
他
者
の

普
仁
対
す
る
怒
受
性
を
高
め
る
な
ら
ば
、
他
者
の
t
ら
え

「孤独の文明J1::. r共苦の哲学J}6.5 書面考E



が
た
い
苦
に
さ
え
強
〈
心
を
動
か
さ
れ
、
他
者
に
対
し

τ

い
い

L
れ
な
い
責
任
感
を
持
つ
占
う
仁
な
る
段
階
ヒ
ま
で

共
苦
を
徐
々
仁
広
げ
て
〈
司
」

t
が
で
き
る
.
・』
の
感
覚
は
、

他
者
が
苦
k
そ
の
原
因
者
克
服
す
る
の
を
手
助
け
す
る
た

め
に
、
ひ
た
す
ら
自
分
自
身
を
篠
げ
る
よ
う
仁
さ
せ
る
・

チ
ペ
ッ
ト
再
開
で
は
こ
の
究
極
的
な
段
階
の
こ
と
を
ニ

ン

ジ
ェ
・
チ
エ
ン
モ

(ミ
E
h
冶
忌
霊
草色
)
と
い
い
、
字

義
的
に
は
大
い
な
る
共
掌
白
(
ヨ
・
2
F
82
EE
EZ)
と
い

う
意
味
で
あ
る
」
[
ロ
=
一
三
宮
ヨ
白

5
8
LNU'む
と
・

ニ
こ
仁
は
、
白
己
を
律
げ
る
こ
k
H
F
一
不
さ
れ
て
い
る

8

こ

の
こ
・と
は
た
と
え
ば
、
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
・
マ
ー
ラ
ー
』
(
恒
一内V
X
M師

三
ご
白
玄
喜
一
て
再
三
)
仁
お
い
て
、

「大
悲
は
抽
出
者
の
苦
仁
よ
っ

て
苦
悩
L
自
己
の
幸
福
を
見
な
い

こ
主
で
あ
る
」
[口
三

.ug

s
e
ζ
z
z
N
o
g
-明
白

]

k
割
高
か
れ
て
い
る
こ
止
か
も
、
大

悲
の
中
心
的
な
特
徴
の
一
つ
だ
k
理
解

L
て
よ
い
で
あ
ろ
う
.

『
ジ
守
l
タ
カ

-
7
1
ラ
』
』
は
釈
迦
の
前
生
の
物
語
を
集
め

た
志
の
で
あ
る
・
そ
品
そ
毛
、
菩
薩
と
い
う
の
は
釈
迦
の
前
生

を
含
め
、
伎
の
成
道
以
前
を
指
す
'
む
の
で
あ
っ
た
.
『
ジ
ャ
ー

タ
カ
・
マ
ー
ラ
E

』
は
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
か

E
う
か
と
い

う
問
題
は
抜
き
仁
L
T、
そ
の
止
う
な
菩
薩
の
行
動
録
と
L
て

編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
a

そ
こ
に
は
、
自
ら
の
命
を
捨
て
て
ま

で
b
録
・え
た
動
物
を
救
う
話
や
、
自
分
の
財
産
や
妻
子
是
で
も

布
施
者

ιτι
ま
う
k
い
う
、
一
見
す
る
と
自
己
犠
牲
に
思
え

る
菩
穫
の
行
為
が
記
さ
れ

τい
る
」
ジ
セ
-
夕
方
・
マ
ー
ラ
ー
』

じ
説
か
れ
る
ぞ
う
い
っ
た
菩
薩
の
行
為
ヒ
つ
い
て
ダ
ラ
イ
・

-7

7

は
次
の
よ
う
な
説
明
を
し

τい
る
・

「
菩
穫
の
官
民
大
き
は
ち
ち
ろ
ん
無
限
の
利
他
主
義
の
一

つ
の
例
で
あ
る
.
わ
れ
わ
れ
は
彼
が

ιた
よ
う
仁
自
ら
の

身
体
や
所
有
訪
や
輔
副
族
を
布
施
す
る
E
ぃ
・2
実
援
を
す
る

こ
・
と
が
で
き
な
い
.
自
分
自
身
の
能
力
だ
け
で
位
〈
、
自

身
じ
対
す
る
彫
響
や
栂
手
に
対
す
る
影
響
、
そ
の
他
の
人

仁
対
す
る
影
響
を
考
慮
に
入
れ
て
布
施
に
つ
い

τ
I〈串唱

え
ね
ば
な
ら
&
ぃ
.
た
と
・
4
ぽ
、
私
が
滋
死
の
肉
食
動
物

と
対
面
し
た
・
と
す
る
・
ぞ
の
・E
き
、
そ
の
動
物
の
命
を
救

う
た
め
に
弘
の
体
を
差
し
山
山
す
-
』k
が
で
き
る
か
品
し
れ

な
い
e
L
か
L
、
そ
う
す
る
こ
E
仁
ょ
っ

τ自
分
の
今
生

は
終
わ
り
、
転
生
へ
向
か
・
?
こ
k
は
分
か
つ

τい
る
.
そ

の
と
き
弘
は
、
生
き
な
が
ら
え
る
の
k
転
生
す
る
の
k
ど

ち
ら
が
よ
り
価
値
が
あ
る
か
を
よ
〈
考
・
λ

ね
ば
な
ら
な

い
・
S
L今
生
仁
お
い
て
信
り
へ

k
向
か
う
の
に
や
ら
ね

ば
な
ら
な
い
こ
k
が
多
〈
あ
る
の
な
ら
ば
、
円
払
は
体
を
差

L
山山す

J

べ
き
で
は
と
い
で
あ
る
う
.
L
か
し
な
が
ら
、
よ

り
十
分
仁
繕
っ
た
人
聞
な
ら
ば
可
能
で
あ
ろ
う
」
[
己
主
三

「ロヨ白

』巴申
N
一
戸』与
}
.

『
ジ
ャ
l
hヲ
カ
-
マ
ー
ラ
ー
』
仁
説
か
れ
る
菩
薩
の
行
為
と

い
う
S
の
は
、
日
常
を
は
る
か
じ
超
拙
唱
し
た
志
の
で
あ
る
・
ぞ

こ
仁
は
、
他
者
の
た
め
仁
自
己
の
命
を
捨
て
る
と
い
う
究
極
の

段
階
を
も
含
ま
れ
て
い
る
・
こ
の
止
う
な
行
為
は
普
通
の
人
間

仁
E
っ

τ、
到
底
で
き
な
い

4
の
で
あ
ろ
う
.
こ
の
こ
k
は
今

の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
る
認
め
る
k
こ
ろ
で

あ
る
.

-
U
|普
S
楽
，
む
す
べ
て
自
己
自
身
仁
よ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
こ
で
次
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
じ
思

わ
れ
る
e

ぞ
れ
は
、
菩
穫
が
他
者
を
苦
か
ら
骨
酷
使
す
る
主
う
に

す
る
k
い
・
?
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

'
C
い
・
ヲ
問
題
で
あ

る
・
苦
楽
が
す
べ

τ自
己
二
死
的
仁
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
菩

薩
の
よ
う
な
他
者
が
ぞ
こ
に
介
入
で
き
る
余
地
は
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
.

こ
の
問
題
に
関
係
し
て
ダ
ラ
イ
・

-7

マ
は
以
下
の
よ
・
ヲ
仁
述

ぺ
て
い
る
.

「
苦
士
い
う
の
は
世
噂
の
御
手
仁
よ
っ
て
順
々
の
A
・フ

じ
な
さ
れ
て
苦
が
消
え
る
こ
止
は
な
い
の
で
あ
ヲ
て
、
苦

の
原
因
で
あ
る
悪
業
を
世
尊
が
洗
い
流
し
な
さ
る
わ
り
で

も
な
い
・
他
者
の
苦
を
世
尊
仁
ょ
っ

τ大
ま
の
力
で
、
他

者
の
苦
を
こ
ち
ら
じ
お
受
付
じ
な
う
て
.
世
尊
自
身
の

円
演
な
る
功
徳
な
ど
を
わ
れ
わ
れ
仁
恩
寵
と
し
て
お
与

え
に
な
る
こ
止
は
な
い
」

E
D
E
E
-
d
g
N
C
O
E
(
N
O
D
S
-

H
3〕

.

仏
教
の
創
始
者
で
あ
る
釈
迦
で
あ
っ
て
色
、
直
接
他
者
の
苦

を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
れ
甘
い
ξ
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
い
'フ
.
こ

の
よ
う
仁
述
ぺ
た
あ
と
で
、
伎
は
品
阻
害
の
苦
を
な
〈
す
こ
k

k

釈
迦
E
の
関
係
仁
つ
い
て
以
下
の
よ
・?
に
述
べ
て
い
る
会

「
原
因
に
対
す
る
無
知
仁
よ
っ
て
苦
が
生
じ
る
な
ら
ば
、

原
因
が
い
か
れ
悟
る
色
の
で
あ
る
か
を
世
怠
が
お
示
し
仁
と

り
、
原
因
に
対
す
る
無
知
の
心
を
知
る
知
識
仁
よ
っ
て
、

普
の
原
因
を
消
す
の
で
あ
る
」

[32一
玄
ヨ
2
8
8
C
8叶

.一叶寸)]
・

他
者
の
普
に
対
す
る
釈
迦
の
役
割
と
い
う
の
は
、
そ
の
苦
を

直
接
仁
取
り
絵
〈
こ
・
と
で
は
な
〈

τ、
苦
の
原
因
を
他
者
仁
知

ら
せ
、
他
者
自
身
が
努
力
し
て
苦
を
な
〈
す
こ
k
が
で
き
る
よ

う
仁
す
る
こ
k
仁
あ
る
と
い
う
。
そ
の
止
う
に
釈
迦
が
述
ペ
た

正
し
て
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
以
下
の
よ
う
じ
説
明
L
T
い
る
・

「
世
尊
は
〈
自
己
こ
そ
が
自
己
の
主
人
で
あ
っ
て
、
す

ペ
て
は
自
身
に
依
つ

T
い
る
・
訓
払
は
廷
を
説
〈
者
で
あ
っ

て
、
医
者
の
よ
う
な
6
の
で
あ
る
.
私
は
、
あ
な
た
た
ち

じ
役
立
つ
薬
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
・

ιか
ι、
自
分

自
身
で
そ
れ
を
飲
み
、
自
分
自
身
を
世
話
し
な
付
れ
ば

な
ら
な
い

v
k説
い
た
」
[
む
と
包
「

E
E
N
g印
(

]
甲
田
町
)

品。]
・

第2号 16日文明土留学

園
園
田

森

本

さ 主

と 員

しi

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

と
矛
盾
的
相
即

|
|

西
田
哲
学
の
根
底
に
あ
る
も
の
|

|

。

最
初
仁

l」
の
小
論
の
ね
ら
い

西
国
哲
学
が
日
本
を
代
表
す
る
哲
学
で
あ
る
、』

E

は
言
う
ま
で
る
な
い
。
そ
し
て
、
後
期
西
国
哲
学
の

根
本
的
立
場
を
示
す
言
葉
が
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
日
幾
多
郎
は
袴
の
居

士
で
あ
り
、
彼
の
哲
学
に
は
禅
仏
教
の
影
響
が
あ
る

こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
も

そ
色
、
禅
仏
教
の
影
響
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
、』
曹
と
で

あ
ろ
う
か
@
そ
の
点
仁
関

L
て
は
、
必
ず

L
も
明
確
で

あ
る
と
は
一
言
守
え
な
い
止
う
で
あ
る
e

こ
の
小
論
は
、

少
な
〈
と
也
完
成
さ
れ
た
形
態
の
西
田
哲
学
は
、
仏

教
の
即
の
論
理
を
論
理
化
し
た
一
種
の
仏
教
哲
学
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
が
理
解
で
き
な
り
れ
ば
、
西
国
哲

学
を
正
確
仁
理
解
で
き
な
い
と
の
立
場
仁
立
っ
て
い

る
。
確
か
仁
、
西
日
は
様
々
な
西
洋
の
哲
学
者
や
思

想
家
な
ど

k
対
決
・
対
話
す
る
こ

k
に
よ
っ
て
自
己

の
思
想
を
形
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
り
、
西
国
が
絞

ら
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
、
彼
ら
の
哲
学
や
思
想

な
ど
じ
つ
い
て
の
知
識
が
な
い

k
と
う
て
い
理
解
で

き
な
い
で
e
の
ろ
う
@
従
っ
て
こ
れ
か
ら
述
、
べ
る
矛
盾

的
相
即
の
立
場
が
理
解
で
き
れ
ば
、
西
国
営
学
の
全

て
を
理
解
で
き
る
と
い
う
こ

t
を
主
張
す
る
つ
も
り

は
な
い
.

し
か
し
、
少
な
く
と
も
完
成
さ
れ
た
形
態
の
西
田

哲
学
は
基
本
的
に
は
仏
教
本
来
の
立
場
仁
徹
し
た
哲

学

で
あ

り
、

こ
れ
の
核
心
の
部
分
は
決
し
て
西
洋

の
哲
学
や
思
想
な
ど
か
ら
は
理
解
で
き
る
色
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
仏
教
本
来
の
立
場
と
は
い

か
な
る
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
る
ち
ろ
ん
、

こ
れ
が
何

で
あ
る
か
を
論
究
す
る
、』

k
は
非
常
に
困
難
な
問
題

で
あ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、

延
二
の
「
矛
盾
的
相
即
」
の
立
場
で
あ
る
.

中
山中
は山

森
本
さ
と
し
(
も
り
も
と
き
と
L
)

近
畿
大
学
等
非
常
動
講
師
.
宗
教
哲

学・[主
著
]
『
生
命
の
産
業
』
(
ナ
カ
ニ

シ
ヤ
出
版
共
著
)
・

仏
教
哲
学
の
大
家
で
あ
る
だ
け
で
な
〈
、
西
回
哲
学

仁
志
造
詣
が
深
か
っ
た
.
中

山

の

矛

盾

的

相

即

k

は
、
仏
教
の
根
底
を
流
れ
る
論
理
と
し
て
、
仏
教
の

開
祖
・
釈
草
以
来
、
仏
教
本
来
の
立
場
を
現
し
て
お

り
、
矛
盾
的
相
即

E
い
う
こ

E
を
悟
る
の
が
仏
教
仁

お
り
る
悟
り
で
あ
る
・
-
』
の
矛
盾
的
相
即

k
は
、
様
々

な
仏
教
の
古
典
的
な
表
現
に
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
な
〈
て
也
事
柄

k
し
て
含
ま
れ
て
い
る
志
の
で

必定、・
E

A

'

S

A
E
g

，hv

あ
る
。
例
え
ば
、
石
一
親
希
遷
禅
師
の
『
参
同
契
」

の

え

ご

ふ

え

ご

-a'bい

「
回
互
」

・
「
不
回
互
」
や
洞
山
良
紛
禅
師
の
『
宝
鏡

ヘ
A
L
--号
え

ご

三
味
歌
』
に
お
け
る
「
偏
正
回
互
」
は
、
一
と
多

の
矛
盾
的
相
即

t
い
う
こ

k
を
意
味
し
て
い
る
。
ま

た
、
『
大
乗
起
信
論
』
の
真
如
縁
起
と
い
う
立
場
は

言
う
ま
で
志
な
〈
、
華
厳
哲
学
や
親
鴛
聖
人
の
『
数

行
信
証
』
、
道
元
禅
師
の
『
正
法
恨
蔵
』
な
ど
に
お

い
て
品
、
矛
盾
的
相
即
の
論
理
が
根
底
仁
横
た
わ
っ

・8

て
い
る
の
で
あ
る
。

絶対矛盾的自己悶ーと矛盾約栂即16i 詣考E


