
仏
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一

　
　
　
仏
教
の
瞑
想
（
ヨ
ー
ガ
）
と
い
う
も
の
は
、
　
般
に
は
、
合
理
的
な
思
惟
を
容
れ
な
い
特
殊
な
実
践
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ

　
　
る
。
合
理
的
な
思
惟
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
実
践
や
思
想
の
本
質
の
一
面
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

　
　
合
理
的
な
思
惟
を
、
そ
し
て
哲
学
的
精
神
を
否
定
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
合
理
性
を
超
越
す
る
た
め
に
は
あ
ら
か
じ
め

　
　
徹
底
的
に
合
理
的
思
惟
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
本
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
、
さ
ら
に

　
　
ひ
ろ
く
イ
ン
ド
思
想
一
般
に
お
い
て
は
、
合
理
主
義
と
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
が
対
立
す
る
二
つ
の
態
度
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な

　
　
い
こ
と
、
そ
の
二
つ
は
む
し
ろ
相
互
に
他
を
補
い
、
相
互
に
転
換
し
う
る
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
た
と
え
ば
中
観
学
派
の
創
始
者
ナ
ー
ガ
！
ル
ジ
ュ
ナ
（
竜
樹
）
の
思
想
を
、
多
く
の
学
者
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
本
質
的
に
は
神
秘
主

　
　
義
で
あ
る
、
と
規
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
非
合
理
的
な
神
秘
家
で
あ
っ
た
と

　
　
理
解
す
る
な
ら
ば
、
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
彼
の
著
書
を
開
け
ば
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
合
理
的
な
思
索
に
満
ち

　
　
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
宗
教
と
哲
学
は
、
派
生
的
な
例
外
を
鋼
と
す
れ
ば
、
終
始
一
貫
し
て
、
人
間
を
救
済
し
う
る
も
の
は
知
識
で
あ
る
、

　
　
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
発
展
し
た
神
秘
主
義
は
合
理
的
な
思
惟
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
か
り
に
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合
理
的
思
惟
が
終
局
に
お
い
て
超
越
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
合
理
性
を
尽
く
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る

　
　
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
合
理
主
義
と
神
秘
主
義
、
い
い
か
え
れ
ば
哲
学
的
思
惟
と
ヨ
ー
ガ
と
が
統
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
統

　
　
合
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
を
、
こ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
の
後
期
中
観
派
の
代
表
者
で
あ
っ
た
シ
ャ
…
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
と
そ
の
弟
子

　
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
二
人
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
倒
証
し
て
み
た
い
。

一

　
八
世
紀
の
末
に
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
イ
ン
ド
の
中
国
者
カ
マ
ラ
シ
…
う
と
中
国
の
禅
七
六
詞
衡
（
胃
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
、
大
乗
和
尚
）
と
の

問
に
論
争
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
『
ブ
ト
ン
仏
教
史
』
の
記
述
な
ど
に
よ
っ
て
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
伝
説
で
あ
る
か
、
史

実
で
あ
る
か
の
決
定
は
つ
き
か
ね
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
二
十
年
ほ
ど
の
聞
に
、
敦
燦
丈
書
や
チ
ベ
ッ
ト
史
書
の
研
究
が
急
速
に
進

ん
で
き
で
、
こ
の
論
争
が
史
実
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
中
観
思
想
の
研
究
の
上
に
も
重
大
な
関
係
の
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
ド
ゥ
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
、
イ
タ
リ
ア
の
ツ
ッ
チ
、
わ
が
国
で
は
佐
藤
長
、
藤
枝
晃
、
上
山
大
峻
な
ど
の
諸
氏
の
研
究
は
後
期
中
観

派
の
思
想
史
の
上
に
も
大
き
な
光
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
重
要
な
の
は
こ
の
論
争
の
関
係
丈
書
と
し
て
、
中
国
側
の
『
頓

悟
大
乗
正
理
決
』
、
イ
ン
ド
側
の
『
．
ハ
ー
ヴ
ァ
ナ
i
・
ク
ラ
マ
（
修
習
次
第
）
臨
三
篇
の
原
典
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
研
究
も
進
ん
だ
こ
と
で

あ
る
。

　
チ
ベ
ッ
ト
は
チ
ソ
ン
・
デ
ツ
ェ
ン
王
（
閣
ぴ
臨
。
。
同
。
挿
冠
⑦
び
欝
§
七
五
四
～
七
九
七
）
の
治
下
に
大
い
に
国
力
が
振
っ
た
。
王
は
仏
教

を
振
興
す
る
た
め
イ
ン
ド
と
中
国
か
ら
か
な
り
の
数
の
仏
教
僧
を
招
い
た
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
仏
教
を
代
表
す
る
中
観
派
と
中
國
仏
教
を

代
表
し
た
禅
宗
と
の
間
に
教
義
の
違
い
が
あ
っ
た
た
め
に
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
界
そ
の
も
の
が
二
分
さ
れ
、
両
派
の
抗
争
が
起
こ
っ
て
し

ま
っ
た
。
イ
ン
ド
か
ら
来
て
サ
ム
罵
声
の
建
立
に
力
を
つ
く
し
、
仏
教
界
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
シ
ャ
…
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
こ
の
抗
争

を
憂
い
な
が
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
死
後
し
ば
ら
く
し
て
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
摩
詞
街
は
二
会
門
下
の
禅
僧
で
、
そ
の
説
く
と
こ



　
　
ろ
は
チ
ベ
ッ
ト
人
に
歓
迎
さ
れ
、
弟
子
も
ふ
え
た
。
イ
ン
ド
猛
た
ち
は
禅
宗
が
仏
教
の
正
統
で
な
い
こ
と
を
王
に
進
言
し
た
の
で
、
こ
れ

　
　
に
不
満
な
禅
宗
系
の
僧
は
焼
身
自
殺
を
し
た
り
、
身
体
を
傷
つ
け
た
り
し
て
抗
議
を
行
な
う
ま
で
に
至
っ
た
。

　
　
　
チ
ソ
ン
・
デ
ツ
ェ
ン
王
は
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
高
足
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
を
イ
ン
ド
か
ら
招
き
、
抗
争
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
、
サ
ム

　
　
エ
に
お
い
て
摩
詞
衡
と
論
争
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
論
争
の
結
果
は
イ
ン
ド
側
、
チ
ベ
ッ
ト
側
の
報
告
で
は
カ
マ
ラ
シ
！
う
の
中

　
　
観
派
が
勝
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
中
国
側
の
報
告
『
頓
悟
大
乗
正
理
決
戦
　
（
こ
れ
は
摩
寝
業
そ
の
人
の
著
作
で
は
な
く
、
当
時
チ

　
　
ベ
ッ
ト
に
い
た
王
錫
と
い
う
官
僚
の
手
に
な
る
も
の
）
で
は
摩
詞
術
の
禅
宗
が
勝
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た

　
　
め
に
、
抗
争
は
か
な
り
の
長
期
間
に
わ
た
り
、
二
派
の
論
争
は
　
度
で
な
く
二
度
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
。
第
一

　
　
圓
は
男
装
街
が
勝
っ
た
た
め
に
禅
宗
が
勢
い
を
得
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
入
蔵
し
て
き
て
第
二
圓
の
論
争
が
行
な
わ
れ
、

　
　
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
側
が
勝
利
を
得
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
上
山
氏
説
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
終
的
に
は
イ
ン
ド
の
中
観
派
の
勝

　
　
利
に
帰
し
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
チ
ベ
ッ
ト
に
残
っ
て
、
王
の
依
頼
で
『
修
習
次
第
』
の
著
作
を
行
な
っ
た
。
敗
れ
た
摩
詞
街
た
ち
は
チ
ベ

　
　
ッ
ト
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
内
部
で
の
両
派
の
抗
争
は
そ
の
後
も
続
い
た
ら
し
く
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
さ
い

　
　
ご
に
は
屠
殺
人
に
腰
を
し
め
つ
け
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
。

　
　
　
ヵ
マ
ラ
シ
！
う
と
摩
尼
衡
の
論
争
が
正
確
に
は
い
つ
行
な
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
七
九
二
～
九
四
の
闘
と
い
う
説
と
、
七
八
○
～
八
二

　
　
の
間
と
い
う
説
と
が
あ
る
。
論
争
の
総
数
を
も
ふ
く
め
て
こ
の
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
な
お
保
留
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
チ
ベ
ッ
ト
人
は
摩
訳
術
の
一
派
を
頓
門
派
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
一
派
を
漸
門
派
と
、
き
わ
め
て
的
確
に
よ
ん
で
い
る
。
摩
詞
衡
は
中
国

　
　
の
頓
悟
禅
宗
を
代
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
論
争
の
主
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
つ
ら
ぬ
い
て
主
張
さ
れ
た
頓
門
派
の
態
度

　
　
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
慈
善
や
戒
律
な
ど
の
菩
薩
の
徳
目
の
実
践
、
小
乗
、
大
乗
の
諸
学
派
の
教
義
の
学
習
、
さ
ら
に
菩
薩
の
灘

　
　
ー
ガ
の
方
法
と
し
て
の
十
地
と
い
う
よ
う
な
階
程
、
こ
の
よ
う
な
ご
般
に
修
行
の
段
階
と
い
え
る
も
の
は
、
仮
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
悟

　
　
り
そ
の
も
の
に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
。
無
想
、
無
心
、
あ
る
い
は
無
思
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
で
摩
詞
術
が
表
現
す
る
も
の
、
一
言
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で
い
え
ば
、
思
惟
か
ら
の
脱
却
一
つ
を
達
成
す
れ
ば
、
悟
り
は
一
瞬
に
成
就
さ
れ
、
輪
廻
は
そ
の
ま
ま
涯
樂
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
漸
門
派
の
ほ
う
は
、
三
乗
の
学
習
、
六
種
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
i
、
斜
地
の
ヨ
ー
ガ
の
段
階
的
修
習
と
い
う
次
第
を
経
て

　
　
は
じ
め
て
空
性
の
智
は
得
ら
れ
る
、
と
い
う
。
そ
の
階
程
を
無
視
し
て
、
た
だ
ち
に
輪
廻
が
浬
架
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
要
す
る
に
、
智
恵
と
い
う
も
の
は
慈
悲
と
方
便
と
を
は
な
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
慈
悲
と
方
便
と
は
修
行
の
階
程
と
必
然

　
　
的
に
結
び
つ
く
も
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
摩
詞
術
の
ほ
う
は
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
も
っ
て
い
る
学
識
や
当
蒋
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
中
観
派
の
形
態
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り

　
　
論
敵
の
背
景
一
般
は
な
に
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
引
手
の
い
う
こ
と
は
、
バ
ラ
モ
ン
僧
や
小
乗
の
い
う
こ
と
だ
、
と
し
か
理
解

　
　
で
き
な
か
っ
た
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
ほ
う
も
、
摩
詞
衡
の
い
う
こ
と
が
ナ
！
ガ
ー
ル
ジ
ェ
ナ
の
こ
と
ば
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
分
か

　
　
つ
た
が
、
い
く
つ
か
の
学
派
に
分
か
れ
て
発
展
し
て
き
た
中
観
派
の
ど
の
学
派
に
所
属
す
る
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
も
し
カ
マ
ラ
シ
ー

　
　
ラ
が
摩
詞
曲
を
イ
ン
ド
の
学
派
の
一
つ
に
位
毒
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
彼
に
は
も
っ
と
整
然
と
し
た
論
議
を
展
開
す
る
こ
と
も

　
　
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
お
互
い
に
相
手
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
し
か
も
こ
と
ば
の
不
良
質
に
苦
し
み
な
が
ら
、
通
訳
を
介
し
て
議
論
を
し

　
た
の
で
あ
る
か
ら
、
祁
解
点
を
見
出
だ
せ
る
わ
け
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
摩
詞
循
に
は
け
っ
き
ょ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
慈
悲
と
方
便
と
智
恵
と
い
う
こ
と
は
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
哲
学
に
と
っ
て

　
’
・
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
は
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
中
観
派
の
自
己
訓
練
の
方
法
を
示
し
て
い
た
の
で

　
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
慈
悲
は
た
だ
入
を
い
つ
く
し
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
菩
薩
は
で
き
る
だ
け
数
多
く
の
人
々
を
救
う
こ
と
を
本

　
願
と
す
る
し
、
最
後
の
人
が
救
わ
れ
る
ま
で
は
、
た
と
え
彼
自
身
は
す
で
に
悟
っ
て
い
て
も
、
漫
言
に
入
ら
な
い
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
い

　
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
慈
悲
は
、
僅
か
な
人
々
し
か
救
済
で
き
な
い
小
さ
な
悟
り
、
小
さ
な
教
え
に
満
足
し
な
い
で
、
つ
ね
に
よ
り
高

　
　
い
悟
り
、
よ
り
大
き
い
教
え
へ
進
む
よ
う
に
、
菩
薩
を
駆
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
追
究
と
い
う
も
の
は
、
小
さ
く
低
い
教
え
と
大
き
く

　
高
い
教
え
と
を
見
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
批
判
的
精
神
を
必
要
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
実
践
的
に
い
え
ば
、
低
い
教
え
か
ら
次
々
と
よ
り
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高
い
教
え
に
進
み
、
さ
い
ご
に
最
高
の
教
え
に
至
る
、
と
い
う
段
階
的
な
修
練
な
く
し
て
は
批
判
的
精
神
は
養
わ
れ
な
い
。
こ
の
最
高
の

教
え
に
近
づ
い
て
行
く
方
法
と
し
て
の
修
練
の
階
程
が
方
便
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
批
判
的
精
神
は
仏
教
で
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
説
か
れ
て
い
る
。
あ
る
教
義
を
経
典
、
つ
ま
り
仏
教
の
伝
統
、
と
論
理
と
の
二
つ
に
よ
っ

て
た
し
か
め
る
こ
と
も
一
つ
の
批
判
の
方
法
で
あ
っ
た
。
唯
識
系
統
の
論
書
に
説
か
れ
、
と
く
に
ラ
ト
ナ
！
カ
ラ
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ
が
強
調

し
た
批
判
の
た
め
の
四
つ
の
基
準
（
四
指
示
、
四
依
）
と
い
わ
れ
る
も
の
が
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
者
は
、
O
真
理
（
法
）

に
依
る
べ
き
で
人
に
依
っ
て
は
い
け
な
い
。
⇔
意
味
に
依
る
べ
き
で
丈
字
に
依
っ
て
は
い
け
な
い
。
⇔
了
義
経
（
ブ
ッ
ダ
の
真
意
を
あ
き

ら
か
に
説
い
た
経
典
）
に
依
る
べ
き
で
、
未
了
義
経
（
表
面
の
記
述
の
奥
に
密
意
の
隠
さ
れ
て
い
る
経
典
）
に
依
っ
て
は
い
け
な
い
。
⑳

神
秘
的
な
直
観
に
依
る
べ
き
で
、
経
験
的
な
認
識
に
よ
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
四
種
の
批
判
の
基
準
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
四
種
、
と
く
に
第
四
の
基
準
は
後
期
中
観
派
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
後
に
く
わ
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
母

地
と
い
う
ヨ
ー
ガ
の
段
階
と
仏
教
諸
学
派
の
教
義
の
哲
学
的
批
判
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
批
判
的
な
精
神
を
基
軸
と
し
て
、
慈
悲
と
方
便
と
智
恵
の
同
時
的
追
究
を
説
く
後
期
中
観
派
は
、
歴
史
的
に
存
在
し
た

仏
教
の
四
学
派
、
説
一
切
有
部
・
経
量
部
・
唯
識
派
・
中
観
派
の
哲
学
を
一
定
の
順
序
で
配
列
し
、
先
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
を
一
つ
一
つ

学
習
し
、
批
写
し
て
次
第
に
後
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
に
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
最
高
の
立
場
で
あ
る
中
観
に
謙
る
方
法
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
中
観
は
も
は
や
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
、
あ
る
い
は
バ
ヴ
ィ
ヤ
の
中
観
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
初
期
、
中
期
中
観
派
の
の
ち
に
巨
大
な
発
展
を
遂
げ
た
経
量
部
、
唯
識
派
の
哲
学
と
対
決
し
、
そ
れ
を
の
り
超
え
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
度
量
部
や
唯
識
派
の
知
識
論
を
中
観
の
な
か
に
吸
収
し
、
そ
れ
を
越
え
る
原
理
が
中
観
派
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
示

さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
中
観
の
真
理
は
、
そ
の
他
の
三
学
派
の
教
義
を
学
習
し
、
批
判
し
て
は
じ
め
て
理
解

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
摩
詞
術
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
解
し
た
な
ら
ば
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
彼
に
語
り
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
仏
教
に
お
け
る
瞑
想
と
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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『
中
観
荘
厳
論
』
に
展
開
さ
れ
た
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
哲
学
の
階
程
に
か
ん
す
る
理
論
を
紹
介
す
る
ま
え
に
、
多
少
後
の
記
述
と

重
複
す
る
怖
れ
は
あ
る
に
し
て
も
、
比
較
的
後
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
仏
教
哲
学
の
発
展
の
素
描
を
あ
ら
か
じ
め
行
な
っ
て
お
く
。
イ
ン
ド

仏
教
で
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
活
躍
し
た
五
書
紀
ご
ろ
に
な
る
と
、
説
一
切
有
部
・
備
蓄
部
・
中
観
派
・
唯
識
派
と
い
う
四
大
学
派
の
教

義
と
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
と
し
て
の
独
立
性
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
の
イ
ン
ド
仏
教
は
各
学
派
の
相
互
批
判
、
学
派
の
分
裂
と
綜
合
化

の
時
代
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
分
裂
と
綜
合
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
陳
那
）
と
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
法
称
）
の
知

識
論
で
あ
っ
た
。

　
説
一
切
有
部
の
立
場
に
お
い
て
は
、
意
識
と
い
う
も
の
は
照
ら
す
も
の
で
、
見
る
も
の
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
意
識
は
表
象
を

も
ち
え
な
い
。
私
が
書
物
を
認
識
し
て
い
る
と
き
、
書
物
の
形
象
は
外
界
に
あ
る
書
物
と
い
う
対
象
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
知
識
そ
の
も

の
の
な
か
に
書
物
の
表
象
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
認
識
論
を
イ
ン
ド
で
は
無
形
象
知
識
論
（
簿
昌
餌
犀
乾
葉
鞍
懸
？
〈
鋤
鮎
僧
）
と
よ
ぶ
。

な
ぜ
説
一
切
麿
部
が
こ
の
よ
う
な
認
識
論
を
も
つ
に
至
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
学
派
は
存
在
を
分
析
し
て
い
く
つ
か
の
範
疇
を
立
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇
に
ふ
く
ま
れ
る
存
在
要
素
を
究
極
的
な
実
在
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
究
極
的
な
存
在
要
素
は
一
つ
の
性
質
と
一
つ
の

作
粥
の
み
を
も
つ
単
一
な
本
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
性
質
や
二
つ
の
作
用
を
も
ち
え
な
い
。
認
識
は
三
つ
の
要
素
、
意
識
・
感
官
・

対
象
に
分
け
ら
れ
る
が
、
意
識
は
照
ら
し
（
理
解
し
）
、
感
官
は
知
覚
し
、
対
象
は
形
象
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
意
識
が
対
象
の
表

象
を
含
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
二
つ
の
性
質
と
作
幣
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
も
そ
も
認
識
を
要
素
に
分
類
す
る
と
い
う
範
購
論
は
な
り
た

た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
分
析
の
哲
学
と
し
て
の
説
一
切
有
部
の
体
系
は
存
在
要
素
が
単
一
の
性
質
と
作
用
を
も
っ
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
な
り
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
経
警
部
は
、
ひ
と
は
外
界
に
あ
る
対
象
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。
ひ
と
が
書
物
を
見
て
い
る
と



　
　
き
、
そ
の
書
物
の
形
は
、
対
象
が
そ
の
ひ
と
の
知
識
の
中
に
与
え
た
形
象
、
つ
ま
り
表
象
で
あ
っ
て
、
外
界
の
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　
　
知
識
も
対
象
も
瞬
間
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
対
象
は
　
瞬
間
に
知
識
を
劇
激
し
て
消
…
え
失
せ
て
し
ま
う
。
次
の
瞬
聞
に
知
識
が
見
る

　
　
形
象
は
、
対
象
が
知
識
に
投
げ
入
れ
た
表
象
で
あ
り
、
そ
の
瞬
間
に
は
も
と
の
対
象
は
す
で
に
存
在
し
な
い
で
、
外
に
は
、
た
だ
異
な
つ

　
　
た
存
在
で
あ
る
第
二
畷
間
の
対
象
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
対
象
と
は
知
識
の
な
か
に
蓑
象
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
で
あ
り
、
知
識
は
そ
の
結

　
　
果
で
あ
る
。
ひ
と
は
知
識
の
原
因
と
し
て
外
界
に
お
け
る
鰐
象
の
存
在
、
厳
密
に
は
、
そ
れ
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
理
す
る
こ
と
は
で
き

　
　
る
け
れ
ど
も
、
対
象
そ
の
も
の
を
知
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
界
の
対
象
そ
の
も
の
は
い
わ
ば
不
可
知
な
X
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
な
理
論
を
イ
ン
ド
で
は
有
形
象
知
識
論
（
。
・
鋤
犀
鋒
ρ
寡
似
雛
甲
く
餌
伽
㊤
）
と
よ
ぶ
。

　
　
　
唯
識
派
は
、
い
わ
ば
、
経
蚤
部
が
、
知
覚
は
さ
れ
な
い
が
推
理
さ
れ
る
X
と
し
て
残
し
て
お
い
た
外
界
の
存
在
を
消
去
し
て
し
ま
っ
て
、

　
　
世
界
を
表
象
の
み
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
の
認
識
し
て
い
る
も
の
が
表
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
界
の
存
在
は
不

　
　
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
瞬
間
の
認
識
の
原
因
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
外
界
に
で
は
な
く
て
、
　
一
瞬
間
前
の
認
識
に
求
め
れ
ば
よ

　
　
い
。
意
識
は
瞬
闇
ご
と
に
生
滅
し
な
が
ら
、
前
刹
那
の
意
識
が
次
刹
那
の
意
識
の
原
因
と
な
っ
て
、
た
え
ず
梢
質
し
て
ゆ
く
流
れ
で
あ
る
。

　
　
認
識
の
原
因
で
あ
る
種
子
は
意
識
の
中
に
蓄
積
さ
れ
、
成
長
し
な
が
ら
流
れ
つ
づ
い
て
、
時
を
得
て
認
識
の
蓑
象
と
し
て
顕
現
す
る
。
認

　
　
識
さ
れ
た
世
界
以
外
に
世
界
は
な
い
か
ら
、
す
べ
て
の
存
在
は
表
象
と
し
て
説
明
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
古
く
般
若
経
の
思
想
家
た
ち
は
最
高
の
実
在
を
直
観
し
た
と
き
に
そ
れ
を
、
す
べ
て
の
か
た
ち
や
し
る
し
を
は
な
れ
た
光
り
輝
く
心
、

　
　
と
し
て
表
現
し
た
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
直
観
も
岡
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
そ
の
後
も
中
観
派
や
唯
識
派
の
内
部
、
あ
る
い

　
　
は
、
　
暁
宝
性
論
』
、
『
入
事
伽
経
』
な
ど
の
如
来
蔵
系
の
思
想
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。
こ
の
系
統
で
は
、
心
の
本
質
を
汚
れ
の
な
い
明
鏡

　
　
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
、
そ
こ
に
映
る
誤
謬
や
迷
妄
を
ま
じ
え
た
形
象
を
墨
金
的
な
客
塵
と
す
る
。
同
じ
考
え
方
は
唯
識
派
の
内
部
に
も

　
　
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
存
在
は
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
は
誤
謬
も
あ
る
。
員
を
み
て
銀
だ
と
思
い
こ
み
、

　
　
縄
を
み
て
蛇
だ
と
思
う
よ
う
な
誤
認
は
つ
ね
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
酬
つ
の
表
象
が
他
の
表
象
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と

螂　
　
　
　
　
　
仏
教
に
お
け
る
瞑
想
と
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
表
象
一
般
が
迷
妄
で
あ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
表
象
が
認
識
の
太
・
質
で
あ
る

　
　
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
認
識
の
形
は
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
所
産
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
惟
を
は
な
れ
た
認
識
の
本
質
そ
の
も
の

　
　
は
、
形
を
は
な
れ
た
照
明
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
、
ス
テ
イ
ラ
マ
テ
ィ
な
ど
の
無
形
象
唯
識
派
と
い
わ
れ
る
人

　
　
人
は
こ
の
系
統
に
属
す
る
。
こ
の
系
統
の
唯
識
派
の
考
え
方
が
、
結
果
的
に
は
中
観
派
に
き
わ
め
て
近
く
な
る
こ
と
を
注
音
心
し
て
お
こ
う
。

　
内
容
の
な
い
、
光
り
輝
く
心
と
は
空
の
境
地
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
中
観
喩
伽
派
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
成
立

　
　
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
唯
識
派
の
他
の
一
派
ー
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
、
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
！
カ
ラ
グ
プ
タ
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー

　
　
ナ
シ
ュ
リ
ー
ミ
ト
ラ
、
ラ
ト
ナ
キ
ー
ル
テ
ィ
な
ど
の
最
も
有
力
な
学
者
を
輩
撮
さ
せ
た
一
派
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
誤
っ
た
表
象
が
あ
る

　
と
し
て
も
、
そ
れ
を
存
在
し
な
い
認
識
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
来
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
表
象
と
い
う
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
銀
を
見
た
知
覚
が
誤
り
で
、
そ
れ
を
貝
で
あ
る
と
す
る
第
二
瞬
閲
の
知
覚
が
正
し
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
二

　
　
つ
の
知
覚
は
そ
れ
ぞ
れ
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
歴
史
的
事
件
の
よ
う
な
も
の
で
、
後
の
も
の
が
前
の
も
の
を
訂
正
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
矛
盾
や
対
立
と
い
う
も
の
は
二
つ
の
も
の
が
同
時
に
あ
っ
て
こ
そ
な
り
た
つ
。
時
間
を
異
に
し
て
生
ず
る
二
つ
の
知
覚
の
間

　
に
矛
盾
は
な
い
し
、
　
一
方
が
他
方
を
た
だ
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
銀
の
知
覚
も
貝
の
知
覚
も
、
知
覚
と
し
て
は
同
じ
く
正
し
い
の
で
あ

　
り
、
そ
の
よ
う
な
形
象
を
は
な
れ
た
認
識
そ
の
も
の
な
ど
が
あ
る
わ
け
は
な
い
、
と
い
う
。
ひ
と
が
迷
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
の
は
、

　
そ
の
ひ
と
が
形
象
を
見
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
形
象
を
思
惟
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
思
惟
の
解
釈
を
除
け
ば
、
ひ

　
と
は
認
識
の
形
象
を
見
な
が
ら
迷
論
か
ら
解
脱
す
る
。
柳
は
緑
、
花
は
紅
の
ま
ま
に
悟
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
形
の
な
い
光
り
輝
く
心

　
な
ど
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
唯
識
家
を
有
形
象
唯
識
派
と
名
づ
け
る
。
つ
ま
り
無
形
象
唯
識
派
に
と
っ
て
は
、

　
表
象
は
思
惟
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
迷
妄
で
あ
る
。
有
形
象
唯
識
派
に
と
っ
て
は
、
認
識
の
表
象
と
は
、
形
象
に
思
惟
の
加

　
　
わ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
う
ち
、
思
惟
は
迷
妄
の
原
理
で
あ
る
が
、
形
象
は
汚
れ
の
な
い
認
識
の
本
質
で
あ
る
。
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唯
識
派
の
な
か
の
こ
の
無
形
象
と
有
形
象
と
の
論
争
は
、
有
部
と
経
量
部
と
の
聞
の
無
形
象
と
有
形
象
の
論
争
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と

は
す
ぐ
分
か
る
。
た
だ
そ
の
論
争
が
、
心
の
本
質
と
心
の
表
象
と
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
表
象
と
外
界
の
対
象
と
に
つ
い
て
考

え
ら
れ
て
い
る
か
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
以
後
の
有
形
象
唯
識
派
は
経
量
部
と
合
併
し
て
し
ま
っ
て
、
経
最
喩
伽
派

と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
学
派
は
、
た
と
え
ば
論
理
学
と
か
刹
那
滅
論
と
か
｝
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
　
一
応
外
界
の
存
在
を
認
め
て
議
論

す
る
が
、
い
っ
た
ん
最
高
の
真
実
が
主
題
と
な
れ
ば
、
唯
識
の
立
場
に
た
っ
て
外
界
の
存
在
を
否
定
す
る
。

　
『
中
観
荘
厳
論
』
に
は
、
初
め
の
部
分
に
、
仏
教
以
外
の
諸
学
派
の
教
義
の
批
判
も
あ
る
し
、
ま
た
、
仏
教
諸
学
派
批
判
の
な
か
に
は
、

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
哲
学
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
な
し
に
は
近
づ
け
な
い
よ
う
な
議
論
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
鯛
の
機
会
に
譲
っ

て
、
こ
こ
で
は
、
上
に
述
べ
た
イ
ン
ド
仏
教
の
展
開
を
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
階
程
と
し
て
配
列
し
た
か
に

焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
す
べ
て
の
哲
学
体
系
を
、
心
理
的
な
世
界
と
物
質
的
な
世
界
と
を
と
も
に
実
在
と
す
る
二
元
論
と
、
物
質
的

な
存
在
を
否
定
し
て
認
識
の
み
を
実
在
と
す
る
一
元
論
と
に
大
古
す
る
。
仏
教
の
学
派
で
い
え
ば
、
説
一
切
有
部
と
容
量
部
が
二
元
論
に
、

唯
識
派
と
中
観
派
と
が
＝
兀
論
に
属
す
る
。
ま
た
彼
は
、
二
元
論
の
体
系
を
無
形
象
知
識
論
を
説
く
有
部
と
、
有
形
象
知
識
論
の
立
場
を

と
る
経
最
部
と
に
分
け
る
。
唯
識
派
に
つ
い
て
も
、
後
に
出
る
よ
う
に
、
有
形
象
唯
識
派
と
無
形
象
唯
識
派
と
が
分
れ
る
。

　
説
一
切
有
部
の
理
論
は
十
八
種
の
範
疇
を
も
っ
て
す
べ
て
の
存
在
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
こ
の
範
疇
に

よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
要
素
は
単
一
な
実
在
で
あ
る
と
い
う
有
部
を
追
究
す
る
。
た
と
え
ば
浬
梨
は
無
制
約
的
で
単
一
な
実
在
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
。
し
か
し
浬
墾
が
二
刹
那
の
意
識
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
場
合
を
考
え
る
と
、
も
し
同
一
の
浬
梨
が
二
刹
那
の
二
つ
の
意
識
で
考

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
意
識
は
区
別
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
刹
那
言
論
が
な
り
た
た
な
い
。
も
し
第
一
の
意
識
に
よ
っ
て
考
え
ら

れ
た
浬
樂
と
存
じ
も
の
が
第
二
の
意
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
渥
業
そ
の
も
の
が
単
「
と
は
い
え
な
く
な
る
。
ま
た
物
質
の
原
子

も
単
一
な
実
在
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
も
し
原
子
が
藥
合
し
て
現
象
す
る
と
き
、
中
央
の
原
子
が
ま
わ
り
の
十
箇
の
原
子
と
結
合
す

　
　
　
　
仏
教
に
お
け
る
賑
想
と
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
七
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る
か
、
結
合
し
な
い
ま
で
も
向
か
い
合
う
と
す
れ
ば
、
中
央
の
原
子
は
十
の
側
面
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
単
一
で
不
可
分
な
原

　
　
子
が
十
の
部
分
を
も
つ
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
飴
＝
な
実
在
と
さ
れ
る
要
素
を
吟
味
す
る
と
複
合
的
な
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
複
合
性
を
有
部
は
承
認
し
な
い
た
め
に
、
　
一
つ
の
要
素
は
単
一
性
と
複
合
性
の
二
つ
の
矛
癒
し
た
性
質
を
も
つ

　
　
と
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
こ
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
要
素
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
有
部
の

　
　
十
八
種
の
範
疇
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
。

　
　
意
識
は
、
ガ
ラ
ス
の
球
体
の
よ
う
に
、
対
象
の
形
象
を
自
身
の
う
ち
に
含
ま
な
い
と
い
う
窟
部
の
無
形
象
知
識
論
に
対
し
て
は
、
シ
ャ

　
　
！
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
は
知
識
と
物
質
的
対
象
と
の
本
質
的
な
差
捌
を
強
調
し
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
。
無
感
覚
な
物
質
は
現
わ
れ
で
る
た
め

　
　
に
は
知
識
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
、
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
知
識
の
方
は
、
そ
れ
が
現
象
す
る
た
め
に
他
の
も
の
を
要
し
な
い
、

　
　
自
己
認
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
知
識
は
霞
身
で
霞
身
の
中
に
あ
る
表
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
っ
（
、
そ
れ
虜
身
と
異
な
っ
た
も
の
を
認
識

　
　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
も
し
外
界
の
対
象
が
そ
れ
慮
身
の
形
象
を
知
識
に
な
げ
入
れ
、
知
識
の
な
か
に
そ
の
表
象
が
生
じ

　
　
な
い
な
ら
ば
、
知
識
と
対
象
と
は
い
か
な
る
関
係
を
も
も
ち
え
な
い
。
だ
か
ら
、
外
界
の
対
象
の
認
識
と
い
う
も
の
は
無
形
象
知
識
論
の

　
立
場
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
経
面
部
の
有
形
象
知
識
論
の
立
揚
で
は
、
外
界
の
認
識
と
い
う
も
の
は
比
楡
的
に
し
か
成
立
し
な
い
。
そ
れ
虜
身
は
知
覚
さ
れ
な
い
外

　
　
界
の
対
象
が
知
識
の
中
に
投
げ
入
れ
た
、
そ
の
形
象
は
知
識
の
一
部
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
知
識
の
一
部
分
で
あ
る
形
象
を

　
　
知
識
飯
氏
が
見
る
と
い
う
自
己
認
識
が
、
か
り
に
、
外
界
の
対
象
の
認
識
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ

　
　
タ
は
こ
の
有
形
象
知
識
論
を
有
部
の
認
識
論
よ
り
は
る
か
に
高
く
評
価
す
る
。
け
れ
ど
も
彼
は
経
量
部
の
こ
の
理
論
を
絶
対
的
に
確
実
だ

　
　
と
は
い
わ
な
い
。
知
識
と
い
う
も
の
は
非
物
質
的
な
、
し
た
が
っ
て
単
一
な
も
の
で
あ
る
が
、
　
　
方
対
象
の
形
象
は
、
複
合
的
な
物
質
的

　
存
在
の
映
像
で
あ
る
か
ら
、
複
数
的
な
も
の
で
あ
る
。
私
が
書
物
を
見
て
い
る
と
き
に
も
、
机
の
表
面
、
机
上
に
あ
る
コ
ッ
プ
や
灰
皿
、
さ

　
　
ら
に
壁
の
一
部
や
書
棚
の
一
部
も
見
え
て
い
る
。
冤
ら
れ
て
い
る
書
物
一
つ
に
し
て
も
厳
密
に
は
形
に
つ
い
て
も
色
に
つ
い
て
も
単
一
な
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も
の
で
な
く
し
て
、
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
対
象
の
形
は
つ
ね
に
複
数
的
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら

ば
、
単
よ
な
知
識
が
複
数
的
な
形
象
を
も
つ
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
つ
の
実
在
が
そ
の
ホ
性
と
し
て
単
一
性
と
複

数
性
と
い
う
矛
盾
し
た
二
つ
の
も
の
を
も
っ
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
知
識
の
単
一
性
と
形
象
の
複
数
性
の
も
た
ら
す
困
難
に
つ
い
て
の

議
論
は
、
す
で
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
知
識
論
評
釈
』
（
知
覚
章
一
九
四
～
二
二
五
頒
）
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ

こ
で
も
中
観
派
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い
ニ
ヤ
ー
や
学
派
、
有
部
、
経
蚤
部
を
あ
ざ
け
っ
て
、
知
識
も
対
象
も
け
っ
き
ょ
く
実
在

し
な
い
と
す
る
中
観
の
空
の
立
場
を
宣
揚
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
知
識
論
評
釈
』
で
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身
が
こ
の
問
題
に
対
し
て
経
罵
言
の
立
場
か
ら
与
え
た
解
決
は
彼
の
天
才
を
証
し
て
あ
ま

り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
形
象
の
複
数
性
と
い
う
こ
と
は
純
粋
な
知
覚
（
直
観
）
に
お
い
て
は
閥
題
に
な
ら
な
い
で
、
た
だ
そ
れ
が
反
省
さ

れ
た
思
惟
の
立
場
に
お
い
て
起
こ
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
認
識
と
し
て
籠
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
直
観
に
お
い
て
は
、
知
識

の
形
象
は
全
一
な
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
形
象
は
多
様
な
ま
ま
に
全
｝
で
あ
る
。
思
惟
は
第
二
義
的
な
認
識
で
あ

り
、
か
り
に
そ
こ
で
形
象
の
複
数
性
が
知
識
の
単
一
性
と
撞
着
し
た
に
し
て
も
、
薩
観
に
お
い
て
は
そ
の
撞
着
は
な
い
、
と
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
こ
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
決
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
あ
き
ら
か
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
複
合
的
な
ま

ま
に
単
一
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
は
単
一
と
複
合
と
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
矛
盾
と
考
え
る
中
観
派
に
と
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
解
決
に
な
っ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
『
中
観
荘
厳
論
』
で
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
批
判
す
る
当
量
部
の
解
決
策
の
虫
要
な
も
の
は
次
の

二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
経
董
部
は
い
う
。
た
と
え
ば
蓮
の
た
く
さ
ん
の
花
弁
が
非
常
に
労
い
遮
度
で
次
々
に
開
く
と
き
、
そ
れ
は
一
時

置
開
花
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
あ
る
い
は
、
た
い
ま
つ
を
速
や
か
に
旋
圏
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
火
の
輪
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う

に
、
知
覚
に
お
い
て
ひ
と
は
対
象
の
一
つ
…
っ
の
部
分
を
次
々
に
児
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
速
度
の
早
さ
の
た
め
に
、
複
数
の
も
の

が
一
時
に
知
覚
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
、
と
。

　
シ
ャ
ー
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
は
批
判
す
る
。
も
し
早
い
速
度
で
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
一
つ
の
知
覚
と
な
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
一
つ
一
つ

　
　
　
　
仏
教
に
お
け
る
瞑
想
と
誓
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
九
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の
意
字
が
次
々
に
早
い
速
度
で
発
音
さ
れ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
単
語
、
　
一
つ
の
文
章
を
区
別
し
て
知
覚
し
、
全
体
を
一
つ
の
も
の

　
　
と
し
て
意
味
を
混
焦
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
火
の
輪
や
蓮
華
の
開
花
の
喩
え
は
、
知
覚
と
記
憶
を
混
同
し
た
議
論
で

　
　
あ
る
。
次
々
に
ひ
ら
く
花
弁
を
一
時
の
開
花
と
し
、
一
点
一
点
に
あ
る
火
を
つ
な
い
で
輪
と
す
る
の
は
、
知
覚
で
は
な
く
て
記
憶
で
あ
る
。

　
　
け
れ
ど
も
複
数
の
形
象
が
知
識
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
同
時
的
な
知
覚
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
の
楡
え
で
こ
れ
を
説
明
す
る
こ

　
　
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
第
二
に
、
経
三
部
は
い
う
。
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
と
い
う
よ
う
な
異
種
類
の
知
覚
が
岡
時
に
起
こ
る
さ
い
に
、
同
一
種
類
の
な
か
の
多

　
　
く
の
も
の
も
同
時
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
赤
、
青
、
黄
と
い
う
よ
う
な
多
く
の
色
は
同
一
瞬
間
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、

　
　
そ
の
と
き
の
視
覚
は
一
で
あ
り
な
が
ら
多
で
も
あ
る
、
と
。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
批
判
す
る
。
も
し
一
旦
知
覚
の
形
象
を
赤
、
青
な

　
　
ど
の
部
分
に
分
け
始
め
る
と
、
青
の
部
分
に
も
さ
ら
に
小
さ
な
部
分
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
っ
き
ょ
く
は
最
終
的
な
単
位
と
し

　
　
て
の
原
子
の
一
つ
一
つ
が
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
誰
も
そ
れ
を
認
め
な
い
。
い
っ
た
い
、
経
二
部
の
教
義
で
は
単
一

　
　
な
対
象
は
存
在
し
な
い
。
渥
樂
や
空
尉
と
い
う
無
捌
約
的
な
、
単
一
な
存
在
は
、
有
部
で
は
認
め
る
が
経
量
部
で
は
認
め
な
い
は
ず
で
あ

　
　
る
。
ま
た
心
理
作
用
や
論
理
的
概
念
も
つ
ね
に
心
と
と
も
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
単
一
で
起
こ
る
と
は
い
え
な

　
　
い
。
単
一
な
穀
象
な
ど
な
い
と
き
に
、
単
唱
な
心
と
複
合
的
な
対
象
の
形
象
と
の
矛
庸
を
解
決
し
え
な
い
経
量
部
の
有
形
象
知
識
論
は
な

　
　
り
た
た
な
い
、
と
。

　
　
　
有
部
や
経
量
部
に
比
較
す
る
と
、
唯
識
派
の
理
論
は
経
典
の
本
旨
と
論
理
と
に
適
合
し
た
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
外
界
の
存
在
に
執

　
　
着
し
て
い
る
人
々
の
盲
を
開
く
に
足
る
も
の
で
あ
る
、
と
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
激
賞
す
る
。
彼
は
彼
膚
身
が
多
く
の
も
の
を
唯
識
派

　
　
に
負
う
て
い
る
こ
と
を
淡
白
に
告
白
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
唯
識
の
理
論
が
完
壁
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

　
　
い
。

　
　
　
唯
識
派
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
無
始
以
来
の
過
玄
か
ら
心
の
流
れ
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
印
象
の
種
子
が
成
熟
し
、
表
象



　
　
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
外
界
の
存
在
が
そ
の
原
因
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
心
の
表
象
は
つ
ね
に
複
数
的
で
あ
る
の

　
　
に
心
は
単
一
で
あ
る
、
と
い
う
経
量
部
を
苦
し
め
た
問
題
は
、
唯
識
派
に
お
い
て
も
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
い
っ
た
い
、
複
数
的
な

　
　
形
象
と
い
う
も
の
は
、
唯
識
派
に
と
っ
て
唯
一
の
実
在
で
あ
る
知
識
自
体
と
同
じ
よ
う
に
真
実
な
の
か
、
あ
る
い
は
究
極
的
に
は
否
定
さ

　
　
れ
る
け
れ
ど
も
し
ば
ら
く
か
り
に
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
の
か
。
唯
識
派
も
、
知
識
の
複
数
性
を
承
認
す
る
か
、
形
象
の

　
　
単
一
性
を
主
張
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
立
場
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
形
象
が
単
一
な
ら
ば
、
世
界
の
一
部
が
動
け

　
　
ば
全
世
界
が
動
き
、
　
一
部
が
黄
色
で
あ
れ
ば
全
世
界
が
黄
色
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
困
難
を
さ
け
て
、
形
象
の
複
数
性
を
認
め
れ
ば
、

　
　
形
象
を
と
も
な
っ
た
心
瞬
の
知
識
そ
の
も
の
に
複
数
性
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
不
合
理
で
あ
る
。

　
　
　
ち
ょ
う
ど
経
量
部
と
同
じ
よ
う
に
唯
識
派
も
、
青
黄
な
ど
の
多
く
の
知
覚
は
、
同
種
類
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
同
一
瞬
間
に
起
こ
る
か
ら
、

　
　
知
識
の
単
一
性
と
形
象
の
複
数
性
は
矛
盾
し
な
い
、
と
い
う
。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
批
判
す
る
。
そ
の
よ
う
な
説
明
は
経
典
の
権
威

　
　
に
そ
む
き
、
ま
た
論
理
的
に
も
な
り
た
た
な
い
。
経
典
に
は
、
す
べ
て
の
人
は
一
心
の
流
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
心
つ
ま
り
認

　
　
識
の
童
∴
性
を
教
え
て
い
る
。
ま
た
唯
識
哲
学
の
最
大
の
権
威
で
あ
る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
、
異
種
類
の
認
識
－
視
覚
と
聴
覚
な
ど

　
　
は
同
一
瞬
間
に
起
こ
る
け
れ
ど
も
、
同
一
種
類
の
二
つ
以
上
の
認
識
は
同
時
に
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　
　
　
も
し
多
く
の
形
象
が
一
つ
の
知
識
の
な
か
に
同
晴
に
存
在
す
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
唯
識
派
は
自
分
が
外
界
実
在
論
者
の
原
子
論
に

　
　
対
し
て
行
な
っ
た
批
判
と
全
く
同
じ
論
理
で
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
原
子
の
存
在
を
認
め
る
と
、
一
つ
の
原
子
が
そ
の
周
囲
の
多
く

　
　
の
凍
子
と
結
合
す
る
た
め
に
、
漂
干
は
多
く
の
側
面
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
原
子
の
不
可
分
割
算
に
矛
盾
す
る
。
も
し
多
く
の
側
面
を
も

　
　
た
な
い
と
す
れ
ば
、
無
限
に
多
数
の
原
子
も
一
箇
の
原
子
と
同
じ
地
点
を
占
め
て
し
ま
う
か
ら
、
山
や
大
地
も
一
箇
の
原
子
と
同
じ
大
き

　
　
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
唯
識
派
は
こ
の
よ
う
な
語
々
を
も
っ
て
外
界
実
在
論
を
否
定
し
た
が
、
も
し
唯
識
派
が
一
つ
の
知
識

　
　
に
多
数
の
形
象
つ
ま
り
多
数
の
部
分
の
共
存
を
み
と
め
れ
ば
、
そ
の
部
分
は
原
子
の
単
位
に
ま
で
追
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の

　
　
原
子
批
判
は
唯
識
派
自
身
の
有
形
象
知
識
論
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
物
質
的
存
在
で
あ
る
原
子
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
非
物
質
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的
な
知
識
に
向
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
反
論
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
と
い
う
の
は
知
識
以
外
の
存
在
を
認
め
な
い
唯
識
派
に
と

　
　
っ
て
知
識
の
形
象
は
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
顕
現
し
て
い
る
。
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
以
上
は
原
子
の
集
積
と
同
じ
よ
う
に
批
判
さ
れ

　
　
る
こ
と
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
有
形
象
知
識
論
批
判
は
彼
の
独
創
的
な
も
の
で
、
そ
の
後
中
観
派

　
　
の
有
形
象
唯
識
派
批
判
の
き
め
手
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
の
シ
ャ
ー
ソ
タ
ラ
ク
シ
タ
の
唯
識
派
鋤
判
は
有
形
象
唯
識
派
（
ω
卿
訂
舜
く
餌
鳥
鈴
」
ω
帥
春
眠
（
鋤
窪
く
餌
伽
計
図
◎
α
Q
鯖
。
雪
ぎ
）
に
向
け
ら

　
　
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
無
形
象
唯
…
識
派
（
》
轟
惹
猫
く
巴
g
。
」
諺
騨
搾
巴
（
餌
羨
く
9
1
島
甲
績
。
σ
q
鋤
。
警
ぎ
）
は
い
う
。
最
高
の
真
実
と
し
て
は
、
認

　
　
識
は
、
水
黒
球
の
よ
う
に
、
青
な
ど
の
形
象
に
よ
っ
て
も
汚
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
形
象
は
無
始
以
来
つ
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
誤

　
　
つ
た
潜
在
印
象
に
よ
っ
て
現
象
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
摩
術
師
が
…
塊
の
粘
土
を
と
っ
て
睨
文
を
と
な
え
、
馬
や
象
の
幻
を

　
　
生
ぜ
し
め
た
と
き
、
馬
や
象
は
存
在
し
な
い
が
粘
土
は
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
形
象
は
存
在
し
な
い
が
、
認
識
の
本
質
は
存
在
す
る
、

　
　
と
。

　
　
　
た
し
か
に
こ
の
立
場
で
は
単
一
な
知
識
と
複
数
の
形
象
の
矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
と
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
い
う
。
も

　
　
し
形
象
が
実
在
し
な
い
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
が
こ
れ
ほ
ど
あ
き
ら
か
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
ま
た
、
認
識
の
形
象
を
除
い
て
、
認
識

　
　
そ
の
も
の
は
ど
こ
に
も
み
と
め
ら
れ
な
い
。
表
象
を
も
た
な
い
認
識
な
ど
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
実
在
す
る
が
見
ら
れ
な
い
認
識

　
　
の
本
質
と
晃
ら
れ
て
は
い
る
が
実
在
し
な
い
形
象
と
の
間
に
は
い
か
な
る
関
係
も
な
り
た
た
な
い
。
両
者
は
同
一
性
に
よ
っ
て
結
び
つ
か

　
　
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
一
方
が
実
在
で
他
方
が
非
実
在
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
は
因
果
関
係
に
よ
っ
て
も
結

　
　
び
つ
か
な
い
。
困
果
は
時
聞
を
異
に
す
る
二
つ
の
も
の
の
閥
に
だ
け
な
り
た
つ
が
、
形
象
と
認
識
は
同
時
的
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
ま
た
も
し
形
象
が
実
在
す
る
認
識
を
原
因
と
し
て
生
じ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
形
象
は
ま
っ
た
く
非
実
在
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
、

　
黄
疸
の
た
め
に
ひ
と
が
白
い
貝
を
黄
色
で
あ
る
と
み
た
と
し
て
も
、
黄
色
の
貝
の
形
象
は
ま
っ
た
く
実
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

　
　
は
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
原
因
と
陶
じ
ほ
ど
に
実
在
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
無
形
象
唯
識
派
は
、



形
象
は
そ
の
原
因
で
あ
る
認
識
と
は
全
く
別
で
、
非
実
在
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
有
部
も
経
量
都
も
、
有
形
象
唯
識
派
も
無
形
象
唯
識
派
も
、
中
観
の
批
判
に
耐
え
る
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
の
批
判
の
原
理
は
た
だ
一
つ
。
す
べ
て
の
も
の
は
単
一
性
と
複
数
性
と
い
う
矛
盾
す
る
二
つ
の
性
格
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
た
め
に
最
高
の
真
実
と
し
て
実
在
す
る
と
い
え
な
い
。
物
と
同
じ
よ
う
に
心
も
実
在
で

は
な
い
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
い
っ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
空
で
あ
る
と
い
う
中
観
の
真
理
が
確
立
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
唯
識
派
を
批
判
し
、
こ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
を
説
く
け
れ
ど
も
、
バ
ヴ
ィ
ヤ
（
経
量
中
観
派
）
の
よ
う
に
、

唯
識
説
を
た
だ
、
自
我
を
否
定
す
る
た
め
の
か
り
の
理
論
で
あ
っ
て
、
　
一
般
の
理
解
（
世
俗
）
と
し
て
も
費
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
と
は

い
わ
な
い
。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
、
唯
識
説
を
有
部
や
経
警
部
の
理
論
よ
り
も
高
い
も
の
、
　
一
般
の
理
解
の
領
域
に
お
い
て
は
最
も

す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
『
六
十
頒
如
理
論
』
三
四
頒
に
お
い
て
、
四
元
素
そ
の
他
の
外
界
の

存
在
は
三
芳
に
お
さ
め
ら
れ
る
も
の
で
、
認
識
す
ら
も
空
で
あ
る
と
知
る
と
き
に
は
、
外
界
の
存
在
は
ま
っ
た
く
の
誤
認
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
、
と
い
う
意
味
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
れ
は
、
唯
識
が
中
観
の
哲
学
階
程
の
な
か
に
大
き
な
位
概
を
も
つ
こ
と
を

示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
中
観
荘
厳
論
』
九
竃
頒
に
お
い
て
は
、
中
観
と
唯
識
と
を
馬
車
の
二
つ
の
手
綱
に
た
と
え
、
二
学
派

の
理
論
を
習
得
し
て
は
じ
め
て
人
は
大
乗
仏
教
者
と
い
え
る
、
と
い
っ
て
い
る
。

三

　
　
　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
中
観
派
と
唯
識
派
（
喩
学
行
派
）
を
綜
合
し
た
と
い
う
こ
と
は
理
論
的
な
領
域
に
お
い
て
だ
け
は
た
さ
れ
た

　
　
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
実
践
面
に
お
い
て
そ
れ
は
も
っ
と
完
全
に
行
な
わ
れ
た
。
初
期
・
中
期
の
中
観
派
も
菩
薩
の
牽
地
と
い
う
ヨ
ー
ガ

　
　
の
方
法
を
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
も
十
地
の
ヨ
ー
ガ
を
奨
励
し
て
い
る
し
（
『
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
i
』
四
・
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四
〇
以
下
）
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
揚
地
の
説
明
に
そ
っ
て
中
観
哲
学
を
解
明
し
て
い
る
。
け
れ
ど
後
期
中
観
派
に
お
い
て
は
、
十

地
を
は
じ
め
と
し
て
、
喩
伽
行
派
が
体
系
化
し
、
実
践
し
て
き
た
ヨ
ー
ガ
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
う
け
い
れ
ら
れ
、
中
観
派
の
実
践
法
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
富
盛
次
第
』
初
篇
に
よ
り
な
が
ら
、
後
期
中
観
派
の
実
践
の
大
綱
を
か
ん
た
ん
に
記
し
て
お
く
。

　
智
恵
と
い
う
も
の
は
三
種
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
学
習
と
批
判
と
瞑
想
（
闘
∵
思
・
修
）
と
で
あ
る
。
学
習
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え

や
す
ぐ
れ
た
哲
学
書
の
勉
強
を
意
味
す
る
。
批
判
と
い
う
の
は
、
大
乗
の
経
典
の
説
く
空
性
の
教
え
を
権
威
と
し
な
が
ら
、
論
理
を
も
っ

て
不
生
の
意
味
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
イ
ン
ド
哲
学
諸
派
、
仏
教
諸
派
の
実
在
論
を
批
判
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
。
ヨ
ー
ガ
は
学
嘉
し
批
判
的
に
研
究
し
た
こ
と
を
明
瞭
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
体
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
は
止
血
と
観
察
と
そ

の
二
つ
の
統
一
（
止
・
観
・
双
運
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。

　
貧
欲
を
絶
ち
、
行
な
い
を
正
し
、
慈
善
や
道
徳
を
積
む
こ
と
は
ヨ
ー
ガ
に
入
る
た
め
の
捷
径
で
あ
る
。
ひ
と
は
閑
寂
で
清
潔
な
場
所
を

選
び
、
仏
菩
薩
の
礼
拝
、
過
去
に
お
か
し
た
罪
の
告
白
、
慈
悲
心
の
喚
起
、
ヨ
ー
ガ
の
姿
勢
の
と
り
方
な
ど
を
、
定
め
ら
れ
た
規
則
ど
お

り
に
行
な
っ
て
球
心
に
入
る
。
止
心
は
選
ば
れ
た
ヨ
ー
ガ
の
対
象
に
心
を
統
一
的
に
専
注
す
る
た
め
に
心
の
動
揺
や
沈
繕
な
ど
を
止
溢
す

る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
過
程
に
は
心
を
次
第
に
純
化
統
一
し
て
ゆ
く
九
種
類
の
心
の
と
ど
め
方
（
九
種
心
住
）
、
怠
惰
・
対
象
の
忘
失
・
沈

諺
。
浮
動
・
努
力
の
不
足
・
過
大
な
努
力
な
ど
の
六
種
の
障
害
、
そ
れ
に
対
し
て
信
。
意
欲
・
清
明
。
勤
励
を
以
て
怠
惰
を
除
き
、
記
憶

を
以
て
対
象
の
忘
失
を
除
き
、
正
知
を
以
て
沈
欝
と
浮
動
を
、
思
念
を
以
て
努
力
の
不
足
を
、
無
関
心
を
以
て
過
大
な
努
力
を
除
く
と
い

う
八
断
行
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
ヨ
ー
ガ
行
者
は
種
々
の
神
通
力
を
得
る
に
至
る
。
尋
求
・
盤
面
・
喜
・
楽
の
対
象
に
対
す
る
心
の

統
一
と
い
う
心
作
用
を
と
も
な
っ
て
い
る
七
二
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
執
着
を
棄
て
て
、
よ
り
高
い
心
作
用
を
と
も
な
っ
た
第
二
、
第
三
、

第
四
禅
へ
進
ん
で
ゆ
く
四
禅
の
階
程
な
ど
も
修
習
さ
れ
る
。

　
止
心
に
よ
っ
て
瞑
想
の
対
象
に
統
一
さ
れ
た
心
を
専
注
し
、
静
寂
な
境
涯
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
、
そ
の
対
象
が
実

在
し
な
い
、
急
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
努
め
る
。
そ
れ
が
、
後
期
中
観
派
の
哲
学
と
瞑
想
の
体
系
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要



　
　
な
位
置
を
し
め
る
観
察
（
観
）
の
段
階
で
あ
る
。
物
質
的
な
対
象
は
心
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
心
も
究
極
的
な
実
在
で
は
な

　
　
い
と
批
判
し
て
、
最
高
の
真
実
と
し
て
の
空
性
に
ま
で
昇
っ
て
ゆ
く
、
こ
の
観
察
の
過
程
は
、
さ
き
に
述
べ
た
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の

　
　
哲
学
の
階
程
と
｝
致
す
る
。
哲
学
の
階
程
が
そ
の
ま
ま
瞑
想
の
上
程
と
し
て
実
践
さ
れ
、
あ
き
ら
か
に
無
心
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観

　
　
の
段
階
は
『
入
参
画
経
』
一
〇
二
一
五
六
～
二
五
八
の
三
軍
願
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ

　
　
タ
と
カ
マ
ラ
シ
！
う
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
三
国
願
を
か
れ
ら
の
仏
教
の
中
核
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
観
喩
伽
派
の
哲
学
と
瞑
想

　
　
の
王
国
の
理
論
は
こ
の
竃
詩
頒
を
権
威
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
を
意
馬
す
る
。
　
当
盤
樗
伽
経
』
に
お
け
る
こ
の
三
二
頒
の
テ
キ
ス
ト
に
は

　
　
異
本
も
あ
り
一
た
と
え
ば
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
の
引
用
す
る
こ
の
三
詩
趣
は
シ
ャ
…
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
早
引
の
も
の
と
か
な
り

　
　
の
異
岡
を
み
せ
て
い
る
i
、
ま
た
、
そ
の
表
現
が
あ
い
ま
い
で
、
異
な
っ
た
二
つ
の
理
解
の
仕
方
を
可
能
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
丈
猷

　
　
的
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
こ
の
三
詩
頒
を
意
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
括
弧
内
は

　
　
カ
マ
ラ
シ
！
う
の
挿
入
し
た
特
殊
な
解
釈
で
あ
る
。

　
　
　
（
形
象
を
も
っ
た
）
心
の
み
が
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
、
ヨ
ー
ガ
行
者
は
、
外
界
の
対
象
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
　
（
主
観
、

　
　
客
観
の
二
つ
を
離
れ
た
光
り
輝
く
心
で
あ
る
）
も
の
の
真
絹
を
対
象
と
し
た
膜
想
に
沈
潜
し
て
、
彼
は
（
形
象
を
も
っ
た
）
心
の
み
と
い

　
　
う
こ
と
を
も
超
越
す
べ
き
で
あ
る
（
二
五
六
）
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
　
（
形
象
を
も
っ
た
）
心
の
み
と
い
う
こ
と
を
越
え
た
の
ち
に
、
　
（
主
観
・
客
観
の
）
無
顕
現
（
で
あ
る
光
り
輝
く

　
　
心
）
を
も
超
越
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
　
（
光
り
輝
く
心
す
ら
も
）
顕
現
す
る
こ
と
の
な
い
瞑
想
に
沈
潜
し
て
彼
は
大
乗
を
見
る

　
　
（
二
五
七
）
。

　
　
　
彼
の
得
る
境
地
は
努
力
を
要
せ
ず
に
た
も
た
れ
、
静
寂
で
、
　
（
彼
の
菩
薩
と
し
て
の
）
本
願
に
よ
っ
て
浄
め
ら
れ
て
い
る
。
　
（
光
り
輝

　
　
く
心
さ
え
も
）
顕
現
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
（
さ
き
に
は
）
最
高
の
智
恵
と
思
わ
れ
た
も
の
（
つ
ま
り
、
光
り
輝
く

　
　
心
）
を
本
体
の
な
い
も
の
と
み
る
（
二
五
八
）
。

354　
　
　
　
　
　
仏
教
に
お
け
る
眼
想
と
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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岨
誓
昌
需
耕
究
　
　
策
五
百
十
∴
ぢ
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
詣
ハ

　
括
弧
の
内
の
丈
章
を
省
い
て
読
め
ば
だ
い
た
い
『
入
選
伽
経
』
の
伝
え
る
愚
心
昧
に
な
る
。
た
だ
し
二
五
八
の
後
半
は
、
本
経
、
カ
マ
ラ

シ
ー
ラ
、
ラ
ト
ナ
ー
ヵ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
間
に
異
岡
が
あ
る
う
え
に
、
か
な
り
ち
が
っ
た
読
み
方
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
丈

面
で
あ
る
の
で
、
　
一
定
で
き
な
い
。

　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
解
釈
に
よ
る
と
こ
の
三
詩
心
は
哲
学
の
四
つ
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
e
外
界
の
対
象
の
存
在
を
許
す
立
場

（
有
部
と
経
底
部
）
、
⇔
形
象
の
あ
る
心
の
み
を
認
め
る
立
場
（
有
形
象
唯
識
派
）
、
㊨
形
象
の
な
い
光
り
輝
く
心
の
み
を
立
て
る
立
場

（
無
形
象
唯
識
派
）
、
㈲
光
り
輝
く
心
さ
え
も
否
定
さ
れ
た
空
の
立
場
（
中
観
派
）
と
い
う
闘
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
観
察
と
い

い
う
瞑
想
に
お
い
て
、
前
節
で
述
べ
た
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
哲
学
の
階
程
が
修
習
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
観
察
と
い
う
の
は
こ

れ
ら
の
実
在
す
る
物
と
心
、
形
象
の
あ
る
心
、
形
象
の
な
い
心
、
空
性
と
い
う
四
つ
の
瞑
想
の
対
象
を
、
あ
り
あ
り
と
直
観
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
と
と
も
に
、
低
い
段
階
の
対
象
を
批
判
し
て
高
い
段
階
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
観
察
の
な
か
に
は
批
判
的
な
思

索
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
観
察
に
成
功
す
る
と
、
つ
ぎ
に
、
気
心
と
観
察
と
を
車
の
両
輪
の
よ
う
に
並
行
し
て
修
習
す
る
。
止
心
と
は
無
知
に
な
る
こ
と
で

は
な
く
て
、
静
寂
な
知
で
あ
っ
た
か
ら
、
面
心
と
観
察
は
、
闇
と
光
の
よ
う
に
対
立
す
る
の
で
な
く
、
並
行
さ
せ
統
一
し
て
修
習
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
完
成
す
る
と
瞑
想
者
は
、
菩
薩
十
地
の
予
備
段
階
で
あ
る
信
解
行
地
に
入
る
。
こ
の
嚢
底
行
地
と
最
後
の
仏
地
と

の
間
に
菩
薩
の
十
地
が
入
る
か
ら
、
仏
の
境
涯
に
至
る
ま
で
に
、
合
計
す
れ
ば
十
二
の
段
階
が
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
名
称
と
特
徴
を
列
記

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
即
詠
行
地
　
ま
だ
入
に
自
我
が
な
く
、
も
の
に
本
体
の
な
い
こ
と
を
直
観
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
真
理
に
対
す
る
強
い
確
儒

を
も
っ
て
瞑
想
を
続
け
る
。
す
べ
て
の
も
の
に
本
体
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
知
の
光
が
少
し
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
を
媛
位
、
そ
の
光

が
明
瞭
度
を
増
し
た
段
階
を
頂
位
、
形
象
の
あ
る
心
の
み
で
あ
る
と
い
う
真
理
が
直
観
さ
れ
る
段
階
を
忍
位
、
光
り
輝
く
心
の
み
が
直
観

さ
れ
る
段
階
…
を
世
第
一
法
と
名
づ
け
て
、
四
つ
の
階
位
が
細
分
さ
れ
る
。



　
　
　
臨
地
（
歓
喜
地
）
そ
の
尊
慮
一
法
の
直
後
に
幽
世
間
的
な
、
す
べ
て
の
こ
と
ば
の
虚
構
を
超
え
た
空
性
が
も
っ
と
も
明
瞭
に
直
観
さ
れ

　
　
る
と
初
茸
に
入
っ
て
、
大
き
な
歓
喜
が
生
ず
る
。
こ
の
地
は
ま
た
見
道
と
よ
ば
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
断
滅
さ
れ
る
べ
き
百
十
二
種
の
煩
悩

　
　
を
断
つ
。
こ
の
地
に
お
い
て
は
利
他
心
が
さ
か
ん
に
な
る
の
で
慈
善
（
布
施
）
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
i
（
菩
薩
の
徳
鼠
）
が
向
上
す
る
。

　
　
　
二
地
（
離
垢
地
）
こ
の
第
二
地
か
ら
第
十
地
に
琵
る
ま
で
を
修
道
と
い
う
。
修
道
に
よ
っ
て
断
滅
さ
れ
る
べ
き
十
六
種
の
煩
悩
が
次
第

　
　
に
断
た
れ
て
ゆ
く
。
第
二
地
に
お
い
て
は
非
道
急
な
行
為
の
垢
が
除
か
れ
て
、
戒
律
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
て
く
る
。

　
　
　
野
地
（
発
光
地
）
忍
辱
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
、
多
く
の
世
間
的
な
三
昧
が
得
ら
れ
る
。
超
越
的
な
智
の
光
が
生
ず
る
の
で
発
光

　
　
地
と
い
う
。

　
　
　
縢
地
（
影
響
地
）
精
進
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
、
悟
り
の
助
け
に
な
る
も
の
（
菩
提
分
）
が
修
轡
さ
れ
、
不
浄
の
薪
が
燃
や
さ
れ

　
　
る
の
で
焔
恵
地
と
い
う
。

　
　
　
五
聖
（
難
勝
地
）
禅
定
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
、
悟
り
の
助
け
に
な
る
も
の
の
修
習
が
さ
ら
に
進
む
。
き
わ
め
て
得
が
た
い
段
階

　
　
の
意
味
で
難
勝
地
と
い
う
。

　
　
　
六
地
（
現
前
地
）
依
存
性
（
縁
起
）
の
真
理
を
瞑
想
し
て
智
恵
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
、
す
べ
て
の
も
の
に
し
る
し
が
な
い
こ
と

　
　
（
無
相
）
を
修
習
す
る
。
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
面
前
す
る
か
ら
現
前
地
と
い
う
。

　
　
　
上
地
（
遠
行
地
）
無
相
の
知
を
完
成
す
る
が
、
そ
れ
を
維
持
す
る
の
に
な
お
努
力
を
必
要
と
す
る
。
方
便
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
向
上
す

　
　
る
。
は
る
か
に
行
っ
て
無
努
力
の
境
地
に
近
づ
く
意
味
で
遠
行
地
と
い
う
。

　
　
　
野
地
（
不
動
地
）
努
力
を
用
い
ず
に
す
べ
て
の
徳
が
得
ら
れ
、
菩
薩
の
本
願
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
て
く
る
。
も
は
や
無
相
と
無

　
　
努
力
の
境
地
が
動
揺
し
な
い
か
ら
不
動
地
と
い
う
。

　
　
　
九
地
（
善
恵
地
）
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
知
力
、
つ
ま
り
カ
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
向
上
す
る
。
教
え
を
説
く
た
め
の
非
難
さ
れ
な
い
資
格

　
　
を
得
る
。

併　
　
　
　
　
　
仏
教
に
お
け
る
膜
想
と
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
学
研
究
　
第
五
養
十
二
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
．
瓢
八

　
十
地
（
法
雲
地
）
直
観
知
の
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
が
す
ぐ
れ
、
人
々
を
訓
練
す
る
た
め
に
必
要
な
化
身
術
を
得
る
。
世
界
中
に
法
の
雨
を
ふ

ら
せ
る
雲
の
意
味
で
法
雲
地
と
い
う
。

　
仏
地
　
全
知
を
得
、
化
身
術
を
完
成
し
て
ブ
ッ
ダ
と
な
る
。
　
（
了
）

　
　
　
（
本
稿
は
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
二
爲
京
都
折
口
学
会
に
お
け
る
公
開
講
演
の
内
容
で
あ
る
。
　
『
中
観
荘
厳
論
』
そ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
文
献

　
学
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
て
い
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Heideggerschen　lnterpretation　ist　der　Ort，　in　dem　der　transzendentale　，，Wi｝le“

eingebettet　bleibt，　hier　als　derjenige　，，Ort　des　Absoluten　Nichts“　gezeigt

worden，　der　jedoch　in　seinem　，，Sich　Wissen“　sich　zur　je－weiligen　Welt

bestil漁nユt，

　　Schliesslich　wird　die　aTn　Anfang　geRannte　，，Bedeutsamkeit“　und　，，Unbe－

deutsamkeit“　je　als　Weltlichkeit　（A）　und　Weltlichkeit　（B）　bezeichnet，　aus

deren　Verwandlungen，　Verfiechtungen　und　Vertiefungen　die　Problematik　der

’Welt　des　sptiteren　Heideggerschen　Denkens　in　ihren　Grundzttgen　ist　ttber－

biicl〈t　worden．

　　　　　Meditation　and　Philesophy　in　Buddkism

－a　leeture　given　in　the　annual　meeting　of　the

　　　Kyoto　Philosophical　Society　on　Noy．　2，　1968

b］　Yuichi　Kajiyama

　　The　lecturer　expla沁s　correlation　between　me（litation　practice　and　philo・

sophical　investigation　as　it　is　described　by　later　Indian　Madhyamika　scholars．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
Giving鼠n　exposition　of　the皿ain　contents　of　Santarak墨ita’s　Madhyamak浸1－

afhkara　and　Kamala劔a’s　Bhavanakrama，　he　examines　how　these　Madhy－

am圭ka　philosophers　evaluated　the　doctrines　of　the　malor　Buddhist　schools

（Sarvastivada，　Sautrantika，　Yogacara，　Mtidhyamika）a鷺d　how　the　Madhy－

ami｝〈as　incorporated　their　system　of　（玉octrina玉classification　into　their　practice

of　meditation。

，，Sein‘‘und　Einbildungskraft
　の　ワ

Uber　den　Sein．sbegri．ff　bei．　Ka溢

von　Tsuruo　lmazu

　　Diese　Abhandlung　ist，　wie　der　Titel　schon　zeigt，　ein　Versuch　zur　Unter－

suchung　：　ln　welchem　Sinne　der　Begriff　vorn　Sein　（oder　das　Seinsversttindnis）
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