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龍
樹
の
八
不
と
思
考
の
次
元
化

一
　

問

題

の

所

在

般
若
思
想
の
「
空
」
理
解
の
手
掛
か
り
と
な
る
特
異

な
命
題
と
し
て
よ
く

挙
げ
ら

れ
る
の

は
、
『
金
剛
般

若
経
』

に
あ

る
次
の
よ

う
な
文

言
で
あ

る
。

「
須
菩
提

よ
、
言
う
所

の
一
切

の
法

は
、
即

ち
、
一
切

の
法

に
非
ず
、
そ
れ

故
に
一
切
の
法
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
こ
の
短
い
経
典
の
中

に
十
数
回
も
現

れ
る
。
鈴
木
大
拙

は
こ

の
文
言

か
ら

、
い
わ
ゆ
る
「
即
非
の

論
理
」

を
考
案

し
た
と
言

わ
れ

る
。

し

か
し
こ

の
命
題

は
、
哲
学

の
伝
統

か
ら
言
え
ば

、
明
ら

か
に
思

考
の
根

本
原
則

の
矛
盾

律
に
抵
触
し
て

い
て
、

決
し
て
認

め
ら

れ
る
も
の
で

は
な
い
。

従

っ
て
こ

の
命
題

に
意
味
が
あ

る
と
す
れ
ば
、

そ
れ

だ
け
で

伝
統
的
哲
学

に

大
問
題

を
投

げ
か
け
て

い
る
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

思
考

の
原
則

を
脅

か
す
こ

の
論
法

は
八
宗

の
祖
、
龍

樹
に
お
い
て
如
何
な

渡
　

辺
　

明
　

照

く
発

揮

さ
れ
て

い
る
。
そ
の
有
名

な
句
が

『
中

論
』
の
冒
頭

に
あ

る
「
八

不
」
の
偈
で
あ

る
。
曰
く
、「
不

生
亦
不

滅
、
不
常
亦
不
断
、
不
一
亦
不
異
、

不
来
亦
不
出
。
能
く
是
の
因
縁
を
説
き

、
善
く
諸

の
戯
論
を
滅
し
給
ふ
、
我

は
稽
首
し
て
仏

に
礼

す
、
諸
説
中

第
一
な
り
。
」
こ

う
し
て
龍
樹

は
畢
竟

空

と

無
所

有
を
説
い
た
。

龍
樹

は

『
中

論
』

に
お

い
て
因
果
を
否
定
し
、
時
間

を
否
定
す
る
。
例
え

ば

「
観
因

果
品

第
二
十
」
の
十
二
偈
か
ら
十
九
偈
に
か
け
て
、
過
去
に
原
因

を
立
て
る
こ

と
を
否

定
し
（
因

果
律
否
定
）
、
未
来

に
原
因

を
立
て

る
こ
と

を
否

定
し

（
目

的
論
否

定
）
、
現

在
に
原
因
を
立
て

る
こ

と
を
否

定
す
る
。

従
っ
て
、
「
観
因
縁

品
第

一
」

に
お
い
て
四
縁

（
因

縁
、
次
第
縁
、
縁
縁
、

増
上
縁
）

の
す
べ
て

が
否
定
さ
れ
る
の
は
当
然
で

あ
る
。

ま
た
原
因
と
結
果

の
連
関
を
成
り

立
た
し
め
る
時
間
で
さ
え
も
、
「
観

時
品

第
十

九
」
で

は
否

定
し
て
し
ま

う
。
曰

く
、
「
時

は
住
す

る
も
不
可
得
、
時

は
去

る
も

亦
た
得
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べ

か
ら
ず
。
時
若
し
不
可

得
な
ら
ば
、
如
何
が
時
相

を
説

か
ん
。」

こ
の
よ
う
な
徹
底

的
否
定

の
遂
行

に
よ

っ
て
、
初
期

仏
教
よ

り
受
け

継
が

れ
て
き

た
「
常

・
楽

・
我
・
浄
」

の
四
顛
倒
を
破
す
と

い
う
単
純
な
空
観
は
、

大
乗
仏
教
の
徹
底
し

た
空
観

へ
と
導

か
れ
た
。
こ
れ

は
我

々
の
知
性

的
展
開

の
究
極

の
地
点
ま
で
至

り
着

い
た
と
言

っ
て
よ

い
か
も

知
れ

な
い
。
し

か
し

余
り

に
究
極
的
、
極

端
に
過

ぎ
て
、
我

々
の
知
性
、
論

理
が
つ

い
て

い
っ
て

い
な
い

の
で

は
な
い
か
。
少

な
く
と
も
文
言
の
上
で

は
、
思

考
の
原
則
で
あ

る
同
一
律
や
矛
盾
律

を
破
壊
し
、
さ
ら

に
因
果
を
否
定
し
て
根

拠
律

を
解
体

し
、
時
間
さ
え
否
定
し
去

る
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
ほ
ど
重
大
で
深

い
問
題
提

起
は
な

い
だ
ろ
う
と
思

わ
れ

る
。
も

っ
と
我
々

は
龍
樹

の
提
出
し

た
問
題
を

真
剣
に
、
か
つ
深
刻

に
受
け
止

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

「
即
非

の
論
理
」
や
「

八
不
」

は
論
証
的
問
題
提
起
で
、
因
果
否
定
や
時
間

否

定
は
事
象
領
域
の
問
題
提
起
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
西
洋
哲
学
の
文
脈
で

言
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
二
つ
の
真
理
、
つ
ま
り
。
論
証

に
よ

っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
理
性
の
真
理
と
、
充
足
理
由
律

に
よ

っ
て
明
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
事
実
の
真
理
と
に
分
け
た
の
と
対
応
す

る
。

さ
ら

に
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け

る
ア

ポ
デ
ィ

ク
シ
ス

（
論
証
法
）
と

デ
ィ
ア

レ

ク
シ
ス
（
弁
証
法
）

の
区
別
や
、

カ
ン
ト
認
識
論

に
お
け

る
分
析
論
と
弁

証
論
の
区
別
も
、
こ
の
問
題
設
定
に
当
て
は
ま
る
。

般
若
経
や
龍
樹
の
立
場
で

は
、
こ
の
二
つ
の
真
理
の
ど
ち
ら
も
根
本

か
ら

破
壊
し
て
し
ま
う
。
同
時

に
、
そ
れ
だ

か
ら
こ
そ
、
龍
樹
の
批
判

に
よ

っ
て

却
っ
て

こ
の
二
つ
の
真
理
を
近
づ
け
た
、
な
い
し
は
結
合
さ
せ

る
道
筋
を
つ

け

た
、
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ

の
論
文
の

趣
旨
で
あ

る
。

創
造
神
の
よ
う
な
絶
対
者
を
立
て
な
い
仏
教
に
お
い
て
は
、

こ

の
両
領
域

を
つ
な
ぐ

そ
の
役
目
は
、
無
や
空
で
あ
る
と
推
察
さ
れ

る
。

二
　

八
不

の

意
義

と

そ

の

構

造

化

そ
こ
で

、
論
証

と
事
実

の
違

い
に
着
目
し
つ
つ
、
そ
の
連
関
の
有
り
様
を

龍
樹
の

「
八
不
」

か
ら

探
っ
て
み
た
い
。
「
八
不
」
、
即
ち
八
つ
の
否
定
と
は
。

生

・
滅
、
常

・
断

、
一

・
異
、
来
・
去
、
と
い
う
、
対

立
す
る
論
理
や
物
事

の
両
極
を
設
定
し

、
そ
れ
ら

の
い
ず
れ
も
否

定
し
て
、
そ
れ
ら

に
と
ら
わ
れ

な

い
中
道

の
理
を
示

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
四

つ
の
対
語
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
設
定

さ
れ
た
四
つ
の
対

立
軸
は
、
こ
れ
で
こ
と
足
れ
り
と
す
る
の
か
、
ま

た
、
こ

の
八
不
の
対
立
軸

は
こ
の
順
序
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
自
由
に
入
れ
替
え
て
い
い
の
か
。

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
湧

い
て
く
る
。

確
か
に

『
中
論
』
で

は
第
一
観
因

縁
品
、
第

二
観
去
来
品
、
と
始
ま
り
、
生
滅
論
等
へ
と
議

論
は
続

い
て
い
く

の
だ
が
、

八
不
が
筋
道

立
て
ら
れ
て
体
系
的
に
語

ら
れ
て

い
る
と

は
と
て
も

言

い
難

い
。
こ

の
点
に
つ
い
て

は
青
目
の
註
釈
が
問
答
の
形

で
答
え
て
く
れ

て

い
る
。
即
ち
、
「
問

う
て
曰

く
、
諸
法
は
無
量

な
り
。

何
が
故
に
但
、
此

の
八
事
を
以
て
破
す

る
や
。
答
へ
て
曰
く
、
法
は
無
量
な
り

と
雖
も
、
略
し

て
八
事
を
説
か
ば
、
則
ち
総
じ
て
一
切
法
を
破
す
と
な
す
。
」
こ
の
解
釈
で

は
八
不
が
あ
れ
ば
一
切
法

に
関
し
て
戯
論
を
破
す

の
に
十
分

で
あ

る
と
さ
れ

る
。
で
は

八
不
の
順
序

は
動

か
せ
な
い
も
の
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
例
え
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ば

青
目
の
註
釈

は
次

の
よ
う

に
言
う
。
「
問
う
て
日
く
、
不

生
不

滅
に
て
已

に
総
じ
て

一
切
法

を
破
す
れ
ば
、

何
故

に
復
た
六
事
を
説
く
や
。
答
へ
て
日

く

、
不
生
不
滅

の
義
を
成
ぜ
ん
が

た
め
の
故

な
り

。
有

る
人

は
不
生
不
滅

を

受
け
ず
し
て
、
而
も
不
常
不
断
を
信
ず
。
…
…
不

常
不
断

を
説

か
ば
、
即

ち

不
生
不
滅
義
に
入
る
。
」
と
述
べ
、
ま
た
、
「
若
し
一
な
ら
ば
則
ち
縁
無
し
。

若
し
異
な
ら
ば
則
ち
相
続
無
し
。
後
に
当

に
種

々
に
破
す

べ
し
。
是
の
故

に

復

た
不
一
不
異
を
説
く
」
、
と
あ
り
、
一

を
言
え

ば
縁
即

ち
関

係
性
や
「
異
」

は
な
く
、
異
を
言
え
ば
相
続
即
ち
「
常
」
な
く
、
即
ち
不
一
不
異
を
説
け
ば

不
常
不
断

を
結
果
す

る
こ
と

を
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
「
有
る
人
、

六
種
に

諸
法
を
破
す
る
と
聞

く
と
雖
も

、
猶
も
来
出
を
以

て
諸
法
を
成
ず
」

と
い
う

例
を
挙
げ
、
不

来
不
出

が
派
生

的
問
題
で

あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
か
ら
、
不
生
不
滅
を
軸
に
し
て
不
常
不
断
、
不
一
不
異
と
遡
り
、
ま

た
不

生
不

滅
か
ら
不
来
不
出

の
問
題
が
派

生
す
る
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
そ

こ
で

般
若
心
経

に
も
説

か
れ
る
八
不
と
同
形

式
の
文
言
か
ら

「
不
垢
不

浄
、

不

増
不

減
」
も
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら

を
含

め
て

こ
れ
ら

の
問
題
次
元
を

確
定

し
て
み
た
い
。

生
滅

の
問
題
が
軸
と
な
る
の

は
、
仏
教

が
旗
印

と
す

る
「
諸
行
無
常
」

の

理
を
説
こ

う
と
す

る
こ
と

か
ら
も
十
分
理
解
で
き

る
。
我

々
が
執
着
を
起
こ

し
迷
い
を
も
た
ら
す
も
の
は
「
存
在
し
て

い
る
も

の
」
の
生
滅
に
関
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
青
目
の
註
釈
で
は
そ
れ
は
「
眼
見
」
さ
れ
る
も
の
と
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
我
々
の
身
の
回
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
も
の
」
で
あ
る
。

我

々
は
そ
れ
ら

の
「
も

の
」

に
執
着

を
す

る
の

だ
が
、
そ
れ

は
そ

の
「
も

の
」
が
一
定
期
間

、
持
続
し
存
在
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て

執
着
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
も
の

の
存
続
が
止
む
と
き
「
滅
」
と

い
う
事
態

が
発

生
す

る
。
従

っ
て
「
生
滅
」
の
問
題

は
そ
の
「
も
の
」
や
そ
の
事
態
が

相
続
（
存

続
）
す

る
連
続
性
の
問
題

に
変
換
さ
れ
る
。
つ
ま
り
持
続
の
状
態

は
「
常
」
で

あ
り
、

そ
れ
が
止
む
と
き
が
「
断
」
で

あ
る
。

さ
ら

に
「
こ
の
も

の
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
「
他
な
ら

ぬ
こ
の
も
の
」
が

あ

る
と

い

う
こ
と
で

あ

り
、
「
こ

の
も

の
」
が

他
と
区

別

さ
れ
て

初

め
て

「
こ

の
も
の
」

た
り
得
る
と

い
う
こ

と
が
承
認
さ
れ

る
な
ら
、
こ

の
「
他
な

ら

ぬ
」

の
「
他
」

が
「
異
」

で
あ
り
、
「
二
」
で
も

あ
り
、

ま
た
否
定
辞

の

「
不
、
無
、
非
」

に
も
関
連
す

る
。
こ

の
「
一
、
異
」

の
領

域
は
、
実
質
的

な
内
容
を
も

っ
た
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
点
で
純
粋
に
論
理
的
な
領
域
で
あ

る
。
こ
う
し
て

「
生
滅
」

の
問
題

は
、
「
常
断
」
さ
ら

に
「
一
異
」

の
よ
う

な
論
理
的
、
抽
象
的
な
方
向
へ
と
遡
っ
て
い
く
。

今
度

は
「
一
異
」

の
方
か
ら
辿

っ
て

み
れ
ば
、
「
一
」

と
「
異
」

の
二
項

に
よ

っ
て
、
「
一
」
と
し
て

の
自
己
同
一
と
存

続
、
つ
ま
り
連

続
性
が
認
め

ら

れ
る
が
、
そ
れ
が

「
常
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
異
」

に
触
れ

た
と
こ
ろ
が

「
断
」

と
な

っ
て
、
連

続
の
「
常
」
が
終

わ
る
。
つ
ま
り

「
常

断
」

は
、
一

に
対
す

る
異

、
二
、
他
、
或
い
は
否
定
辞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
説
明
さ
れ
る
。

さ
ら

に
「
生
滅
」

は
「
常
」

と
「
断
」

に
よ
っ
て
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て

説
明

さ
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
「
生
」

に
し
て

も
「
滅
」

に
し
て
も
そ
れ

ぞ

れ
単
独
で
は
認
知
で
ぎ
ず
、
連
続
性

が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
初

め

て
「
生
滅
」
が
了
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
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次
に
「
生
滅
」
の
問
題
次
元
を
具
体
的
方
向
へ
と
展
開
さ
せ
て
み
よ
う
。

「
生
滅
」

は
、
正

確
に
言
え
ば

「
生
、
住

、
異
、
滅
」
と

い
う
。
い
わ
ゆ

る

存
在

の
四

相
の
形

態
を
と
る
と
説
か
れ

る
。
こ

の
四

つ
の
相
の
最
初
と
最
後

が

「
生
」

と
「
滅
」
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
の
中
間
に
あ
る
「
住
」
と
「
異
」

は
、
単
純
化
す
れ
ば
「
生
」
と
「
滅
」

を
両
端
と
す
る
量
的
変
化
と
捉
え
る

こ
と

が
で
き

る
。
こ
れ

が
「
増
減
」

の
問
題

次
元

で
あ

る
。
さ
ら

に
こ

の

「
増
減
」
が

、
一
定
の
場
所
と
開
き

や
方
向

の
感

覚
を
得

れ
ば
、
そ
れ
は
運

動
や
移
動

や
変
質

の
問
題
と
な

る
。
『
中
論
』

に
お

い
て

は
「
去
来
」

を
以

て

代
表
さ
せ
て

い
る
。
ま

た
さ
ら

に
、
こ
れ

に
快
と
不
快
や
苦
と
楽
の
よ
う

な
価
値
的
要
素
が
加

わ
れ
ば
「
垢
浄
」
の
問
題
次
元

に
発
展
す

る
。

こ

の
展
開

方
向

は
、
生
活
実

感
を
伴

う
よ
う

な
具
体

的
方
向
で

あ

る
。

我

々
が
直
接
的

に
感
受
す

る
「
四
苦
八
苦
」
と
言

わ
れ

る
よ
う
な
苦
し
み
や

迷

い
は
広

い
意

味
で

の

「
不
浄
」
（
垢
）
で

あ
る
。
こ

の
よ

う
な
い
わ
ば
価

値

的
次
元

は
、
「
眼

見
」

で
き
る
よ

う
な
具
体
的

状
況

、
即
ち

「
去
来
」

の

よ

う
な
時
空
的
次
元
に
お
い
て

説
明

さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
去
来
」
に
よ

る
説
明

は
時
空
的
な
地
平
に
お
け
る
程
度
問
題
と
し
て
「
増
減
」
の
次
元

に

置
き
換
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
「
増
減
」
も
「
生
滅
」
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ

る
。龍

樹

の
多
方
面

に
わ
た
る
煩
瑣
で
難
解
な
議
論
も
、
こ

の
よ

う
な
次
元
を

設
定
し
、
相
互

に
関
連

づ
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
整
理

さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

三
　

思

考

の

レ

ヴ

ェ

ル
化

と
こ
ろ
で
こ
の
「
八
不

」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
不
」

を
付
さ
れ
て
否

定
さ
れ

て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
対

立
軸
を
表
示
し
て

い
た
。
こ
の
対

立
す
る

両
概
念

は
、
反
対
概
念
の
場
合
も
あ
れ
ば

、
矛
盾
す

る
概
念
も
あ
る
。
反
対

概
念
と

は
中
間
を
許
す
対
立
関
係
で
あ
り
、
矛
盾

概
念
は
中
間
を
許
さ
な
い

両
立
不
可
能

な
対

立
関
係

に
あ
る
こ
と
を
示

す
。
上
述
の
六
つ
の
次
元
に
お

い
て

「
一
異
」
の
方
向

へ
の
展
開
は
矛
盾
対

立
の
方
向
で
あ
り
、
「
垢
浄
」

へ

の
展
開

は
反
対
概
念

の
方
向
で
あ

っ
て
、
し
か
も
そ
の
反
対
の
関
係
の
緊

張
度

合
も
低

く
な
る
。
こ

の
観
点

か
ら
六
つ
の
次
元

を
見
る
と
、「
一
と
異
」

は
両

立
し

得
な
い
関

係
で
あ
り
。
そ
の
反
対
に
「
垢
と
浄
」

の
関
係

は
、
中

間

を
許
す

ば
か
り

か
、
垢
で
も
な

い
浄
で
も
な
い
無
記
の
状
態
も
実
際
に
は

多

く
を

占

め
る
と
い

う
、
非

常

に
緩

い
反
対

関
係
で

あ
る
。
従
っ
て
「
垢

浄
」

の
次
元
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近

い
方
で

は
各

々
が
対
立
し
た
形
で
並
置

さ
れ
て
も
そ
ん
な

に
命
題
破
壊
的
な
感
じ

は
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
と
異

に

つ

い
て

は
、
非
一

は
異
で
あ
り
、
非
異
は
一
で

し
か
あ
り
得

な
い
。
だ
か
ら

「
不
一
不
異
」

は
堂

々
巡
り
の
論
理
と
な
る
危
険
を
孕

ん
で

い
る
。

さ
て

、
こ

の
矛
盾
と
反
対
の
関
係
に
着
目
し
つ
つ
否
定
の
あ
り
方
を
検
討

し
て
み
ょ

う
。

と
い
う
の
も
八
不

は
対
立
す
る
両
概
念
を
否

定
す

る
こ
と

に

よ

っ
て

真
実
の
相
を
浮

び
上
が
ら
せ
る
と

い
う
手
法
を
採
っ
て

い
る
か
ら
で

あ
る
。

従

っ
て

こ
れ
は
論
理
的
側
面

か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
い
う
こ

と
に
な

る
。
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こ
こ
で
改
め
て

、
八
不

の
対

立
す

る
両
概
念
を
有
と
無
に
代
表

さ
せ
て

考

察
し
て

み
た
い
。
最
も

鋭
い
対

立
の
矛

盾
的
関
係
は
、
有
を
そ

の
ま
ま
否

定

し
た
非
有
で

あ
る
。
有

と
非

有
は
決
し
て
並
び
立
た
な
い
。
こ

の
対

立
は
思

考
の
根
本
原

則
で
あ

る
矛
盾

律
に
関

わ
る
純
粋
な
論
理
的
レ
ヴ
ェ
ル
で

あ
る
。

こ
れ
を
レ
ヴ
ェ
ル
１
と
し
よ
う
。

次
に
有

に
対

立
す

る
「
無
有
」

だ
が
、
「
在
る
こ
と
無
し
」

と
表
記

さ
れ

る
よ

う
な
「
無
有
」

の
場
合
、

そ
れ

は
単
に
有
を
否
定
し

た
の
で

は
な
く
、

有
る
と

こ
ろ

の
場
所
が
前
提

さ
れ
て

、
か
つ

、
あ
る
べ
き
も
の
、
あ

っ
て
も

よ
い
も

の
が
そ
こ

に
は
な

い
と

い
う
こ

と
を
意
味
す

る
。
い
わ

ゆ
る

「
不

在
」
と

い
う
言
葉
に
相
当
す
る
。
不
在
と

は
あ

る
べ
き
と
こ
ろ

に
あ
る

べ
き

も
の
が
今
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ

の
例
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る

の
が
、
無
室
と
空
室
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
部
屋
が
無
い
、
と
い
う

の
と
、

部
屋

に
は
何
も
無
い
と
は
ま

っ
た
く
意
味
が
違
う
。
或

い
は
そ
れ

は
、
所
有

の
「
有
」

と
所
在
の

「
在
」

の
違

い
と
も
言
え

る
。
「
有
」

は
「
も
つ
」
と

も

読
ま
せ

る
よ
う

に
所
有
関

係
で

あ
り
、
こ

れ
に
対
し

て
「
い
つ

、
ど
こ

で
」
の
よ
う
な
在
処
は
、
直
接
、
こ
の
所
有
関
係

に
影
響
を
及
ぼ
す
も

の
で

は
な
い
。
つ
ま

り
、
「
在
」

は
、
所
在

が
定

ま

っ
て

お
り
、
「
い
つ
、

ど
こ

で
」
と
い
う
こ
と
が
重
要

な
関
心
事
で
あ
る
。
こ
の
「
無
有
」
な
い
し

「
不

在
」
を
レ
ヴ
ェ
ル
２

と
し
よ
う
。

こ
の
「
非
有
」

と
「
無
有
」

の
意
味
的
区
別

は
、
表
現
上
で
は
同
じ
形
に

な
る
場
合
が

あ
っ
て

分
か
り

に
く
い
こ
と

も
あ
る
が
、
そ

の
違

い
は
、
「
非

有
」
（
有

る
に
非

ず
）

は
単
純

な
否

定
で

あ
る

の

に
対

し
、
こ

こ
で

言

う

「
無
有
」
（
有
る
こ

と
無
し
）

は
有

の
存
立
を
前
提
に
し
て
そ
の
有
を
否
定
す

る
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
。
立
川
武
蔵
氏
の
『
「
空
」
の
構
造
』
に
よ
る
と
、

否

定
に
は
、
定

立
的
否
定
と
非
定

立
的
否
定
と
が
あ
る
と

い
わ
れ

る
が
、
ち

ょ
う
ど
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
「
非
有
」
は
、
「
有
る
」
こ
と
、
そ

の
こ
と
だ
け

を
単
純

に
否
定
す

る
非
定
立
的
否

定
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て

「
無
有
」

で
は
、
有
と
無

の
補
集
合
的
配
分
が
ま
ず
設
定

さ
れ
、

そ
の
う
ち

の
一
方
を
選
択
し
一

方
を
排
除
す

る
と

い
う
点
で
、
「
非
有
」
と

は
異
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
簡
略

に
し
て
言
え
ば
、
命
題
そ
の
も
の
が
否
定
的
で

あ
る
こ
と
と
、
名
詞
や
名
詞
句
を
否
定
す
る
こ

と
と
の
違

い
と
い
う
よ
う
に

説
明
で
き

る
。
つ
ま
り
命
題
に
お
け
る
否

定
は
否
定
す
る
こ
と
自
体
に
重
点

が

あ
る
が
、
「
無
Ａ
」

の
よ
う
な
形

の
否

定
は
Ａ

と
い
う
存
在
の
有
無

を
あ

ら

か
じ

め
想
定
し
て

い
て
そ
こ
か
ら
改
め
て
そ

の
一
方
を
否
定
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
命
題
で
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

の
そ
の
反
対
を
想
定
す
る
こ

と

は
で
き

る
。
例
え
ば
、
命
題
そ
の
も
の
を
名
詞
句
に
し
て
肯
否
を
表
示

す

る
方
法

は
、
例
え
ば
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の

「
四
種
の

オ
ン
（
存
在
）
」

の

説
明
の
う
ち
の
、
第
三
の

「
存
在
」
の
意
味
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
例
え

ば

、
「
『
Ｓ

は
Ｐ

で
あ
る
』
は
偽
で

は
な
く
真
で
あ
る
」
、
と
す
れ
ば

、
Ｓ
－

Ｐ
命
題
も
名
詞
句
と
し
て
、
立
川

氏
の
定
立
的
否
定
の
部
類
に
入
れ
な
け

れ

ば

な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ｐ

な
い
し
非
ｐ

（
ｐ

は
命
題
）
と
表
示
で
き

、

レ
ヴ

ェ
ル
２
に
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
に
レ
ヴ
ェ

ル

ー
を
固
執
す
れ
ば
、
あ
る
命
題
が
真
で

あ
る
、
と
い
う
そ
の
こ

と
も
一

つ
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の
命
題

と
し
て

、
そ
こ

に
さ
ら

に
「
偽
で
な
く
真
で
あ
る
」
と
付
け

加
え
る

こ
と
が

で
き

る
。
そ
う
す

る
と
無
限

背
進
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
レ
ヴ
ェ
ル

１
の
特
徴
で
あ
り
、
レ
ヴ
ェ
ル
２
と
の
違
い
で
あ
る
。

次

に
、
有
に
対

し
て
、
有
と

は
別

に
「
無
」

を
立
て
る
形

で
あ
る
。
こ
れ

を
レ
ヴ

ェ
ル
３
と
し
よ
う
。

有
と
無
は
一
般
に
矛
盾
概
念
と
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ぞ

れ
概
念
化
の
出
処
が
別

で
あ
る
と
す
れ
ば
有
と
無

は
矛
盾
概
念
で
は
な

く
、

並
立
も
中
間
も
可
能
で

あ
る
反
対

概
念
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に

有
に
対

し
て
別
に
立
て
ら
れ
て
存
立
す
る
「
無
」
は
、
有
と
は
無
関
係
の
独

立
し

た
一
つ
の
概
念
で
あ
る
。
す
る
と
そ
の

「
無
」
の
概
念
は
ど
こ
か
ら
出

て
き

た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

と
な
る
。
そ
の
答
え
と
し
て
は
例
え
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
出
て

く
る
「
定
有
と
し
て
の
無
」
が
あ
る
。
即
ち
、

「
無
も
思
惟

さ
れ
、
表
象
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
言

葉
で
言
い
表

さ
れ
る
。
そ

れ
故
に
無
は
有
る
の
で
あ
る
。
」
即
ち
そ
れ
は
何
ら
か
の
規
定
を
受
け
て
確

か
に

存
在

す
る

「
無
」
で

あ

る
。

ま
た
、

カ
ン

ト
の

『
純
粋

理
性
批

判
』

「
分
析
論
」

の
末
尾
に
四

つ
の
無

が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ

の
う

ち
の
第

一
、
「
皆

無
」
Ｋ
ｅ
ｉｎ
ｅ
ｓ

の
概
念

も
そ
れ

に
該
当
す

る
。
「
全
体

、
数

多
、
単

一
の
概
念

に
対

立
す
る
概
念
は
、
一
切
を
否
定
す

る
概
念
、
即
ち
皆
無
の
概

念
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
ヌ
ー
メ
ナ
と
い
う
本
質
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

が
経
験
不
可
能

と
い
う
意
味
で

は
先
験
的
仮
象
と

な
り
得

る
も

の
で
あ
る
。

ま

た
、
「
無
」

が
普
通
の
概
念

で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
一

般
的
な
概
念

形
成

の
過
程
を
経
て
単
独

に
創
出
さ
れ

た
も

の
と
も

考
え
ら
れ

る
。
と

い
う

の
も

「
無
い
」

と
い
う
概
念

は
、
大
切

な
も

の
を
失

っ
た
、
と

か
、
見
失

っ

た
と
い
う
体
験
か
ら
抽
象
さ
れ
て

成
立
し
た
一

つ
の
概
念
と
も
言
え

る
か
ら

で
あ

る
。

そ
し
て

こ
の
場
合

に
は
、
「
無

い
」

と
い
う
体
験
的
に
形
成

さ
れ

た
概
念
と
、
論
理
操
作
の
否
定
性
か
ら

来
る
「
無
」
と
が
相
俟
っ
て

、
先

の

体
験
的

に
形
成
さ
れ
た
概
念
が
論
理
に
よ

っ
て
誘
導
さ
れ
、
論
理
に
概
念
内

容
を
充
当
す
る
と
い
う
関
連
づ
け
に
お
い
て

「
無
」
の
概
念
が
確
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
レ
ヴ
ェ
ル
１
の
よ
う
に
有
と

非
有
が
相
互
に
鋭
く
排
除
し
合
う
関
係
で

は
な
く
、
ま
た
、
レ
ヴ

ェ
ル
２

の

よ
う

に
眼
前
に
あ

っ
た
り
な
か

っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
く
、
有
と

無
が
対
等

に
対
置
さ
れ
て

い
る
の
が
レ
ヴ

ェ
ル
３
で
あ
る
。

有
と
無
で
は
抽
象
的
で

分
か
り
に
く
い
と
い
う
な
ら
ぱ
、
仏
教
で

は
苦
し

み
を
よ
く
問
題
に
す
る
か
ら
、
そ
の
「
苦
」
を
取
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

レ
ヴ
ェ
ル
１
で

言
え

ば
、
同
一
時
、

同
一
場

所
に
お
け

る
「
苦
し

い
」

と

「
苦
し
く

な
い
」

の
肯
定
と
否
定
の
命
題

は
並
置
し
得
な

い
矛
盾
の
関
係

に

あ

る
。
次

に
、
レ
ヴ

ェ
ル
２
の
「
無
苦
」
、
即
ち
「
苦
し
み
は
な
い
」
と
は
、

「
苦
し
み
」

が
あ

っ
て
然
る

べ
き

と
こ
ろ
だ
が
、
今
こ
こ
で

は
た
ま

た
ま
苦

し
み
が
な

い
、
と

い
う
対
立
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
空
間
的
、
時
間
的
な

広
が
り
と
余
裕
が
あ
り
、
苦
と
無
苦
と
は
並
置
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
レ
ヴ

ェ
ル
３

に
お

い
て

は
、「

苦
」

の
反

対
は
「
楽
」
で
あ

る
、
と

い
う
よ
う
な

場

合
の
「
苦
楽
」

の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
苦
の
概
念
を
知
り
、
か

つ
楽

（
不

苦
）

の
概
念
も
知

っ
た
上
で
、
苦
と
楽
を
対
置

、
並
存
さ
せ
て
い

る
。

さ
ら

に
、
苦

を
ま

っ
た
く
意
識
し
な

い
状
態
も
当
然

、
あ
る
。
そ
の
状

態

に
お
い
て

は
、
苦

は
意
識
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
「
無
苦
」
と
も
「
非
苦
」



と
も
言
え
な
い
。
こ
れ
を
レ
ヴ
ェ
ル
０
と
し
て
、
一
応
設
定
し
て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
現
実
の
脈
絡
の
中
で
考
え
ら
れ
る
有
と
無
、
あ
る
い
は
苦

と
楽
の
関
係
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
の
領
域
、
青
目
の
言
う
「
眼
見
」
の

領
域
で

あ

る
。
こ

れ
を
、
経

験
的

に
関

係
づ
け
ら

れ
た

「
有
無
」
や

「
苦

楽
」
の
現
実
脈
絡
で

の
レ
ヴ
ェ
ル
、
つ
ま
り
レ
ヴ

ェ
ル
４

と
し
て

お
こ
う
。

こ
の
レ
ヴ

ェ
ル
は
、
人

生
に
苦
も
あ
れ
ば
楽
も
あ
る
、
と
か
、
苦
を
克
服
す

れ
ば
楽
を
得
る
こ

と
が
で
き

る
、
と
か
言
わ
れ
る
よ
う
な
関
係

性
で

あ
る
。

こ
こ
に
因
果

の
関
係
や
所
属

の
関

係
が
設
定
さ
れ
る
。
こ

の
関
係

は
概
念
同

士
の
結
合
、
即
ち
、
必
然

的
と

言
わ
れ
る
結
合
か
ら
偶
然
的
結
合

、
あ

る
い

は
恣
意
的
結
合
ま
で
含

め
て
、
数
多

の
経

験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
結
合
で
あ

る
。

つ
ま
り
見

る
者
の
都
合

に
合
わ
せ

た
経

験
的
な
結
合
で
あ
る
。
龍
樹
が

「
戯

論
」
と
称
し
批
判
す
る
の

は
主

に
こ

の
部
分
で
あ
ろ
う
。
事
実
の
真
理
と

い

う
の
も
こ

の
領
域
で
あ

る
。

し
か
し

「
戯
論
」
と

は
言

っ
て
も
、
現
実
生
活

に
お

い
て
無
用
と

い
う

わ

け
で

は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
概
念
結

合
は
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
、
体
験

の

上

に
立
て
ら
れ
た
有
意
義
な
関
係
性
で
あ

る
。
我

々
の
健
全
な
日
常
生
活

は

こ

れ
に
よ

っ
て

成
り
立

っ
て
い

る
。
思
え
ば

我
々
は
日
頃
、
「
ど

う
し
た
ら

目
的
を
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
実
行
し
て
何
ら
か
の
結
果
を
得
れ

ば
、
「
手
段
－

目
的
」

の
体
験

を
獲

得
し
、
そ
の
体
験

を
蓄
積
し
て

い
き
、

ま

た
、
「
こ

ん

な
結
果

に

な

っ
た
の

は
な

ぜ
だ
」
と

問

い
掛
け

追
及

し

て

「
理
由
－

帰
結
」
の
連
関
を
獲
得
し
、
そ
の
積
み
上
げ
か
ら
「
原
因
－

結
果
」

と

い
う
抽
象
的
な
命
題
や
知
識
を
獲
得
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
支
配

―
依
存
。
能
動
―
受
動
な
ど
の
体
験
は
日
常
的
に
頻
繁
に
あ
る
が
、
そ
の
体

験
を
蓄
積
し
そ
の
関
連
を
固
定
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
実
体
―
属
性
」
の
抽

象
的
命
題
や
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
、
「
原
因
―
結
果
」
や

「
実
体
―
属
性
」
は
カ
ン
ト
の
範
疇
表
の
中
の
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
当
た

る
。
龍
樹

は
こ
の
範
疇
の
先

験
性

を
否
定
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
有
と
無
の
単
純
な
論
理
に
引
き
直
し
て
み
る
と
、
「
原
因
―
結

果
」

の
関

係
性

な
ら

ば
、
原
因
が
有
で
あ
る
と
き
は
結
果

は
無
、
結
果
が
有

で

あ
る
と
き

は
原
因

が
無
、
と

い
う
よ
う
に
、
有
か
ら

無
へ
、

無
か
ら
有
へ
、

と
表
記
で
き
、
ま

た
、
関
係
性
そ
の
も
の
が
有
な
ら
、
無

か
ら
無

へ
、
関
係

性
が
無
な
ら
、
有

か
ら
有
へ
、
と
い
う
具
合
に
表
記
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
龍
樹
が
矛
盾
を
犯
し
て
ま
で
も
全
否
定
す

る
よ
う

に
見
え
る
議
論
の
構

造
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ち

ょ
う
ど
真
反
対

に
、
そ
れ
こ
そ
ど
れ
も
こ

れ
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
全
肯
定
の
命
題

は
、
例
え
ば
観
法
品
第
十

八

の
八
偈
に
あ
る
。
「
一
切

は
実
な
り
、
非
実
な
り
、
亦
実
亦
非

実
な
り
、

非
実
非
非
実
な
り
、
是
れ
を
諸
仏
の
法
と
名
づ
く
。
」
こ
う
し
て
四
句
分
別

を
用
い
た
議
論
が
大
き
く
開
か
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
仮
の
働
き
―
―
三
時
否
定
の
か
ら
く
り

龍
樹
に
お
け

る
も
う
ひ
と
つ
の
最
重
要
問
題
は
時
間
否

定
の
論
理
で

あ
る
。

時
間
概
念
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
因
果
論
や
縁
起
論
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
カ

ン
ト
の
認
識

論
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
展
開
す
る
弁
証
法
も
崩
壊
さ
せ

る
よ
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う
な
根
本
的
問
題
を
突
き

つ
け

る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、

観
時

品
で
は
直
接
的

に
「
時
相
の
不
可

得
」
と
言

い
、
「
時
有

る

べ
き
や
」
と
反
語
的
に
時
間
把
握
の
不
可

能
を
言

っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

を
も
う
少
し
具
体
的
に
展
開
し
て

い
る
去
来
品
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

時
間
論
と
言
え
ば
多
く
の
論
者
が
こ
の
去
来
品
を
取
り
上
げ
る
も
の
の
、

已
去

（
過
去
）
と
未
去
（
未
来
）
に
つ
い
て
は
明
快
に
否
定
で
き
る
の
だ
が
、

「
去
時
」
、
即
ち
「
去
り
つ
つ
あ
る
時
」
の
「
現
在
」

に
つ

い
て
は
、
ど
れ
も

こ
れ
も

そ
の
説
明

に
難
渋
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
先
の
思
考
の
次
元
化
を
適

用
す
る
と

、
こ
れ

に
つ
い
て
の
次
の
よ
う

な
解
き
方
が
可
能
と
な
る
。

過
去
や
未
来
が

た
と
え
無
で
あ

っ
た
と
し
て
も

、
そ

の
名
前
や
概
念
が
成

立
し
て

い
る
こ
と
自
体
が
重
要
で
あ
り
、
概
念
や
名
前
、
即
ち
「
仮
名
」
が

あ

る
こ
と

に
よ

っ
て
「
現
在
」
も
把
握
で
き

る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
そ

の
よ
う
な
「
仮
名
」
と

い
う
空
虚

な
趣

を
も
つ
過
去
や
未
来

に
よ

っ

て

立
て

ら
れ
た
「
現
在
」

だ
か
ら

、
結
局

、
そ
の
「
現

在
」
も

空
虚
で

あ
る
、

と
い
う
論
証
の
仕
方
で

あ
る
。
同

時
に
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
た
と

え

そ
れ
ら
が
「
仮
名
」

だ
と
し
て

も
、
現
在
が
過
去
と
未
来
の
繋
が
り
の
上

に
立
て
ら
れ
て

い
る
限
り
、
そ
し
て
そ
の
限
り

に
お
い
て
は
現
実
的
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
施
設
さ
れ
た
仮
名
に
よ
っ
て
四
現
在
も
「
有
る
」
と
言
わ
れ
る

と
と
も
に
、
単
に
仮
名
に
よ
っ
て
「
現
在
」
は
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
そ

れ

は
空
虚

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
龍
樹

の
「
戯

論
」
と

い
う
語
の
背
後

に

隠

れ
て

い
る
「
仮
名
」

の
積
極

的
意

味
で

あ
る
と

思
わ
れ

る
。

つ
ま
り
、

「
現
在
」

は
、
有
で
も
な

い
無
で

も
な

い
、

且
つ
、
有
で
も
あ
り

無
で

も

あ

る
、
と
い
う
論
理
に
よ

っ
て

成
立
す

る
現
実
的
な
も
の
な
の
で

あ
る
。

そ
れ

故
。
「
観
時
品
」
の
第

六
偈
に
言
う
よ

う
に
、
物

に
因

る
が
故

に
時
間
が
存

在
す
る
と
さ
れ
、
物
が
無
と
さ
れ
れ
ば
時
間
も
無
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
施
設

や
仮
名
に
積
極
的
な
意
味

を
持
た
せ
る
こ
と
が
可

能
で

あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仮
名
が
な
け
れ
ば
因
果
も
時
間
も
把
握
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
我
々
の
持
つ
、
確
か
で
あ
る
と
さ
れ
る
知
識
の
、
そ
の
ほ
と
ん

ど

は
因
果
関
係
や
所
属
関
係
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
実
は
概
念

構
成

に
よ
る
定
義
や
公
理
と

い
っ
た
、
約
束
事
即
ち
仮
名

に
よ

っ
て
成
り
立

ち
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
証
明

に
よ

っ
て
知
識
の
確
実
さ
を
主
張
し
て

い
た
の

で
あ

る
。
そ

の
約
束
事
が
当

た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ら
の

知
識

は
暗
黙

の
了
解
事
項

に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
「
約
東
」

の
決

め
事
と

い
う
枠
を
取
り
外
せ
ば
、
自
分

に
都
合
の
良
い
勝
手
な
現
実
の
切
り
取
り
で

し

か
な
い
こ

と
が
曝
け
出

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
批
判

的
見
方

に
よ

っ
て

知
識

の
不
確

実
さ
を
暴

き
、
そ
の
果

て
に

「
諸
法
実

相
」
（
ｄ
ｈａ
ｒ
m
a
-

ｔａ
）
が
拓
か
れ
る
と
す
る
の
が
龍
樹
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
残

念
な
が
ら
、
そ
れ
以

上
の
「
諸
法
実
相
」

の
詳
し

い
説
明
は

『
中
論
』
に
お

い
て

は
見

い
だ
せ
な
い
。

こ
の
「
仮
名
」
を
正
当
に
評
価
し
採
用
し
て
い
る
の
が
、
天
台
智
ギ
の
教

学

で
あ

る
。
天

台
で

は
仮
名

を
単
純

に
し
て

「
仮
」
と
称

す
る
の

だ
が
、

「
仮
」
は
前
述
の
よ
う

に
、
無
で
も
あ
り
有
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
ち

ょ
う
ど
、

「
可

能
性
」
の
概
念
が
。
無

で
も
あ
り
有
で

も
あ
る
の
と
同

様
で
あ

る
。
ま

た
、
そ
の
よ

う
に
捉
え

る
こ

と
が
「
中
」
で
あ
る
。
つ
ま
り

、
有
り
得

る
こ



と
は
有
る
こ
と
、
有
る
こ
と

は
有
り
得

る
こ
と
、
と

い
う
連
関

を
わ
き

ま
え

て
一
切
を
「
亦
有
亦
無
」
の
論
理

の
中

に
包
摂
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

「
中
」

で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
「
捉
え

る
」
と

い
う
こ
と
が
ま

た
、
一
種

の
「
有
」

と
な
り
、
有
の
限
界
を
究

め
れ
ば

そ
れ

は
空
と
な

る
。
こ

の
よ
う

に
、「
空
」

と
「
仮
」
と
「
中
」
は
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
機
能
を
持
ち
つ
つ
、
相
互

に
関

連
し
合
う
と
い
う
論
理
を
展
開
す

る
の
が
、
三
諦
円
融

の
理
で
あ

る
。

こ
の

論
理
は
龍
樹
の
「
空
」
説
や

「
仮
」
説
を
な
く
し
て

は
存
在
し
得
な

い
と
言

っ
て
よ
い
。

時
間
が
成
立
し
な
い
こ
と

は
天
台
智
顎
の

『
摩
訶
止
観
』

に
あ

る
「
四
運

心
」
の
説
明

に
も
出
て
く

る
。
『
業
、
若
し
未
来

な
ら

ば
、
未
来

は
未
だ
有

ら
ず
、
如
何
ぞ
業
あ
ら
ん
。
業
、
若
し
現
在
な
ら
ば
、
現
在
は
念
念
住
せ
ず
、

念
若
し
已
に
去
ら
ば
即
ち
過
去

に
属
す
、
念
若
し
未
だ
至
ら
ざ

る
は
即
ち
未

来
に
属
す
、
起
に
即
し
て
即
ち
滅
す
、
何
者
が
現
在
な
ら
ん
。
」
こ
の
よ
う

に
未
来
は
無
い
、
過
去
も
無

い
、
起
と
滅
の
間

に
は
微
塵
の
刹
那
も
無

く
、

現
在
も
な
い
、
と
い
う
徹
底
し

た
三
世
否
定

は
龍
樹
か
ら
受
け
継
が
れ

た
も

の
で
あ
る
。

五
　

双

非

（
非

有

非

無

）

の

さ

ら

な

る

展

開

有
と
無
の
両
方
を
否
定
す

る
双
非

は
、
多
く
の
論
書

に
お
い
て
縁
起
や
空

の
レ
ト
リ
ッ
ク
な
説
明

に
用

い
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
先
に
引

い
た

『
摩
訶

止
観
』

を
ざ
っ
と
見
て
も
、
例
え
ば
、
不
入
不
出
、
非
真
非
俗
、
不
縦
不
横
、

不
権
不

実
、
不

優
不

劣
、
不
前
不
後
、
不
並
不

別
、
不

大
不
小

、
等
の
形
で

さ
ま
ざ
ま
文
脈
で
現
れ

る
。
し

か
し
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
不
生
不
滅
に
集
約

さ
れ
、
ま

た
論
理

的
に
は
不
有
不
無
に
帰

着
す

る
。
因
果
否
定
や
時
間
否
定

で
使
わ
れ

た
結
合
関
係

に
現
れ
る
関
係
性
や
仮
設

は
生
滅
論
の
次
元
な
い
し

概
念
操
作

の
思
考

レ
ヴ
ェ
ル
３

か
ら
批
判

さ
れ

る
。
さ
ら

に
そ

の
生
滅
論
も
、

常
断
、
一
異
の
論
理
的
次
元
や
思
考
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
批
判

の
観
点

は
論
理
的
に
は
お
お
よ
そ
次

の
四
つ

に
な
る
だ

ろ
う
。

第
一
に
、
不
有
不
無
を
不
有
と
不
無
の
選
言
と
す
れ
ば
、
一
切
肯
定
の
方

式
で
あ
る
。
第
二

に
、
不
有
不
無
を
、
不
有
と
不
無
の
連
言
と
す
れ
ば
、
矛

盾
の
関
係

に
あ
る
。
矛
盾
す
る
も
の
は
存
在
し
得
な
い
。
こ
の
論
法
は
一
切

を
否
定
す

る
方
式
で

あ
る
。
第
三

に
、「
不
有
不

無
で

あ
る
」
と

い
う
よ

う

に
表
現
な

い
し
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
命
題
自
体
が
有

に
回
帰
す
る
。
第

四

に
、
「
言
葉
で

は
表
現
で
き

な
い
」
と
表
現

す
れ
ば
、
そ
れ
自

身
、
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
圧
倒
さ
れ
思
考
停
止
や
思
考
放

棄
と

な
れ
ば
思
考

レ
ヴ
ェ
ル
０

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
表
現
で

き
な
い
」

こ
と
を
以

て
単
純

に
「
無
明
」
に
帰
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
得
る
。

こ
の
よ
う
に
「

八
不
」
を
論
じ
る
こ
と

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
の
可
能
性

を
も
つ
も
の
だ
が
、
そ
れ

は
龍
樹
の
思

想
の
枠
を
越
え
て
い
く
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

（

１

）

（

２

）

『
金
剛
般
若

経
』
、
岩
波
文
庫
、
九

八
頁
。

『
中
論
』
「
観
因
縁
品
第
一
」
、
国
訳
一
切
教
、

中
観
部
一
、

二
、
三
頁
。
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（
３
）
　
以
下
に
述
べ
る
六
つ
の
次
元
を
整
理
し

た
も
の
を
予
め
図
示
し
て

お
く
。

Ⅵ Ｖ Ⅳ Ⅲ Ｉ Ｉ 次
元

垢
浄
（
心
経
）

来
去
（
八
不
）

増
減
（
心
経
）

生
滅
（
八
不
）

常
断
（
八
不
）

一
異
（
八
不
）

対

立
軸
と
そ

の
出
所

価
値
的
領
域
。

運

動
、
変
化
。

「
有
」
を
前
提
に
量

化
し

た
も

の
。

因

果
に
関
わ
る
有
と
無
。

有
の
存
続
と
断

絶
。

判

断
領
域
。
異

は
他
・
二
も
含
む
。

説
　

明

（
４
）
　
原
語
は

｀
:
:
1
.

ｎ

で
、

単
に
見

る
こ
と
。

（
５
）
　
以
下
に
述
べ
る
思
考
の

レ
ヴ

ェ
ル
を
図
示
し
て

お
く
。

レ
ヴ
ェ
ル
　
　
　
特
徴
　
　
　
　
　
　
　

有
　
無
　
関
　
係

レ
ヴ
ェ
ル
ー
　
純
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
　
　
－

非
有

レ
ヴ
ェ
ル
２
　
論
理
と
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
　
　
｜

無
有

レ
ヴ
ェ
ル
３
　
概
念
対
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
　
　
－

無

レ
ヴ
ェ
ル
Ｏ
　
意
識
の
有
無
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
　
　
－

無
意
識

原
因
　
　
－
　
　

結
果

レ
ヴ
ェ
ル
４
　
現
実
脈
絡
　
　
　
　
　
実
体
　
　
－
　
　

属
性

過
去－
　
　

現
在
　
　

ト

ト
未
来

立
川
武
蔵
著

『
「
空
」
の
構
造
』
九
九

～
一
〇
〇
頁
。

ヘ
ー
ゲ
ル
『
大

論
理
学
』
上
巻

一
〇

六
頁

。

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
Ａ

二
九
〇

、
Ｂ

三
四
七
頁
。

『
中
論
』
「
観
法
品
」
第

一
八
、

八
偈

。

実

際
は
施

設
も

仮
名

も
訳

語
が

違
う

だ
け

で
あ

っ
て
、
同
じ

ｐ
ｒ
ａ
ｊ
ｆｉａ
ｐ
ｔ
ｉ

で
あ

る
。

（
1
1）
　
第
六

偈
、
「
物
に
因

る
が
故
に
時
有
ら
ば
、
物
を
離
れ
て

何
ぞ
時
有
ら

ん
。

物
す
ら
尚
所
有
無
し
、

何
ぞ
況
や
当
に
時
有
る
べ
き
。
」

（
１９一
）
　
天
台
智
顎

『
摩
訶
止

観
』
国
訳
一
切
経
、
諸
宗
部
三
、
三
三
六
頁
。

（
わ

た
な

べ

・
あ

き

て

る
、

西

洋

哲

学

、

大
正

大
学

講
師

）
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（
６

）

（
７

）

（
８

）

（
９

）

（
1
0
）
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