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一
元
論
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―
―
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
ブ
ー
バ
ー
を
通
し
て
―
―

は

じ

め

に

"
s
a
r
v
a
m
 
k
h
a
l
v
 
i
d
a
m
 
b
r
a
h
m
a
"
「
ブ
ー
ラ
フ
マ
ン
は
、
正
に
、
こ
の

一

切

（

＝

全

世

界

）

で

あ

る

」

と

い

う

こ

の

古

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

の

一

節

は

、

不
二
一
元
論
（
ａ
ｄ
ｖ
ａ
ｉ
ｔ
ａ
-
ｙ
ａ
ｄ
ａ
）
を
論
じ
た
イ
ン
ド
の
思
想
家
シ
ャ
ン
カ
ラ

（
約
七
〇
〇
-
七
五
０
年
）
の
思
想
の
出
発
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
来
、

一

元

論

の

哲

学

は

「

個

」

を

基

礎

づ

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

批

判

を

浴
び
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
数
限
り
な
い

「
他
者
」
に
囲
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
「
他
者
」
と
関
係
せ
ず
に
は
生
き
て
い
く

こ

と

は

で

き

な

い

。

そ

こ

に

お

い

て

、

わ

れ

わ

れ

の

思

考

の

出

発

点

は

、

意

識

的

に

せ

よ

、

無

意

識

的

に

せ

よ

、

「

個

」

（

或

い

は

「

自

己

」

）

を

離

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

翻

っ

て

考

え

る

な

ら

ヽ
ぱ

、

こ

の

「
個
」
を
否
定
す
る
哲
学
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
個
」
の
存
在
の
輪

高
　
木
　
哲
　
也

郭

を

明

瞭

化

し

、

そ

れ

が
持

つ

苦

悩

を

も

顕

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ

の

よ

う

な

見

地

に

基

づ

い

て

、

こ

こ

で

は

、

シ

ャ

ン

カ

ラ

の
主
著
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
注
解
』
（
Ｂ
ｒ
ａ
ｈ
ｍ
ａ
ｓ
ｕ
ｔ
ｒ
ａ
-
ｂ
ｈ
ａ
ｓ
ｙ
ａ
）
　
ｊ
ｙ
.
お

け
る
一
元
論
を
中
心
に
、
「
自
己
」
と
「
他
者
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察

を

加

え

る

こ

と

に

よ

り

、
「

個

」

の

持

つ

一

側

面

を

明

ら

か

に

し

た

い

。

さ

て

、

過

去

の

一

つ

の

思

想

が

現

代

の

わ

れ

わ

れ

に

対

し

て

持

つ

意

味

を

考
え
る
際
に
は
、
そ
れ
と
は
異
質
の
分
野
で
な
さ
れ
た
他
の
思
想
と
の
比
較

も
重
要
で
あ
ろ
う
。
異
質
の
の
二
つ
（
或
い
は
二
つ
以
上
）
の
思
想
を
比
較
す

る
意
義
は
、
単
に
両
者
の
共
通
点
。
差
異
点
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
く
。
両
者
を
比
べ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
比
較
を

な

し

て

い

る

者

自

身

の

持

つ

当

面

の

関

心

事

（

こ

こ

で

は

「

自

己

」

と

「

他

者
」
と
の
関
係
）
に
対
す
る
考
察
が
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
な
さ
れ
う
る

点
に
存
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
が
現
在
言
及
し
う
る
資
料
は
、
本



来
は
専
ら
イ

ン
ド
哲
学

の
一
部

に
限
定

さ
れ
よ

う

が
、
今
述

べ
た
「

比
較
」

と
い
う
観
点
よ
り

、
現
代

の
思
想

家
、
マ
ル
テ

ィ
ン
・
ブ

ー
バ
ー
が
『

わ
れ

と
な
ん
じ
』
（
I
c
h
 
u
n
d
 
D
u
）
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
、
「
わ
れ
」
と
世
界

と
の
か
か
わ
り
方
に
対
す
る
思
索
に
も
、
本
稿
後
半
に
お
い
て
言
及
し
た
い
。

一
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
一
元
論
の
源

―

古
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
ー

シ
ャ
ン

カ
ラ

が
、
こ

の
現
象
世
界
に
お
け

る
多

様
な
一
切
の
も

の
は

、
ブ

ラ
フ

マ
ン
の
名
の
も
と
に
一
に
帰

す
と
い
う
不
二

一
元
論

を
説

い
た
源

は
、

古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
存
す
る
。
彼
の
属
す
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
使

命
が
、
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
幾
多
の
教
説
の
解
釈
や
体
糸
化
に
あ
る
以
上
、

こ
の
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
け
る
世
界
観
よ
り
論
を
す
す
め
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
成
立
は
数

世
紀
に
も
わ
た
り
、
雑
多
な
様
々
の
思
想
が
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
、
こ
れ
を
一
つ
の
体
系
的

な
書
籍
群
と
見

な
す
こ

と
は
で
き

な
い
。
し

か
し
、
例
え
ば
、
「
正
に
そ
れ
よ
り
、
こ
れ
ら
の
有
類
（
ｂ
ｈ
ｕ
ｔ
ａ
）
が
生
じ
、

生

じ
た
も
の

が
そ
れ
に
よ

っ
て
生
存
し
、
死

し
て
（
そ
の
う
ち

に
）
没
入
す

る
も
の
を
な
ん
じ
は
知
ろ
う
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で

あ
る
」
と
い
う
記
述
や
、
或
い
は
ま
た
、「

一
ぴ
き
の
蜘
蛛

が
糸
に
よ

っ

て

上
に
登
る
よ
う
に
、
そ
の
如
く
に
、
正
に
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
か
ら
、
凡
て
の

息
、
凡
て
の
世
界
、
凡
て
の
神
、
凡
て
の
有
類
が
出
る
」
と
い
う
よ
う
な
記

述
か
ら
、
多
様
相
を
持
っ
て
存
在
す
る
現
象
界
の
根
底
に
、
最
高
原
理
、
究

極
的
実
在
と
も
言
う
べ
き
唯
一
者
が
存
在
し
、
現
象
界
の
こ
の
多
様
相
は
、

そ
の
唯
一
者
か
ら
派
生
し
て
、
或
い
は
そ
れ
に
依
存
し
て
成
立
し
て
い
る
と

い
う

世

界

観

を

窺

い

知

る

こ

と

が
で

き

よ

う

。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
本
来
は
一
元
で
あ
る
は
ず
の
世
界
が
、
何
故
、
現

実
に
お
い
て
多
様
相
を
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
て
く
る
の
か
、
モ
の
原
因

は
何

で
あ

る

の

か

と

い

う
問

題

が

、
次

に

考

慮

さ

れ

ね

ぱ

な

ち

な

い
で

あ

ろ

う
。
モ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
『
ブ
リ
ハ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
か
の
時
、
こ
れ
（
＝
全
世
界
）

は
未
開
展
（
ａ
ｖ
ｙ
ａ
ｋ
ｒ
ｔ
ａ
）
で
あ
っ
た
。
（
そ
の
後
）
こ
れ
は
、
名
称
と
形
態

（
ｎ
ａ
ｍ
ａ
-
ｒ
ｕ
ｐ
ａ
）
　
に
よ
っ
て
、
『
あ
れ
は
こ
の
よ
う
な
名
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ

の

よ

う

な
形

態

で

あ

る
』

と
区

別

さ

れ

た

の
で

あ

る

」
と

。

こ

れ
は

、
世

界

は

本

来

は

未

開

展

、
即

ち

多

様

相

を

持

た

な

い

状
態

に
あ

る

に
も

か

か
わ

ら

ず
。
「
名
称
と
形
態
」
に
よ
っ
て
、
「
こ
れ
は
木
、
あ
れ
は
石
、
そ
れ
は
水
」

と
い
う
よ
う
な
区
別
づ
け
を
持
つ
に
至
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
諸
存
在

物
に
対
し
「
名
称
と
形
態
」
を
与
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ

り

。

わ
れ

わ
れ

の

現

実

の

生

活

は

成

立

し

て

い

る

の

で

あ

る

が

、
こ

こ

で

は

、

そ
の
よ
う
な
区
別
づ
け
自
体
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た

い

と

思

う

。

ま
た
、
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
登
場
す
る
哲
人
の
一
人
、
ウ
ッ
ダ
ー
ラ

カ
・
ア

ー

ル

ニ
は

、
次

の

よ

う

に
述

べ
て

い

る
。
「
一

塊

の
泥

に

よ

っ
て

一
切

の

泥

よ

り

成

る
も

の

が
知

ら

れ

う

る
如

く

、
変

異

（
ｖ
ｉｋ
ａ
ｒ
ａ
）

は

言
葉

に

基



づ
く
も
の
で
あ

っ
て
、（

単
に
）
名
称

に
す

ぎ
な
い
。
泥
の
み

が
真
実

で

あ

る
』
と
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
泥
か
ら
造
ら
れ
た
瓶
の
各
々
を
、
「
こ
の
瓶
」
、

『
あ
の
瓶
』
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
存
在
物
で
あ
る
か
の

よ

う
に
見

な
し
て
し
ま

う
わ

れ
わ
れ
φ
見
方

に
対
し

、
そ
の
よ
う

な
見
方

は
、

単
に
や
名
称
と
形
態
』
に
よ
る
限
定
づ
け
に
す
ぎ
ず
、
本
質
は
泥
と
い
う
点

で
一
つ
で
あ
る
の
だ
と
い
グ
見
解
を
示
し
て
い
る
。
水
な
ど
を
溜
め
る
空
間

を
持
つ
こ
と
が
「
瓶
性
（
p
o
t
n
e
s
s
）
」
と
し
て
凡
て
の
瓶
に
共
通
し
て
い
る

と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
性
質
は
、
「
名
称
と
形
態
」
と
い
う
概
念
か
ら
瓶

を
見

る
時
に
初

め
て
生
じ

て
く

る
も

の
で
あ
り

、
本

来
的

な
も

の
で
は
な

い

と
考
え
ら
れ
る
。
一
塊
の
泥
を
あ
る
形
態
に
捏
ね
あ
げ
。
そ
れ
に
「
瓶
」
と

い
う
名
称

を
与
え
て

、
他
の
泥

と
区

別
し

て
し
ま
う
こ
と
に

よ
り

、
わ
れ
わ

れ
は
あ
た

か
も
そ

の
瓶

が
、
他

の
瓶
と
は
異
な

っ
た
、
独
立

の
も

の
で
あ
る

か
の
よ
う
に
見
な
し
て
し
ま
う
・

こ

れ
は
単
に
瓶
に
限

ら
ず
、
世
界

の
諸

存

在
物
の
各

々
に
も
あ
て
は
ま
る
・

わ
れ

わ
れ
は
、
世
界
の

諸
存
在
物
の
持
つ

そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
応
じ
て
、
「
こ
れ
は
木
」
、
「
あ
れ
は
石
」
、
「
こ
れ
は
私
」
。

「
あ
れ

は
他
人
」

と
い
う
名

称

づ
け
を
な
し

、
そ

れ
そ
れ

を
別
々
の
独

立
心

存
在
物
で
あ

る
か

の
よ
う
に
見
な
し
て
し
ま

う
。
こ
の
よ

う
な
限

定

づ
け
こ

そ
、
こ
の
世
界

が
多

様
相
を

と
る
原

因
で
あ
り

、
こ
の
「
名
称

と
形

態
」

に

よ
る
限
定

づ
け
を
離

れ
る
時
に
、
初

め
て

、
世
界

は
ブ
ラ
フ

マ
ン
或
い
は
ア

ー
ト
マ
ン
の
名
の
も
と
に
一
に
な
る
と
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
述
べ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
患
想
を
源

と
し

て
、

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
不

二
一
元
論

は
成
立

し
た
。

二
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
一
元
論

さ
て
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
現
象
界
と
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
と

は
異
な
ら
な
い
、
即

も
不

異
で

あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

、
『
ブ

ラ

フ

マ
・

ス
ー
ト
ラ
注
解
』（
以
下
『
注
解
』
と

略
す
）
に
お
い
て
次
の
よ
う

に

述

べ
て

い
る
。
「
こ
れ
ら
の
、
結
果
と
原
因
が
異
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

結
果
と
は
、
虚
空

等
の
広
大
な
現
象
界
で
あ

る
。
原
因

と
は

、
最
高
の
ブ
ラ

フ

マ
ン
で
あ
る
。
真
実
に
は
、
結
果
は
そ
の
原
因
と
異
な

ら

ず
、（

原
因
）

な
し
に
は
存
在
し
な
い
と
理
解
さ
れ
る
」
と
。

こ
の
よ
う
に
、
古
ウ
ッ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
の
流
れ
を
く
む
シ
ャ
ン
カ
ラ

は

、
現
象
界
と
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
の
同

一
性
を
言

明
し
て

い
る
わ

け
で
あ

る
が
、

『
注
解
』
の
他
の
箇
所
で
は
、
こ
の
現
象
界
を
「
マ
ー
ヤ
ー
（
m
a
ｙ
ａ
）
」
即

ち
「
幻
」
と
言
っ
て
い
る
。
例
え
ば
『
注
解
』
Ⅱ
・
１
・
９
で
は
、
「
（
現
象

界
の
生
起
・
持
続
・
帰
滅
と
い
う
）
三
状
態
の
目
撃
者
で
あ
る
、
唯
一
の
不

変
者
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
は
、
変
化
せ
る
三
状
態
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
は
し
な

い
。
何
故

な
ら
ば
、
最
高

の
ア

ー
ト
マ
ン
（

即
ち
ブ
ラ
フ

ーマ
ン
）
の
、
三
状

態
と
い
う
性
質
で
の
顕
現
は
、
マ
ー
ヤ
ー
の
み
で
あ
る
か
ら
。
（
そ
れ
は
）

縄
に
よ
る
、
蛇
等
の

状
態

と
し
て
の
（
顕
現

の
）
如

し
』
と
言

い
、
ま
た
、

『
注
解
』
Ⅲ
・
２
・
４
で
は

、「

現
象
界

全
体

が
マ
ー
ヤ
ー
の
み

で
あ

る

こ

と

が
承
認

さ
れ
た
」
と
も
言

う
。
も
し
も

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
一
元

論

を
、「

現

象
界

は
マ
ー
ヤ
ー
の
如
く
幻
で
虚
妄
な
も
の

で
あ
り

、
ブ
ラ
フ
マ
ン

の
み

が

実

在
す
る
と
説

く
論

」
と
規
定
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
先

に
引
用

し
た
箇
所



で
、
彼
が
現
象
界
と
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
同
一
性
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
全
く
奇

異
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
次
に
、
「
マ
ー
ヤ
ー
」
と
い
う
言
葉

で

否

定

さ

れ

て

い

る

の

は

、

一

体

現

象

界

の

何

で

あ

る

か

を

考

察

し

て

み

よ

シ
ャ
ン
カ
ラ
は
べ
「
ま
た
、
聖
典
（
＝
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
）
は
、
『
そ
の

時
、
正
に
こ
れ
（
＝
世
界
）
未
開
展
で
声
っ
た
』
と
（
述
べ
る
こ
と
に

よ
り
）
、
正
に
、
こ
の
開
展
し
た
名
称
と
形
態
に
よ
っ
て
分
裂
し
た
世
界
が
、

先
の
状
態
に
お
い
て
は
、
開
展
し
た
名
称
と
形
態
を
失
い
、
種
子
力
の
状
態

（
b
i
j
a
-
s
a
k
t
y
-
a
v
a
s
t
h
a
）
で
あ
り
、
未
開
展
と
い
う
語
に
相
当
す
る
こ
と
を

示

し

て

い

る

」

と

述

べ

る

こ

と

に

よ

り

、

こ

の

現

象

界

を

、

「

名

称

と

形

態

に
よ
っ
て
分
裂
し
た
世
界
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
名
称
と
形

態
」
に
つ
い
て
、
「
無
明
（
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
ｙ
ａ
）
　
に
よ
っ
て
（
誤
っ
て
）
想
定
さ
れ
た

名
称
と
形
態
と
い
う
区
分
は
、
単
に
言
葉
に
基
づ
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
に
古
ウ
パ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た

「

名

称

と

形

態

」

と

い

う

概

念

に

よ

る

区

別

づ

け

に

よ

っ

て

、

世

界

は

「

分

裂
し
た
世
界
」
即
ち
「
多
様
相
を
持
つ
世
界
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
区

別

づ

け

自

体

は

「

単

に

言

葉

に

基

づ

く

も

の

」

に

す

ぎ

ず

、

本

質

的

な

も

の

で

は

な

い

と

シ

ャ

ン

カ

ラ

は

見

な

し

て

い

る

と

言

え

よ

う

。

さ

ら

に

、

こ

の

「
名
称
と
形
態
」
は
、
「
輪
廻
の
現
象
界
の
種
子
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

一
切
智
の
主
宰
の
、
マ
ー
ヤ
ー
を
う
む
力
（
m
a
ｙ
ａ
-
s
ａ
ｋ
ｔ
ｉ
）
」
で
あ
る
と
述

べ

ら

れ

て

い

る

。

こ
れ
ら
の
言
明
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
が
「
マ
ー
ヤ
ー
」
と

し

て

否

定

し

て

い

る

も

の

は

、

現

象

界

そ

れ

自

体

の

実

在

性

で

は

な

べ

、

現

象
界
に
多
様
相
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
「
名
称
と
形
態
」
と
い
う
限
定
づ
け
で

あ

る

と

言

え

よ

う
｡
０

現

象

界

の

一

切

の

も

の

を

「

マ

ー

ヤ

ー

」

即

ち

「

幻

」

と

す

る

な

ら

ば

、

一

体

ブ

ラ

フ

マ

ン

は

、

ど

こ

に

そ

の

存

在

す

る

基

盤

を

見

か
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
現
象
界
と
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
不
異
で
あ
る
」
と

か

う

シ

ャ

ン

カ

ラ

の

言

葉

は

、

現

象

界

を

離

れ

た

と

こ

ろ

に

ひ

と

り

存

在

す

る

ブ

ラ

フ

マ

ン

と

い

う

も

の

を

認

め

て

は

い

な

い

。

現

象

界

全

体

は

、

ブ

ラ

フ
マ
ン
の
名
の
も
と
に
実
在
す
る
。
し
か
し
、
現
象
界
の
諸
存
在
物
の
各
々

が

「

名

称

と

形

態

」

に

よ

る

区

別

づ

け

に

よ

っ

て

各

々

独

立

し

て

存

在

す

る

と
い
う
見
方
を
彼
は
否
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
、
「
こ
れ
は
何
々
」
、

「
あ
れ
は
何
々
」
と
、
も
の
を
区
別
し
て
認
識
す
る
が
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
、

そ

の

認

識

方

法

が

真

の

知

に

至

る

と

は

考

え

な

い

。

「

こ

れ

と

あ

れ

」

、

「

自

と

他

」

と

い

う

よ

う

な

二

元

性

を

う

み

出

す

原

因

と

し

て

、

「

名

称

と

形

態

」

と

い

う

概

念

を

取

り

上

げ

、

そ

れ

に

よ

る

区

別

づ

け

を

「

単

に

言

葉

に

基

づ

く

も

の

に

す

ぎ

ぬ

」

と

否

定

す

る

と

こ

ろ

に

、

彼

の

一

元

論

の

基

盤

が

存

す

る
と
言
え
よ
う
。

三

、

「

名

称

と

形

態

」

の

否

定

の

意

味

以

上

検

討

し

て

き

た

よ

う

に

、

シ

ャ

ン

カ

ラ

の

一

元

論

に

お

い

て

は

、

「

名

称

と

形

態

」

に

よ

る

区

別

づ

け

の

否

定

が

な

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

で

は

、

こ

の

よ

う

な

区

別

づ

け

の

否

定

が

、

現

実

に

生

き

て

い

く

わ

れ

わ

れ

に

と

っ

て

、

ど

の

よ

う

な

意

味

を

持

つ

の

で

あ

ろ

う

か

次

に

考

察

し

て



み
た
い
。
筆
者

は
、
一
元

論
を
単
に
過
去
の
形

而
上
学

的
な
思
惟

の
産
物

と

し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
生
き
て
い
る
「
こ
の
私
」
の
生
き

方

に
か
か
わ
る
問
題

と
し
て
と
ら
え
て
み
た
い
。
日
常
生
活
に
お
い
て

、
わ
れ

わ
れ
は
、
「
他
者

と
は

っ
き
り
と
区
別

さ
れ
た
自
己
」
と
い
う
意
識

の

も

と

に
行
動
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
モ

し
て

、
こ
の
「
他
者
と
は
異

な
る
も

の
だ
」

と
い
う
区

別

づ
け

が
、
「
私

」
と
い
う
意
識

を
成
立

さ
せ
て
い

る
よ
う

に

思

わ
れ
る
。
実
際
、
自
他
の
区
別

が
な
け
れ

ば
、
社
会
は
成
立
せ
ず

、
ま

た
社

会
生
活
を
も
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
こ
の
「
他

と
区
別
さ
れ
た
私

」
と
い
う
自
我
意
識

が
、
わ
れ

わ
れ
の
様

々
な
内
面

的
な

苦
悩
を
う
み
出

し
て
は
い
な
い
で
あ

ろ
う

か
。

わ
れ
わ
れ

の

各

々

が
「

自

我
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り

、「
自
我
」
と
「
自
我
」
と

の
軋
轢

が
生
じ
、

人
は
苦
悩
に
至

る
。
例
え

ば
、
人

は
、
ひ
と
り
あ
る
こ
と
の
孤
独
感

や
悲
哀

な
ど
か
ら
、
自

ら
を
理
解
し
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
愛
す
る
者

を
求

め
る
。
し

か
し
、
そ
の
愛
す
る
者
と
て
、
常
に
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
ひ
と
り
あ
る
こ
と
の

悲
し
み

よ
り

逃
れ
ん
が
た
め
に
獲
得
し
た
愛
す
る

者
と
、
共
に
す

ご
す
こ
と
に
よ
り

、
反

っ
て
、
わ
が
身

の
孤
独

を
感

ぜ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
と
い
う
皮

肉
が
、
人
間

生
活
に
お
い
て
は
往
々
に
し
て
生
じ

て
く
る
。
自
我
意
識
の
確

立
は
、
わ
れ
と
他
者

と
の
断

絶
を
常
に
伴
い

、
モ

の
断
絶
よ
り
人
生

の
様

々
の
苦

悩
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
か

ろ
う

か
。

苦
と
は

、
サ
ン

ス
ク
リ

ッ
ト
語

で

ｄｕ
ｈ
ｋ
ｈ
ａ
（

ド
ゥ
ッ
カ
）

と
い
い
、「
思

い

ど
お
り
に
な
ら

ぬ
こ
と
」
の
意
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
正
に

、「
私
の
思

い
ど

お
り
に
な
ら
ぬ
」
と
い

う
意
識
よ
り
生
ず
る
感
情
で
あ
る
。
自
我
意
識

の
確

立
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
し
、「

自
己
」
と
「

他
者
」
と

の
区
別

づ

け

を

自
明
の
こ
と
と
み
な
す
限
り
、「
私

の
思

い
ど
お
り
に
な
ら

ぬ
こ

と
」
よ

り

生
ず
る
苦
悩
は

、
常
に
人
生
に
伴
う
で

あ
ろ
う
。
と
な
れ

ば
、
こ
の
苦
よ
り

脱
す
る
た

め
に
は

、
自
我
意
識
の
絶
対
視
を
中
止

す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
モ

し
て

、
モ

の
た

め
に
は
、「
自
己
」
と
「

他
者
」

を
、
そ
れ
ぞ
れ

に
独

立

し

て
存
在
す
る
も
の

と
す
る
見
方
を
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
、
シ
ャ
ン

カ
ラ
の
言
う
「
名
称

と
形
態
」
に
よ
る
区
別

づ
け
の
否
定

が
、
意
味

を
持

っ

て
く
る
。
つ
ま
り

、「
他

と
区
別

さ
れ
た
私
」
と
い
う
、
人

生
の
苦
を

う

み

出
す
源
と
し
て
の
意
識

が
成
立
す
る
原
因
が
、「
名
称
と
形
態
」

に
よ

る

区

別

づ
け
に
あ

る
こ

と
を
知
り

、
そ
の
区
別

づ
け
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、

苦

か
ら
の
解
放

を
図

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
生

の
苦

か
ら
の
解

放
の
た
め
の
世
界
観
と
し
て
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
一
元
論
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
こ

の
一
元
論
は

、
決

し
て
単

な
る
学
問
上
の
産
物
に
留
ま
ら
な
い
と
言

え
よ
う
。

四

、
「

他
者

」

に
対

す

る
態

度

こ
の
よ
う
に

、
人
生
に
お
け
る
苦
か
ら
の
離
脱

の
方
法

と
し
て

シ
ャ
ン
カ

ラ
の
一
元

論
を
と
ら
え
て
み
る
と
、「
私

と
、
そ

れ
を
と
り
ま
く

世

界
」
或

い
は
「
自
己
と
他
者
」
の
両
者
の
断
絶
を
う
み
出
す
原
因

と
し
て
「
名
称
と

形
態
」
を
否
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
た
し
か
に
彼

の
一
元
論

は
、「
自

己

へ

の
執
着

、
と
ら

わ
れ
」

を
捨
て
去
る
た
め
の
知
識

を
わ
れ

わ
れ
に
与
え
て
く

れ
る
。
し

か
し

、
こ

れ
は

や
は
り
「
知
識
」
と
し
て

の
世
界

観
に
留

ま
り

、

現
実
に
生
き

る
わ
れ
わ
れ

が
如
何
に
し
て
数
多
く
の
他
者

に
向

か
え

ば
よ
い



か

と

い

う
問

題

の

答

え

と

し

て

は

、

積

極

性

に

欠

け

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

世
間
を
捨
て
、
ひ
と
り
瞑
想
に
ふ
け
る
出
家
者
と
し
て
生
れ
ば
、
な
る
ほ

ど
、
他
者
と
の
軋
轢
は
回
避
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
。
実
際
問
題
と
し
て
、

わ

れ

わ

れ

の

大

多

数

の
者

に

と

っ
て

、
そ

れ

は
困

難

な

こ

と
で

あ

ろ

う

。
社

会
の
中
に
お
い
て
生
き
て
い
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
「
他
者

に
対
す
る
自
己
の
態
度
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
時
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
の
比

款

の

対

象

と

し

で

、

狠

代

の

ユ

ダ
ヤ

系

宗

教

学

者

マ

ル
テ

ィ

ン

・
ブ

ー

バ

ー

(
一
ハ
七
八
-
一
九
六
五
牟
)
の
思
想
に
、
こ
と
で
注
目
し
た
い
。

ブ

ー

バ
ー

は

、

そ

の

著

書

『

わ

れ

と

な
ん

じ

』

に

お
い

て

、

ひ

と

が
世

界

に
対
す
る
態
度
と
し
て
の
、
二
つ
の
根
源
的
な
あ
り
方
を
提
唱
す
る
。
そ
の

一
つ
は
「
わ
れ
―
―
な
ん
じ
」
(
I
c
h
―
―
D
u
)
と
い
う
あ
り
方
で
あ
り
、

も
う
一
心
は
「
わ
れ
―
―
そ
れ
」
（
I
c
h
-
E
s
)
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。

「
わ
れ
-
そ
れ
」
と
い
う
態
度
で
、
ひ
と
が
世
界
に
対
す
る
時
、
「
わ
れ
」

は
、
「
個
我
（
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
自
ら
を
（
経
験
と
利
用

の
）
主
体
（
s
u
b
j
e
k
t
）
と
し
て
意
識
す
る
」
と
ブ
-
バ
ー
は
言
う
。
こ
の

場

合

、
『

わ
れ

』

は

「
主

体

と
客

体

」

に

お

け

る
主

体

で
あ

り

、
『

わ

れ

』

以

外
の
世
界
の
存
在
物
は
、
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
の
客
体
と
な
る
。
「
他
者
こ
は

あ
く
ま
で
、
「
わ
れ
」
の
自
己
中
心
的
な
経
験
(
i
c
h
b
e
z
o
g
e
n
e
 
E
r
f
a
h
r
e
n
）

の
対
象
に
す
ぎ
ず
、
「
わ
れ
」
に
と
っ
て
利
用
の
対
象
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

「
わ
れ
」
と
「
わ
れ
を
と
り
ま
ぐ
世
界
」
は
、
は
っ
き
り
と
分
断
さ
れ
、
常

に
「
他
者
」
は
、
そ
れ
と
は
は
っ
き
り
と
ぽ
別
さ
れ
た
「
自
己
」
の
客
体
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
わ
れ
-
そ
れ
」
と
い
う
関
係
は
、
「
わ
れ
が
あ
ら
わ

れ

た
後

に

存

在

す

る
」

関

係

だ

と
ブ

ー

バ
ー

は

述

べ
る

。

そ

れ

に
対

し

て

、

「
わ
れ
-
な
ん
じ
」
と
い
う
関
係
は
、
「
わ
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
存

在
す
る
」
関
係
だ
と
彼
は
言
う
。
そ
し
て
、
「
わ
れ
-
な
ん
じ
」
に
お
け

る
「
わ
れ
」
は
、
「
人
格
（
Ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
自
ら
を
（
従
属

を
示
す
属
格
な
し
で
）
主
体
性
（
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
）
と
し
て
意
識
す
る
」
と

言

わ
れ

て

い

る
。

こ

の

「

わ

れ
-

な

ん
じ

」

と

い

う

態

度

で

、
「

わ

れ
」

が

「
他

者

」

に

対

す

る
・
時

、
「
他

者

」

は

「
わ

れ

」

の

自
己

中

心

的

な

経

験

や

利

用

の
対

象

と

は

な
り

え

ず

、
こ

こ
に

お
い

て

、
「

わ

れ
」

を
主

体

と

し

、

「

他

者

」

を

客

体

と

す

る
見

方

は
中

止

さ
れ

る
。

通

常

、

わ

れ

わ

れ

は

、
無

意
識
の
う
ち
に
「
自
己
」
を
主
体
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
客
体
と
し
て
「
他

者
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
は
、
真
の
「
他

者
」
理
解
は
不
可
能
で
あ
る
と
ブ
ー
バ
ー
は
考
え
て
い
る
。
主
客
と
い
う
見

方

を
離

れ

、
「

他

者

」

に

対

し

、
「

自

己

」

の

経

験

と

利

用

の

対
象

と

は

絶
対

に
な
り
え
な
い
「
な
ん
じ
」
と
し
て
向
か
う
態
度
が
、
こ
こ
に
積
極
的
に
示

さ

れ

て
い

る

。

こ

の
よ

う

に

、
ブ

ー

バ

ー

の
所

説

を
見

て

い

く

と

、

彼

に

お

い

で

も

、

「
自

己

」

を

「
他

者

」

と

完

全

に
区

別

さ
れ

た
存

在

と

見

な

す

わ

れ

わ

れ

の

通
常

の
見

解

が
否

定

さ
れ

て

い

る

と
考

え

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

シ
ャ

ン

カ
ラ

流
に
言
う
な
ら
ぱ
。
「
主
体
と
客
体
」
と
い
う
こ
元
的
な
区
別
づ
け
は
、
正

に
、
「
自
己
と
他
者
」
の
持
っ
「
名
称
と
形
態
」
を
絶
対
視
す
る
こ
と
よ
り

生
じ
て
く
る
。
ブ
ー
バ
ー
の
言
う
「
わ
れ
-
そ
れ
」
の
世
界
と
は
、
「
名

称

と
形

態

」

に

よ

る
区

別

づ
け

か

ら

絶
対

に

逃
れ

え

ぬ
世

界

と

言

え

よ

う

。



考

え

て

み

る

な

ら

ば

、
わ

れ

わ

れ

が

生

き

で

い

る

世

界

は

、「

名

称

と

形

態

」

に

よ

る

区

別

づ

け

が

さ

か

ん

に

お

こ

な

わ

れ

て

い

る

世

界

で

あ

り

、

無

反

省

的

に

「

自

己

」

が

「

他

者

」

を

、

自

ら

の

経

験

と

利

用

の

た

め

の

客

体

と

し

て

扱

っ

て

い

る

「

わ

れ

ｌ

そ

れ

」

の

世

界

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ

の

よ

う

な

世

界

に

お

い

て

は

、

「

自

己

」

と

「

他

者

」

は

、

全

く

別

々

の

存

在

と

し

て

断

絶

し

、

両

者

の

軋

轢

よ

り

生

ず

る

苦

悩

は

尽

き

る

と

こ

ろ

を

知

ら

ぬ

。

本

稿

で

は

、

シ

ャ

ン

カ

ラ

に

お

け

る

「

名

称

と

形

態

」

の

限

定

づ

け

の

否

定

、

ま

た

、

ブ

ー

バ

ー

に

お

け

る

主

体

と

客

体

の

区

分

の

否

定

を

見

る

こ

と

に

よ

り

、

自

己

を

「

個

」

と

い

う

枠

内

の

み

に

と

ど

め

て

し

ま

う

こ

と

が

妥

当

で

あ

ろ

う

か

と

い

う

問

題

を

考

え

て

き

た

。

「

他

者

と

は

完

全

に

断

絶

し

た

自

己

」

と

い

う

、

わ

れ

わ

れ

が

通

常

抱

く

自

己

観

に

反

省

を

加

え

る

こ

と

に

よ

り
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
一
元
論
は
、
現
代
に
も
生
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ

れ

る

。

（
１
）
　
『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
グ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
Ⅲ
・
1
4
・
1
な
ど
。
以
下
、

古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
関
す
る
使
用
テ
ク
ス
ト
は
．
Ｖ

．

Ｐ

．
　
Ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｙ
ｅ
　
＆
.
　
Ｒ
．

Ｄ

．
　
Ｖ
ａ
ｄ
ｅ
ｋ
ａ
ｒ
（
ｅ
ｄ
．
）
,
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
ｅ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｉ
ｐ
ａ
ｌ
　
.
Ｕ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ａ
ｃ
Ｕ
，
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
　
１
，

Ｖ

ａ

ｉ
ｄ

ｉ
ｋ

ａ

　
Ｓ

ａ

ｍ

ｓ
ｏ

ｄ

ｈ

ａ
ｎ

ａ

　
Ｍ

ａ

ｎ

ｄ

ａ

ｌ
ａ

，
　
Ｐ

ｏ

ｏ

ｎ

ａ

，
　
１

９
５
８

．

（

２

）
　

『

タ

イ

ッ

テ

リ

ー

ヤ

・

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

』

Ⅲ

・

１

．

（
３
）
　
『
ブ
リ
ハ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
Ⅱ
・
―
・
2
0
。

（

４

）
　

『

ブ

リ

ハ

ド

・

ア

ー

ラ

ニ

ヤ

カ

・

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

Ｊ

Ｔ
よ

・

４

・

７

．

（
５
）
　
『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
グ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
」
Ⅵ
・
―
・
４
．

（
６
）
　
『
プ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
注
解
』
Ⅱ
・
１
・
1
4
（
以
下
『
注
解
』
と
略
す
）
。

使
用
テ
ク
ス
ト
は
,
 
J
.
∽
h
a
s
t
r
i
（
e
d
.
）

，

Ｂ

ｒ

ａ

ｈ

ｍ

ａ

ｓ
ｕ

ｔ
ｒ

ａ
-
ｓ
ａ

ｎ

ｋ
ａ

ｒ

ａ
-

ｂ

ｈ
ａ

ｓ
ｙ
a
m

，
 
w

ｉ
ｔ
ｈ

　

ｔ
ｈ

ｅ

　

Ｃ

ｏ

ｍ

ｍ

ｅ

ｎ

ｔ
ａ

ｒ

ｉ
ｅ
ｓ
：

　

Ｂ

ｈ

ａ

ｓ
ｙ

ａ

ｒ
ａ

ｔ
ｎ

ａ

ｐ

ｒ
ａ

ｂ

ｈ
ａ

ｏ
ｆ
　
Ｇ
o
ｖ
ｉ
ｎ
ｄ
ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
a
,
，
　
Ｂ
ｈ
ａ
m
ａ
ｔ
ｉ
　
ｏ
ｆ
　
Ｖ
ａ
ｃ
ａ
ｓ
ｐ
ａ
ｔ
i
m
i
ｓ
ｒ
ａ
,
　
Ｎ
ｙ
ａ
ｙ
ａ
-

ｎ
ｉ
ｒ
ｎ
ａ
ｙ
ａ
　
ｏ
ｆ
　
Ａ
ｎ
ａ
ｎ
ｄ
ａ
ｇ
ｉ
ｒ
ｉ
,
　
Ｍ
ｏ
ｔ
ｉ
ｌ
ａ
ｌ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ａ
ｒ
ｓ
ｉ
ｄ
ａ
ｓ
ｓ
，
　
Ｄ
ｅ
ｌ
ｈ
ｉ

，
　
１
９
８

０
.

（
７
）
　
「
注
解
」
Ⅰ
・
４
・
２
．

（

８

）

『

注

解

』

Ⅱ

・

１

・
2
7

（
９
）
『
注
解
』
Ⅲ
・
１
・
1
4

（
1
0

）

Ｍ

．
　
Ｂ

ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

，
　
Ｉ
ｃ

ｈ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｄ

ｕ

，
　
Ｖ

ｅ

ｒ

ｌａ

ｇ

　
Ｌ

ａ
ｍ

ｂ
ｅ

ｒ

ｔ
　
Ｓ

ｃ

ｈ
ｎ

ｅ

ｉ
ｄ

ｅ
ｒ

，
　

Ｈ

ｅ

ｉ
-

ｄ
ｅ

ｌ
ｂ

ｅ
ｒ
ｇ

，
　
１

９
７

４
，
　
Ｓ

．
　
７

６
．

（
1
1

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

，
　
Ｓ

．
　
３
０

．

（
1
2

）

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

，
　

Ｓ

．
　
３
０

．

（
1
3
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
，
　
Ｓ
．
　
７
６
.

（

た

か

ぎ

・

て

つ

や

、

イ

ン

ド

哲

学

、

富

山

ろ

う

学

校

教

諭

）
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