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道
元
に
お
け
る
「
出
会
い
」
と
ユ
ン
グ
・
共
時
性

一

『
正
法

眼
蔵
』
「
道
得
」
巻

に
お
い
て
、
修
行

者

は
行

じ
つ
つ

相
対
的

論

理
や
言
語
表
現
に
導

か
れ
て

ロ
ゴ
ス
的
理
解
と
し
て
の
見

得
に
至

り
、
や

が

て
機
熟
し
て
身
心

脱
落

を
得
、
こ
こ

に
道
得
が
可
能

と
な

る
と
説

か
れ
る
。

「
道
得
あ
る
も

の
、

か
な
ら

ず
し
も
唖
漢

に
あ
ら

ざ
る

に
あ
ら
ず
。
唖

漢
ま

た
道
得
あ

る
な
り

。」

と
あ
る
が
、
道
得

は
絶
対

の
言
語
と
も

い
う

べ
き

も

の
で
、
全
身

心
に
お
け

る
悟
り
で

あ
り

表
現
で

あ
る
。

こ
こ
に
修
行
者
と
真

理

、
法
と

の
出
会

い
が
あ
り
同
時

に
、
師
と
弟
子

の
出

会
い
も
あ
る
。

「
道
得
」
巻

の
雪

峰
と
庵

主
の
話

に
お
け

る
、
「
道
得
不

剃
汝
頭
」

の
語

は
「
き
く

ち
か
ら
」

即
ち
、
脱
落
体

験
を
得
て

初
め
て

真
の
意
味
が
わ
か
る
。

庵

主
の

「
か
し
ら

を
あ
ら
ひ
て
雪

峰
の
ま
へ
に
き
た
れ

る
」
行
為
も
絶
対

的

体

験
に
根

ざ
し

た
真
理
の
現
成
と
し
て

の
道
得

で
あ
る
。
脱
落
体
験
を
両

者

半
　

田
　

栄
　

一

が
共
有
す

る
こ
と
に
よ
り

一
体
化
す
る
の
で
あ
り
、
道
得
は
そ
の
体
験
の
証

と
し
て

の
言

葉
で

あ
り
行
為
で
あ
る
。
問
う
者
と
答
え
る
者
の
二
者

は
揆
無

さ

れ
、
こ

こ
に
両

者
の
真

の
出
会
い
が
あ
る
。

面

授
、
嗣
法
に
お
い
て
も
、
こ
の
出
会

い
は
語
り
う
る
。
「
嗣

書
」
巻

に
、

「
仏
仏

か
な

ら
ず

仏

仏
に
嗣

法

し
、
祖

祖

か
な

ら

ず
祖

祖

に
嗣

法

す
る
、

…
…
無
師
独
悟
す

る
な
り
、
無
自
独
悟
す
る
な
り
。
」
（
傍
点
は
筆
者
）
と
あ

る
の
も
こ
の
出
会

い
を
示
す
。
師
と
弟
子
が
相
対
す
る
関
係
に
お
い
て
物
や

知
識
を
授
受
す
る

の
で
は
な
く
絶
対
的
宗
教
体
験
を
介
し
て
両
者

は
法
に
お

い
て

一
如

と

な
り
、
法

と
法

が
出

会

う

の
で

あ

り
、
同

時

に
両

者

の
仏

（
法
）
と
の
出
会
い
で
も
あ
る
。
ノ

エ
シ
ス

・
ノ

エ
マ
の
揆
無
さ
れ
た
絶
対

的
同

一
性
と

い
え

る
。
「
仏

仏
相
嗣

」
、
「
師
資
同
参
」
（「
葛
藤
」）
の
語
は
こ

れ
を
示
す
。

「
面
授
」
巻
に
、
「
釈
迦
牟
尼
仏
面

を
礼

拝
す

る
と
き

、
五
十

一
世
な
ら

性時共グンユと
亅

Ｆ
Ｖ
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び

に
七
仏
祖
宗
、
な
ら
べ
る

に
あ
ら
ず
、

つ
ら
な
る

に
あ
ら
ざ
れ

ど
も
、

倶

時
の
面
授
あ
り
。
」
と
面
授
の

超
時
間
性

を
説

く
。
嗣
法

は
歴
史

的

に
み

れ

ば
世
俗
的
時
間
に
沿
う
も
の
だ
が
、
証

の
本
質

か
ら
す
れ
ば
超
時
間

的
に
行

な
わ
れ
る
。
嗣
法
も
面
授
も
絶
対
な

る
時

の
現
成
と

い
え

る
。
嗣
書

の
図

の

円
環
も
こ
れ
を
意
味
す
る
。
故

に
嗣
法
の
順
序
は
自
在
で
あ
り
向
上

向
下

と

い
わ
れ
る
。
「
行
持
道

環
」
（
「
行
持
」）
も
修
行

者
と
諸
仏

諸
祖

の
超
時
間

的

出

会
い
を
示

す
。
嗣
法
、
面
授
で
は
世
俗
的
時
間
の
流
れ

に
お
け

る
特
定

の

一
人
格
と
し
て
の
師
と
弟
子

の
出
会

い
で
あ
る
が
証
の
本
質

に
お

い
て
、
絶

対

現
成
し
た
真
理
と
し
て
の

仏
と
仏

の
出

会
い
と

い
え
る
。
「
信
現

成
と
し

て
の
仏
祖
現

成
」

へ
の
同
参
で
あ
る
。
只
管
の
求
道
、
作
務
、
打
坐

、
即
ち

歴
史

的
時
間

に
お
け

る
一
時
、
特
定
の
一
人
格
の
行

や
脱
落
体
験

に
法
の
真

理
は
絶
対

な
る
時

、
而
今
と
し
て
現
成
し
て
い
る
。
そ
こ
は
相
対
の
地
平
と

絶
対

の
軸
の
交

わ
る
点
と
い
え
る
。
法
の
全
体
が
こ
こ
に
顕
れ
る
の
で
あ
り
、

絶
対

に
し
て
必
然

の
出
会
い
が
可
能
と
な
る
。

道
元
に
お
け

る
絶
対

的
体
験
は
超
時
間
性
と
共
に
超
空
間
性
を
有
す
る
こ

と
は
「
弁
道
話
」

の
自
受
用

三
昧

に
関
し
て
、
「
…
…
わ

づ
か

に
一
人
一
時

の
坐
禅
な
り
と
い
へ
ど
も
、
諸
法
と
あ
ひ
冥
し
、
諸
時
と
ま
ど
か

に
通
ず

る

が
ゆ
ゑ
に
、
無
尽
法

界
の
な
か
に
、
去
来
現
に
、
常
恒
の
仏
化
道
事
を
な
す

な
り
。」

と
い
う
箇

所
な
ど
が
説

い
て

い
る
。
道
元

に
お
け

る
根
源

的
出
会

い
は
、
時
間

・
空
間

、
主
観
・
客
観
等
の
相
対

的
二
元
対

立
を
超
え

た
こ
の

三
昧

に
お
い
て
生
ず

る
。

「
と
も

に
弟
子

は
師
に
み

え
、
師

は
弟
子

を
み

る
に
よ
り
て
」
（
「
面
授
」）

と
、
師
と
弟
子

が
身

体
と
身
体
を
直
接
対
面
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
な

わ

れ
る
面
授
と
同
じ

よ
う
に
、
根
源
的
出
会
い
は
身
体
を
介
す
る
も
の
で
あ

る

と
い
え

る
。
身

心
と
身
心
の
出
会

い
で

あ
る
。
「
身

学
道
と

い
ふ
は
身

に
て

学
道
す
る

な
り
。
赤

肉
団
の
学
道
な

り
。
」
（
「
身
心
学
道
」
）
即
ち
、

全
身
心

に
お
け

る
体
験

（
修

行
）
が
道
元

に
お
け
る
根
源
的
出

会
い
の
根
底
で
あ
る

と
い
え

よ
う
。
道
元

に
お
い
て
悟
り

は
実
践
的
に
は
内

に
求
め
ら

れ
た
。
そ

れ

は
対
象

に
向

か
う
意
識
の
揆
無
で
あ
り
、
た
ま
し
い
の
根
源

に
お
け
る
普

遍
的
な

る
も

の
、
真

理
と
の
出

会
い
を
志
向
す

る
も
の
と
い
え

る
。
そ
こ

に

超
時
間
的
、
超
空
間

的
な
出

会
い
も
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。
真

理
は
而
今

即
ち
、
わ
れ
が
主
体

的
に
行
ず

る
と
こ
ろ
、
即

ち
一
身

心
に
お
け

る
絶
対
的

体
験
に
他
な
ら
な

い
。

こ
こ

に
相
対
と
絶
対

の
出

会
い
も

あ
る
。

絶
対
に
し
て
必
然

の
出
会

い
は
分
別
知
、
自
ら

の
は
か
ら

い
を
超
え
た
法

の
働
き

に
導

か
れ
る
が

主
体
性

は
維
持
さ
れ
る
。

道
元

に
お
い
て

主
体
的
行

に
絶
対
が
同
時

に
働
き
出

る
そ
の
時
が
三
昧
で

あ
る
が

、
そ
こ
で

は
自
他
が

一
如
と
な
り
自
由

に
時

間
・
空
間
、
宇
宙
万
物
と
通
い
合
う
の
で

あ
る
。
真

の
自
己
と
し
て

の
仏
性

で
あ
る
。
三
昧

に
お
け

る
法

の
働
き

は
真

剣
な
求
道
、

渾
身
の
行
、
即
ち
あ
ら

ゆ
る
行

的
な
営
み
の
プ

ロ
セ
ス
の
中

に
顕
わ
れ
る
。

「
修

せ
ざ

る

に
は
あ
ら

は
れ
ず
、
証
せ
ざ

る
に
は
う
る

こ
と

な
し
」
（
「
弁
道

話
」）
で
あ

る
。
行

ず

る
わ
れ
の
主
体
性

と
絶
対

の
導
き

の
一
如

な
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
わ
れ
の
而
今

に
行
ず
る
動

に
し

て
不
動
の

点
と

い
え

る
。
「
わ

れ
さ
を
を
さ
す
と
い
へ
ど
も
、
ふ
ね
わ
れ
を
の
せ
て
、
ふ
ね
の
ほ
か
に
わ
れ

な
し
。
」
（「
全
機
」）
宇
宙
の
絶
対
的
中

心
点
と
も

い
え
る
。
「
わ
れ
を
排
列
し



お
き
て
尽
界
と
せ

り
」
、
「
わ
れ
を
排
列

し
て
、

わ
れ
こ
れ

を
み
る
な
り
。
」
、

「
有
時

な
る

に
よ

り
て
吾

有

時
な
り
」

等

も
三

昧

に
お
け

る
時

間
と

存
在

（
世
界
）
と
只
管

に
行
ず
る
精
神
的
主
体
の
一

な
る
と

こ
ろ

を
述

べ
て

い
る
。

そ
れ
が
絶
対
の
時
、
有
時
で
あ
る
。

道
元

に
お

い
て

は
、
行
の
全
プ

ロ
セ
ス
で
緊
張
し

た
体

験
的
世
界

に
お
け

る
相
対

と
絶
対
の
交
差
が
あ
る
が
、
そ
こ

に
偶
然

に
し
て

必
然

の
出
会

い
が

あ
る
。
即
ち
、
時
間

・
空
間
の
相
対
的
制
約
を
超
え

た
絶
対
的
現

成
で
あ

る

縁
起
と
し
て
生
ず

る
の
で
あ
り
、
絶
対
空

に
お
け

る
本
質

と
現
象

の
一
如

な

る

と
こ
ろ

で
、
「
空

即
是

色
、
色
即

是

空
」

と

い

い
う

る
。
こ

こ

に
Ｃ

・

Ｇ

・
ユ

ン
グ
の
い
う
共
時
性
原
理
と
の
共
通
性
を
指
摘
し

う
る
。

二

ユ
ン
グ
は
「
共
時
性
：
非
因
果
的
連
関
の
原
理
」
に
お
い
て
共
時
性
現
象

の
一
例
と
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
中
、
一
女
性
患
者
が
夢
で
み
た
神
聖

甲
虫
の
話
を
す
る
と
同
時

に
窓

ガ
ラ
ス

に
甲
虫

が
ぶ
つ

か
っ
た
こ

と
を
挙

げ

て

い
る
が
、
偶
然
事
で
あ
り
な
が
ら
心
の
中
と
外

の
事
象

が
意
味

上
の
一

致

を
有
し
て

い
る
。
因
果
律
に
お
い
て

二
つ
の
事
象

は
時

空
の
制

約
下

に
起

こ

っ
た
こ
と
が
時
間

に
沿

っ
て
空
間
に
作
用
し
て
結
果
が
出

、
因
と

果
と
な
り

、

共
に
物
質

的
事
象
で
あ
る
。
一
方
、
共
時
性
は
二

つ
の
事

象
が
同

時
的

に
生

起
し
、
相
対
的
時
間
・
空
間
を
超
え
て

起
こ
り

意
味

の
あ

る
一
致
が
あ
り

、

必
ず
心
理
的
要
因

が
関
わ
る
。
ユ
ン
グ

に
お
い
て
共
時
性

は
意
識

レ
ベ
ル
が

表
層
意
識

と
し
て

の
自
我
意
識
、
個
人
的
無
意
識

、
集
合

的
無
意

識
、
類
心

的
領
域
へ
と
深
ま
る
こ
と
に
お
い
て
発
生
す

る
。
自
我
が
無
意
識
と
統
合
を

は
か
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
最
も
深

い
と
こ
ろ

は
宇
宙
的
生
命
と
一
つ
で
あ

り
心
理
的
世
界
と
物
理
的
世
界
が
共
通
と
な

る
。
宗
教
的
に
い
え

ば
瞑
想
等

に
よ
っ
て

深
い
意
識
へ
沈
潜
し
霊
性

に
目
覚

め
、
本
来
的
自
己
を
回
復
す

る

こ
と
で
あ
る
。
自
我
は
意
識

の
中
心

、
自
己

は
意
識
・
無
意
識
全

体
の
全
人

格
的
中
心
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
全
体
で
も
あ

る
。
日
常
的
意
識
で

は
自
我

が
力
を
得
て
無
意
識
の
働
き

は
低
下
し
て

い
る
が
個
的
自
我
が
深

い
意
識

に

目

覚
め
る
時
、
意
識
の
支
配

は
弛
緩
し
無
意
識
が
活
性
化
す
る
。

そ
し
て
意

識
と
無
意

識
が
自

己
に
統
合
さ
れ
真

の
自
己

に
目

覚
め

る
。
「
現

成
公

案
」

巻

の
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と

い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ
と

い
ふ
は
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証

せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
を
よ
び
他

己

の
身
心
を
し
て

脱
落
せ
し

む
る
な
り
。
」

の
箇
所

は
自
我
意

識
と
無
意
識

を
象
徴
し
て
い
る
。
自
我
の
意
志
的
（
行
的
）
努
力
に
よ
り
個
的
自
我
の
一

方
的
支
配
を
超
脱
し
、
自
他
一
如
の
と
こ

ろ
に
自
と
自
我
と
無
意

識
の
統
合

さ
れ
た
真
の
自
己
は
開
示

さ
れ
る
。

そ
し
て
主

・
客
の
二
元
を
超
え
万
物
と

一
体
化
す
る
。
「
而
今
の
山
水

は
、
古
仏

の
道
現

成
な
り
。
」
（
「
山
水
経
」）
等

は
三
昧
に
お
け
る
存
在
（
世
界
）
と
自
己

の
深
ま
り
、
即
ち
一
如

性
の
境
地

を
示
し
て

い
る
。

ユ
ン
グ
の
類
心
的
領
域

に
お
け

る
、
時
間
・
空
間

、
因
果

性
、
物
質

と
精
神
の
相
対

か
ら
解
か
れ
て
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
事
象

と
相
通
ず

る
と
こ
ろ
と
い
え

る
。

ユ
ン
グ
の
自
己

は
道
元
の
悟
り

に
比
す
れ
ば
、
そ
の
前
段
階
と

し
て
の
対

性時共グンユと亅
Ｆ
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象
的
思
惟
の

レ
ベ

ル
に
あ
る
と
い
え
る
。
自
己
は
意
識
と
無
意
識

の
統
一

さ

れ
た
と
こ
ろ

の
全

一
性
を
い
う
の
で
あ
り
、
自
我
と
自
己
の
緊
張
関
係

は
保

持
さ
れ

る
が
、

一
な
る
世

界

ｕ
ｎ
ｕ
ｓ
　
mｕ
ｎ
ｄｕ
ｓ

と
呼
ば

れ
静
止

的
と

い
え

る
。
道
元
は
、
そ
の
全
一
性
を
も
絶
対
空
に
お
い
て
無
限
に
否
定
、
超
越
す

る
。
し

か
し

「
自

己
」
は
悟
り
の
解
釈
に
と
り
極
め
て
有
効
で
あ

る
と
考
え

ら
れ

る
。

直
接
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
悟
り
の
経
験

は
知
性

的
に
は
理

解
不
可
能

で
あ
る
が
、
心
理
学
的
、
現
象
学
的
視
点
に
お
け

る
了
解

は
可

能

と

い
え

よ
う
。
特

に
晩
年
の
共
時
性
の
思
想
は
、
東
洋
の
神
秘
主
義
や
悟
り

に
無
限

に
接
近
す

る
も
の
と
い
え
る
。
表
層
意
識
が
深
ま
り
類
心

的
領
域

の

無
意
識
と
真

の
統

合
が
果
た
さ
れ
、
自
己
を
見
い
だ
す
と
き
、
そ
れ

は
禅

の

悟
り
と
同
じ

く
無

限
の
過
去
と
無
限
の
未

来
を
包
摂
す
る
今
、
宇
宙
大

に
広

が

る
わ
れ

と
し
て

宇
宙
の
中
心
に
あ
り
、
永
遠
の
時
間
と
無
限
の
空
間
を
含

む
。
「
わ
れ
わ
れ
の
内

な
る
神
」
と

い
え
る
。
共

時
性
は

相
対
的
時

空
や
因

果
性

の
超

越
、
物

理
的
世
界
と
心
理
的
世
界
が
連
続
す
る
と
こ
ろ

に
発
生
す

る
。

そ
れ
は
元
型

の
活
性
化

に
よ
る
が
、
そ
の
動
機
と
な

る
の

は
情
感
、
情

動
で

あ
り
、
特
に
宗
教
的
情
動
、

ヌ
ミ

ノ
ー
ス
的
体
験

は
大
き
な
要
因
と

な

る
。ヌ

ミ
ノ
ー
ス
的
体
験

は
意
識
的
言
語

に
よ

っ
て

は
語
り
得

ぬ
の
で
あ
り

日

常

の
言
語

や
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
超
え
る
。
道
得
が
日
常
的

言
語
を
超

え
た
絶
対

的
言
語
で
あ
る
と
同
じ
で
あ
る
。

共
時
性
は
特
に

カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
の
場

に
お

い
て
分
析
家
と
患
者

の
心
が

深

く
結
び
つ
く
と
こ
ろ

に
発
生
し
易

い
。
こ
れ

は
両
者
の

心
が
深

い
レ
ベ
ル

で
通

い
、

集
合
的
無
意
識
レ
ベ
ル
で
の
心
理
的
体
験
の
共
有
で
あ
り
、
元
型

を
普
遍
的

な
も
の
と
し
て

理
解
し
合

う
こ
と
即
ち
、
元
型
の
布
置
の
共
有
と

い
え

る
。

禅
修
行

に
つ
い
て

も
同
様

に
共
時
性

は
い
い
う

る
。
同
じ
禅
の
修
行
（
禅

体

験
や
公

案
を
通
し
て
の
師
子
の
研
鑚
）
を
積
み
重
ね
た
者
同
志
と
し
て
師

と

弟
子

は
や
が
て

互

い
に
深
く
気
脈

を
通
ず

る
よ

う
に
な
り
。
仏
道
を
介
し

て
両
者

の
深
層
意
識
が
浸
透
し
合
う
こ
と

は
否
定
で
き
な

い
。
仏
道
に
対
す

る
激
し

い
求
道
心
や
志
気
が
宗
教
的
情
動
と
し
て
集
合
的
無
意
識
に
作
用
し
、

元
型

の
活
性
化

を
う
な
が
し
、
そ
の
普
遍
化
が
起
こ
る
。
そ
し
て
相
対

的
言

語
や
論
理

を
超
え

た
体
験
と
し
て
の
見
性
が
訪
れ
る
。
相
対
的
立
場

か
ら
み

れ
ば
特
定

の
時
空

と
人
物

に
生
じ
た
偶
然
事
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
。
真
理
の

全
機
、
全
現
成
と

し
て
絶
対

に
し
て
必
然
の
と
き
而
今
で
あ
る
。
意
識
と
無

意
識

が
統
一

さ
れ

類
心
的
レ
ベ
ル
に
お

い
て
宇
宙
と
一
体
化
し
た
自
己
を
見

い
だ
す
と
き
で
あ

る
。
悟
り
は
無
意
識
下
の
力
が
意
識
に
働
き
か
け

、
意
識

と

無
意
識

の
統
合
を
通
じ
て

、
魂
の
新
生

（
変
容
）
を
も
た
ら
す
も
の
な
の

で

あ
る
。

こ
れ
は
悟
り
の
創
造
性
で
あ
る
と

い
え
る
。
ユ

ン
グ
は
こ
の
究
極

的
体

験
は
個
人
的
性
向
に
よ
る
と
い
う
が
、
道
元

に
あ

っ
て
も
悟
り
は
個
別

的
人
間

の
行

を
措
い
て
開
示

さ
れ
得
ず
、
個

々
の
人
格
に
応
じ
て
実
現
さ
れ

る
。
真

の
自
己
を
見
い
だ
す
個
性
化
、
自
己
実
現
と

い
え
よ
う
。

道
元
自

ら
の
生
涯
も
共
時
性
に
よ

っ
て
語
り
う

る
で
あ
ろ
う
。
脱
落
体
験

や
嗣
法

は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
に
至

る
ま
で
の
発
心
、
現
実

に
お
け
る
出
会
い
、

求
道

や
真

の
師
を
求
め
る
努
力
等
も
自
ら
の
主
体
的
行
為
で
あ
り
つ
つ
そ
れ



を
超
え

た
絶
対

の
働
き

（
ユ
ン
グ
に
お
け

る
無
意
識
の
力

）
に
導

か
れ
た
も

の
で

、
相
対

的
な
時

間
・
空
間
に
現

象
し
た
偶
然
的
事
象
と
み
え

る
が
、
道

元

の
悟
り
や
後
の
運

命
に
必

然
的
連

鎖
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

叡
山
へ
の
出
家
、
遁
世

、
そ
こ
に
お
い
て
天
台
の
み
な
ら
ず
大
小

乗
、
顕

密
に
わ
た
る
仏
教
の
す
べ
て

を
学
ん
だ
こ
と
は
後
の
思
想
形
成
の
基
礎
と
な

る
。
一
切

経
を
読
み
、
「
本
来
本
法

性
、
天

然
自
性

身
」

に
対

す

る
大
疑
団

を
生
じ
、
こ
れ
が
後
々
の
道
元
の
根
本
課
題
と

な
り
、
建
仁
寺
の
明
全
よ
り

禅
を
学
ぶ
機
縁
と
な
り
、
や
が
て
明
全
ら
と
の
入
宋
求
法

に
導
か
れ
る
。
阿

育
王
山
、
天
童
山
の
老
典
座
と
の
出
会

い
、
両
者

と
の
問
答
を
通
し
て
日
常

作
務
の
重
要
性
、
禅
修
行
の
本
来
的
あ
り
方
即

ち
実
践
性

を
学
び
、
こ
れ

が

後
の
脱
落
体
験
や
思
想
形
成
に
大
き
な
転
機
と

な
る
こ
と

に
も
深

い
意
味
と

必
然
性
を
見

い
だ
し
う
る
。
両
者
と
の
出

会
い
は
も
ち
ろ

ん
、
道
元

の
問

い
、

「
如
何
な
る
か
是
れ
文
字
」
も
老
典
座
の
「
一
ニ
三
四
五
」
の
答
え
も
、
只

管

に
法

を
求

め
る
道
元
と
只
管

に
作
務

を
行
ず
る
典
座
に
全
機
す

る
絶
対

の

法

の
働
き
で
あ

る
。
そ
れ
は
全

身
心

か
ら
の
問

い
で
あ
り

答
え
で
あ

っ
た
。

両

者
の
無
意
識
下

の
同
時
的
働
き

と
い
え
る
。

真
の
師
を
求
め
続
け
て
い
た
時
、
偶
然
、
老
■
と
い
う
僧
か
ら
如
浄
の
こ

と
を
教
え

ら
れ
天

童
山
に
お
い
て
如

浄
と

相
見
す

る
が
、
そ
の
出

会

い
は
、

「
仏
仏
祖
祖
面
授
の
法
門
現

成
せ
り
。
」
と
仏
と
仏

の
火
花

の
散
る
よ
ｙ

な
絶

対

の
出
会

い
で

あ

っ
た
。
長
い
間
の
渾
身

の
坐
行

に
よ

っ
て
法
の
働
き
出

た
、

ま
た
機
の
熟
し
つ
つ
あ

っ
た
道
元
と
、
同
じ
く

全
身
心
が

仏
の
全
現
成
な

る

如
浄
と
の
出
会
い
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
意
識
と

無
意
識

の
緊
張
状
態

に
あ

る

両
者
の
結
び
つ
き
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
老
典
座
と
の
出

会

い
も
同
様
で
あ
る
が
、
両
者
の
意
識
下

は
相
互

に
元
型
を
介
し
て
活
発

に
働

き

合
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
相
対
的
時
間
・
空
間
に
お
い
て
客
観
的

に
み
れ

ば
偶
然
の
事
象
で
あ

っ
て
も
、
体
験
の
内
部
即
ち
証

の
本
質

か
ら
す
れ
ば
時

間

・
空
間

の
相
対
を
超
え
た
絶
対
的
次
元
の
働
き
に
他
な
ら
ず
必
然
的
で
あ

る
。
こ
こ

に
は
ユ
ン
グ
の
共
時
性

に
い
う
と
こ
ろ
の
偶
然
の
一
致

（
深

い
意

味
の
つ
な
が
り
）

を
指
摘
し

う
る
。

天

童
山

に
お
け

る
厳
し

い
行
の
過

程
に
お
け
る
如
浄
と
道
元

の
体
験
的
世

界

の
共
有

即
ち
、
「
身
心
脱
落
」

の
教
示

や
、
「
諸
法

実
相
」
巻

に
お

け
る

「
杜
鵑

啼
山
竹
裂
」

の
説
示
な
ど

は
感
応

道
交

と
し
て
深
い
宗
教

的
体
験
の

レ
ベ
ル
で

の
交
わ
り

に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
強
い
宗
教
的
情
動
は

深
層
意
識
下

に
お
け

る
元
型

の
働
き

を
活
性
化
す
る
の
で

あ
る
。
元
型

の
普

遍
化
を
通
し
、
両

者
は
意
識
の
深

い
レ
ベ
ル
で

の
三
昧
に
お
い
て
出

会
う
と

い
え

る
。

『
建
撕
記
』
に
よ
れ
ば
道
元
の
開
悟
は
全
く
期
せ
ず
し
て
突
如
と
し
て

起

こ

っ
た
。
宝
慶
三
年
夏
安
居
の
早
朝
、
一
人
の
坐
睡
す
る
僧
を
大
喝
す
る
如

浄

の
声

に
道
元

は
豁
然
と
し
て
脱
落
を
得
る
。
偶
然
の
こ
の
一
時
こ
そ
、
絶

対

の
法

の
全

機
現
し

働
き
出

た
時
、
而

今
で
あ

る
。
「
他
は
こ
れ
吾

に
あ
ら

ず

」
。
「
さ
ら
に
い
ず

れ
の
時

を
か
待

た
ん
」
の
必
然
性
で
あ

る
。
そ
こ
で
は

「
只
管
打
坐

即
身

心

脱
落
」

の
体
験
そ

の
も
の
が
法
、
真

理
な

の
で

あ
る
。

『
宝
慶
記

』
の
「
身
心
脱
落
」

の
問
答
と
印
可

は
、
両
者
の
間

に
お
け
る
こ

の
体
験
的
世
界
、
証

の
共
有

の
確
認
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
道
元

に
お
け

る

性時共グンと
亅

Ｌ
Ｖ

会出厂るけおに元道6
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出
会

い
や
脱
落
体

験
な
ど
も
、
無
意

識
の
働
き
と
し
て
の
共
時
性

の
作
用

に

導
か
れ
て

い
た
と

考
え
ら

れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う

か
。

諸
山
巡
錫

の
途
次

訪
れ

た
万

年
寺

の
住
持
元
裔

が
大

梅
法
常

禅
師
よ
り
、

「
も
し
す
で

に
船
舷

を
こ
ゆ
る
実
人
あ

ら
ん

に
は
、
花

を
お
し
む

こ
と
な

か

れ
」
と
梅
花

一
枝

を
手
渡

さ
れ
た
夢
で
道
元

の
訪
れ
を
予
知

さ
れ

た
こ
と
や
、

大
梅
山
護
聖
寺
を
訪

れ
た
時

に
見

た
、
法

常
か
ら
一
枝
の
梅
を
授
け
ら
れ
た

夢
な
ど
は
共
時
性
に
よ
る
現
象
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
元
■
の
夢
は
予

知
夢
に
あ
た

る
で
あ
ろ

う
。
道
元
の
見

た
霊

夢
は
元
而

の
話

に
刺
激
を
受
け

無
意
識
下

に
深

い
情
動
が
働
き
元
型

が
活
発
化

し
て
、
そ
の
心
理
的
基
盤
が

夢
を
生
ず
る
要
因
と

な
っ
て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
夢
も
相
対

的
因
果

や
時

間
・
空
間
の
制
約
を
解

か
れ
た
現
象
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

道
元

の
場

合
、
根
源
的
出
会
い
は
絶
対
的
境
地

（
三
昧

・
空
）

の
中

に
起

こ

る
の
で
あ
り
、
絶
対
の
生
起
と
い
え
る
。
縁

に
触

れ
て

起
こ
る
の
で
あ
り

、

縁
起

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
共
時
性
も
こ
れ

に
極

め
て
近

い
境
地
に
お

い
て
発

生
す
る
と

い
え
る
。
そ
れ
は
無
我
、
無
心

の
境

地
で

あ
り
、
Ｎ
ｉｃ
ｈ
ｔ
-

-
Ｉｃ
ｈ
（
我
で

な
い
も
の
）

に
導
か
れ

る
、
意
識

の
受
動

的
状
態

（
ト
ラ
ン

ス
）

で
あ
る
。
そ
の
時
、
意
識
は
空
の
状
態
で
他

の
作
用

を
受
け

入
れ
る
こ

と

が
可

能
で
あ
り
、
変
性
意
識
状
態
と

い
え

る
で

あ
ろ

う
。
こ
こ
に
意
識

の

宗
教

的
変
容
も
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
無
意
識
下

に
お
け

る
元
型

の
活
性
化

お
よ

び
普
遍

化
で
あ
り
、
宇
宙
と
自
己
と
の
一
体
化

の
中

に
時
間

・
空
間
の

相
対

を
超
え

て
相
手
に
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
共
時
性

は
自
受

用
三
昧

、
海
印
三
昧
、
三
昧
王
三
昧
、
自
証
三
昧
等
の
三
昧

に
お
け

る
自
他

一
如

の
状
態
に
お
い
て

生
ず

る
の
で
あ
り
、
坐
禅

に
お
け
る
脱
落
体
験
の
み

な
ら
ず
、
修
行
の
あ
ら
ゆ
る
プ

ロ
セ
ス
に
あ

っ
て

、
渾
身

の
行
（
作
務
等
）

が
三
昧

の
状
態
で
行

な
わ
れ

る
と
す
れ

ば
、

そ
こ

に
も
当

然
起
こ
り
う
る
。

ま

た
深

い
求
道
的
態

度
に
つ

い
て
も

い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
は
強
い

宗
教

的
情
動

が
働
い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

道
元

の
求
道
の
過

程
に
お
け

る
現
実
の
出
会

い
に
つ
い
て
も
同
様
の
解
釈

が
可
能
で

あ
ろ

う
。
老

典
座
と
の
出
会

い
、
嗣
書
に
関
す
る
で
き
事
、
如

浄

と
の
出
会

い
や

脱
落
体
験
も
強

い
情
動

に
よ

っ
て
元
型

が
働
く
こ
と
に
よ
る

の
で
あ
り
、
強
く
法
を
求
め
る
心
と
心
が
縁
に
よ
っ
て

結
び
つ
い
た
と
い
え

る
。
縁

に
導

か
れ
た
で
き
事
と
い
え

よ
う
。
こ
の
よ

う
な
偶
然
的
、
共
時
性

的
出
会
い
な
く
し
て

『
正
法

眼
蔵
』

は
結
実
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
事
象
は
、
意
識
と
無
意

識
の
緊
張
し

た
状
態

に
お

い
て
、
即

ち
三
昧
の

体
験
が
介
在
し
て
起
こ

っ
て

い
る
と

い
え

る
。
只
管

に
法
を
求
め
る
心
、
嗣

書
を
真
剣
に
求
め
る
心
が
無
意
識
に
刺

激
を
与
え
、
元
型
の
普
遍
化
、
即

ち

無
意
識
領
域
の
共
有
が
只
管
に
作
務
す

る
老
典
座
と
の
出
会
い
と
問
答
、
嗣

書
に
関
す
る
霊
夢
を
現
象
せ
し
め
た
と

い
え

る
。
道
元

に
お
け
る
絶
対
的
体

験
、
自
受
用

三
昧
を
ト
ラ
ン
ス
、
心
的

水
準
の
低
下
の
状
態
に
連
続
す

る
も

の
と
す
れ
ば
、
道
元

の
宗
教

的
体
験
や
出
会

い
は
ユ
ン
グ
・
共
時
性

に
よ

っ

て
解

釈
し
う
る
と
考
え

る
。

そ
れ

は
共
時
性
を
道
元
の
悟
り
の
本
質
的
世
界

へ
の
通

路
と
し
て
位
置

づ
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
で

あ
ろ
う
。



三

『
正
法
眼
蔵
』
の
世
界

は
、
論
理
的
、
思
弁
的
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に

は
只

管
打
坐
、
身
体

の
行

を
基
礎
と
す
る
体
験
的
境
域
が
あ
る
。
そ
の
表
現

が
、
こ
の
体

験
の
共
有

と
出

会
い
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
考

察
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り

、
道
得
は
こ

れ
を
象

徴
的

に
示
す

も
の
と

い
え
る
。

即
ち
、
道
元

に
お
け

る
根
源

的
出
会

い
は
三
昧
体
験
の
共
有

に
お

い
て
生
ず

る
の
で
あ
り
絶
対

に
お
け
る
出
会
い
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は

ユ
ン
グ
の
い
う

無
意
識
の
類
心
的
領

域
、
共

時
性
発
生
基
盤
と
同
様

に
、
相
対
的
時
間
・
空

間
、
因
果
性
を
超
越
す
る
。
「
有

時
」

巻

に
説

く
よ
う

に
存
在
と
時

間
の
相

対
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間

の
分

別
知
、
相
対
的
思
惟
が
生
み
出
し
た
も

の
で
絶

対
空
即
ち
悟
り
の
本
質

に
お

い
て

は
時
間

・
空
間

、
存

在

は
一
如

で
あ

る
。

ユ
ン
グ
も
、
「
そ
れ
ら
自
身

に
お

い
て

は
、
空
間

と
時
間
は
、
無

か
ら
成

立

し
て

い
る
。
そ
れ
ら

は
意
識
的
精
神

の
分
別

の
活

動
か
ら

生
ま
れ
て

実
体

化

し

た
概
念
で
あ
り
、
…
…
」

と
時
間

・
空
間
の
連
続
性

を
述
べ
る
。
こ
こ
が

共
時
性
と
道
元
の
体
験
的
世
界

の
近

接
す
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
。

道
元
の
悟
り
は
行

的
実
践
性

、
行

ず
る
わ
れ
の
主
体
性
と
絶
対

空

に
基

づ

く

の
に
対
し

、
ユ
ン
グ
の
自

己
の
示

す
世
界
は
深
層
心
理
学
的
思

惟

に
よ
り

視

覚
化
し
て

捉
え
ら

れ
た
静

的
な
も
の
と

い
う
差
異
は
否

定
で
き

な

い
。
し

か
し
「
現

成
公
案
」

巻
の
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と

い
ふ
は
自
己
を
な
ら

ふ
な
り

、

自
己
を
な
ら

ふ
と

い
ふ
は
自

己
を
わ
す
る
る
な
り
。
…
…
」
の
境
地

は
、

ユ

ン
グ
に
お
け

る
表
層

自
我
意

識
が
無
意
識

に
包
摂

さ
れ
、
一
体
化
す

る
と
こ

ろ
に
開
示

さ
れ
る
と
い
え
る
。
相
対

と
絶
対
が
出
会
い
一
如
な
る
と
こ
ろ
で

、

見
得
と
道
得
の
一
如
も
こ
こ
に
可

能
と
な
る
。
即

ち
悟
り

は
、
意
識
が
無
意

識
に
出
会
う
と
こ
ろ
と

い
え
る
。
共
時
性
現
象

は
、
こ
こ

に
可

能
と
な
る
の

で
あ
る
。
自
我
と
自
己
が
集
合
的
無
意
識
の
元
型

に
お

い
て
出
会
う
の
で

あ

り
、
そ
れ
は
意
識
が
無
意
識
下

の
普
遍
性
（
本
性
）

に
め
ざ

め
る
と
き
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
魂
の
新
た
な
変
容
を
両
者
が
深
層
意
識

に
お
け
る
元

型

の
布
置
を
介
し
て
共
有
す
る
、
そ
こ

に
共
時
性
の
出
会

い
が
あ

る
。

ユ
ン
グ
の
共
時
性

が
示
す
世
界
は

ノ
エ
シ
ス
と
ノ
ニ
マ
の
二
元

が
超
え
ら

れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
相
化
の
徹
底
に
よ
る
神

性

等
、
神
秘
主
義

に
も
通
じ

る
の
で
あ
り
、
魂
の
奥
深

い
宗
教
的

経
験
を
可

能
な
ら
し

め
る
と
こ
ろ

と
い
え

る
。

（

―

）
　

以

下

『

正

法

眼

蔵

』

は

、

寺

田

、

水

野

両

氏

校

注

の

日

本

思

想

大

系

『

道

元

』

上

・

下

、

岩

波

書

店

よ

り

引

用

。

（

２

）
　

釈

迦

牟

尼

仏

よ

り

出

て

釈

迦

牟

尼

仏

に

至

る

円

環

で

あ

る

。

（

３

）
　

絶

対

的

体

験

に

お

け

る

一

箇

の

身

心

と

し

て

の

人

間

、

即

仏

、

真

理

と

い

う

こ

と

に

対

す

る

信

を

い

う

（

『

正

法

眼

蔵

』

「

三

十

七

品

菩

提

分

法

」
）

。

（

４

）

「

諸

縁

を

放

捨

し

、

万

事

を

休

息

し

て

、

善

悪

を

思

わ

ず

、

是

非

を

管

す

る

こ

と

な

か

れ

。

心

意

識

の

運

転

を

停

め

て

…

…

」

（

『

普

勧

坐

禅

儀

』

）
。

（
５
）
　
Ｊ
ｕ
ｎ
ｇ
,
，
Ｃ
.
Ｇ
．
，
　
"
Ｓ
ｙ
ｎ
ｃ
ｈ
ｒ
ｏ
ｎ
ｉ
ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
ｉ
Ａ
ｎ
　
Ａ
ｃ
ａ
ｕ
ｓ
ａ
ｌ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｐ
ｌ
ｉ
ｎ
ｃ
ｉ
ｐ
ｌ
ｅ
，
”

ｉ
ｎ

　
Ｊ
ｕ

ｎ

ｇ

，
Ｃ

．
Ｇ
.

　
＆

　
Ｐ

ａ
ｕ

ｌ
ｉ

，
Ｗ
.

，
　
Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｉ
ｎ

ｔｅ

ｒ
ｐ

ｒ

ｅ
ｔ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　
ｏ
ｆ

　
Ｎ

ａ
ｔ
ｕ

ｒ
ｅ

　
ａ

ｎ

ｄ

　
ｔ
ｈ
ｅ

Ｐ
ｓ
ｙ
ｃ
ｙ
ｘ
ｅ
（
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
：
Ｂ
ｏ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
Ｉ
ｎ
ｃ
.
，
 
１
９
５
５
)
;
河
合
隼
雄
・

村
上
陽
一
郎
訳
『
自
然
現
象
と
心
の
構
造
―
―
非
因
果
的
連
関
の
原
理
―
―
』
　
一

九

九

〇

年

、

海

鳴

社

。

性時共グンユと
亅

Ｆ
Ｖ

会出厂るけおに元道１７



（
６
）
　
神
聖
甲
虫
（
ス
カ
ラ
ベ
）
は
古
代

エ
ジ
プ

ト
に
お
け
る
再

生
、
変
容
の
象
徴
。

（
７
）
　
意
識
の
低
下

、
ト
ラ
ン
ス
の
状

態
で
あ
る
。

（
８
）
　
ユ

ン
グ
は
、
個
性
化

、
自
己
実
現

の
過
程

と
と
ら

え
る
。
ま

た
、
「
も
は
や

わ
れ
生
き

る
に
あ
ら
ず

、
キ
リ
ス
ト

わ
が
う

ち
に
て
生
き

る
な
り
」
（
ガ
ラ
テ

ア
書
、
２

の
2
0）
は
こ

の
自

己
を
示

す
。

（
９
）
　
こ
こ
に
悟
り

の
現
実
的

様
相
の
多

様
性
や
個
性
も
存
す

る
の
で
あ
る
。

ユ
ン

グ
は
、
師
や
公
案

に
対
す

る
弟
子

の
無
意
識
の
本
性
・
自
然
の
応
答
を
悟
り
と

し

て
い
る
。

（
1
0）
　
ユ
ン
グ
は
共
時
性
を
三

つ
に
分
け

、
第
一
は
心
の
内
容
と
外
で
起
こ
る
事
象

の

一
致
、
第

二
は

夢
や
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
が
遠
隔
で
起
こ

っ
て
い
る
こ
と
と
一
致
す

る
こ

と
、
第
三
は
未
来

に
起
こ
る
こ

と
を
夢
、
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
、
前

兆
な
ど
に
よ

っ
て
知

る
、
予
知
で
あ
る
。

（
1
1）
　
Ｃ

・
Ｇ
・

ユ
ン
グ
、
前
掲
訳
書
、

二
五
頁

。

（
ａ
）
　
ユ
ン
グ
は
、
悟
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
影
響
は
か

な
り
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
Ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ｂ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
突
破
は
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
用
語
で
あ
る
。

（
は
ん
だ
・
え
い
い
ち
、
日
本
倫
理
思
想
史
、中

央

商

科

短

期

大

学

非

常

勤

講

師

）

ｎ

ｚ

・

７
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