
90

序

　
無
我
や
空
を
説
く
仏
教
は
倫
理
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
、
と
い
う
世
間

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
た
し
か
に
言
葉
の
上
で
は
「
無
我
」
や
「
利
他
」

は
私
の
幸
福
を
否
定
す
る
も
の
で
、「
空
」
は
虚
無
論
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
。
し
か
し
そ
れ
は
仏
教
側
の
理
解
と
は
異
な
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
は
、『
中
論
』
二
十
四
章
で
、
空
を
虚
無
論
的

に
捉
え
て
批
判
す
る
の
は
批
判
者
側
の
誤
解
で
、
そ
れ
は
仏
教
が
言
葉
を

通
じ
て
言
葉
を
超
え
た
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
教
え
で
、
言
葉

の
用
い
方
が
通
常
と
は
異
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
和
辻
哲
郎
が
京
都
帝
国
大
学
助
教
授
時
代
に
お
こ
な
っ
た
講
義
の
ひ
と

つ
に
『
仏
教
倫
理
思
想
史
』（
和
辻
哲
郎
全
集
十
九
巻
）
1
（

、
以
下
『
仏
倫
』

と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
無
我
や
空
の
教
え
を
道
徳
否
定
で
は
な

く
、
道
徳
の
基
礎
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
、
西
洋
の
道
徳
思
想
を
一
神
教

の
伝
統
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
（
同
じ
京

都
帝
国
大
学
時
代
の
「
倫
理
学
概
論
」
講
義
）
と
と
も
に
、
和
辻
独
自
の

「
人
間
の
学
」
と
し
て
の
倫
理
学
を
形
作
っ
て
い
く）

2
（

。
和
辻
の
仏
教
理
解

を
一
言
で
述
べ
る
と
、
仏
教
の
実
践
を
、
本
来
空
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚

し
空
に
帰
る
働
き
と
し
て
捉
え
、
そ
の
実
践
者
を
菩
薩
と
す
る
も
の
で
あ

る
（『
仏
倫
』
三
四
九
〜
三
五
〇
頁
）。

　
和
辻
は
仏
教
倫
理
の
特
質
と
し
て
、「
真
理
の
理
解
が
全
生
活
全
人
格

を
も
っ
て
す
る
と
こ
ろ
の
実
現
の
努
力
と
し
て
現
わ
る
る
」（『
仏
倫
』
一

五
一
頁
）
こ
と
を
挙
げ
る
が
、
和
辻
の
仏
教
へ
の
関
心
の
出
発
点
は
、
伝

統
的
な
仏
教
の
あ
り
方
を
否
定
し
て
、
信
仰
か
ら
切
り
離
し
た
新
た
な
価

値
を
見
出
す
こ
と
に
あ
り
（『
古
寺
巡
礼
』、
論
文
「
沙
門
道
元
」
な
ど）

3
（

）、

伝
統
に
お
け
る
仏
教
の
実
践
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
無
関
心

で
、
そ
れ
が
和
辻
の
仏
教
理
解
に
お
け
る
矛
盾
や
、
さ
ら
に
は
和
辻
の

「
人
間
の
学
」
が
戦
後
、
個
を
否
定
し
て
全
体
へ
の
随
順
を
説
く
も
の
と

〈
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か
る
方
向
づ
け
が
「
煩
悩
」
で
あ
り
、
空
に
帰
る
方
向
づ
け
が
善
法
で
、

そ
の
実
践
者
が
「
菩
薩
」、
そ
の
本
質
が
「
慈
悲
」
と
さ
れ
た
。

菩
薩
と
は
「
仏
道
を
歩
む
修
行
者
」「
さ
と
り
を
求
む
る
有
情
（
も

の
）」
の
謂
い
で
あ
る
。
…
…
。
さ
と
り
を
求
む
る
と
は
空
を
体
現

せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
道
徳
と
は
空
に
帰
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

ぬ
ゆ
え
に
、
菩
薩
〔
と
〕
は
言
い
か
え
れ
ば
「
道
徳
的
人
格
」
の
意

味
に
な
る
。
善
法
も
人
格
も
実
相
空
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
道
徳

的
人
格
の
実
相
も
ま
た
空
に
ほ
か
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
実
相
の
空
を

自
覚
し
そ
の
自
覚
を
具
体
化
せ
る
も
の
で
あ
る
点
に
道
徳
的
人
格
の

本
質
が
あ
る
。
…
…
か
か
る
意
味
の
菩
薩
は
「
慈
悲
」
を
本
質
と
す

る
。
他
の
一
切
の
徳
は
こ
の
「
慈
悲
」
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
…
…
そ

う
し
て
こ
の
慈
悲
は
空
の
体
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
…
…
空
を
自
覚
し

空
に
帰
る
は
た
ら
き
は
慈
悲
と
な
っ
て
現
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。（『
仏
倫
』
三
四
七
〜
三
五
〇
頁
）

　
こ
れ
が
和
辻
の
考
え
る
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
至
っ
て
理
論
的
に
整

え
ら
れ
た
「
仏
教
倫
理
」
で
あ
る
。

　
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
和
辻
は
参
照
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
『
宝

行
王
正
論
』
に
お
い
て
、
仏
陀
と
な
る
た
め
の
実
践
を
智
慧
（
一
切
皆
空

の
理
解
）
を
積
む
こ
と
と
福
徳
（
一
切
衆
生
の
た
め
に
利
他
）
を
積
む
こ

と
の
二
資
糧
積
聚
（
そ
れ
ぞ
れ
法
身
と
色
身
の
因
と
な
る
）
に
集
約
し
て

お
り
、
伝
統
的
な
仏
教
理
解
に
お
い
て
も
、
空
の
理
解
と
一
切
衆
生
へ
の

慈
悲
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
、
こ
の
点
は
和
辻
の
解
釈
と
一
致
す
る
。

　
し
か
し
、
仏
教
の
実
践
が
「
自
然
的
立
場
」
の
止
揚
を
目
指
す
も
の
で

し
て
批
判
さ
れ
る
遠
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
和
辻
の
仏
教
理
解
を
概
観
し
た
上
で
、
そ
の
欠
を
補
う
も

の
と
し
て
、
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
で
重
視
さ
れ
る
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ

デ
ー
ヴ
ァ
『
入
菩
薩
行
論
』
で
、
空
を
理
解
し
て
い
な
い
凡
夫
が
い
か
に

菩
薩
の
道
を
歩
む
か
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

一
　
和
辻
哲
郎
の
仏
教
理
解
と
伝
統
仏
教

　
和
辻
哲
郎
は
『
仏
教
倫
理
思
想
史
』
で
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教

研
究
に
お
い
て
、
仏
教
の
無
我
は
単
な
る
無
苦
痛
を
目
指
す
も
の
で
、
道

徳
が
成
り
立
た
ず
、
そ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
に
業
論
（
因
果
応
報
の
教
え
、

輪
廻
）
が
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

4
（

こ
と
を
批
判
し
て
、
仏
教
が

目
指
す
の
は
私
が
い
て
私
が
捉
え
て
い
る
と
お
り
の
世
界
が
あ
る
と
い
う

「
自
然
的
立
場
」（
凡
夫
の
立
場
）（『
仏
倫
』
五
八
頁
）
の
止
揚
で
あ
り
（
同

一
四
〇
頁
）、
利
己
的
個
人
的
幸
福
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
苦
を
滅

す
る
と
は
苦
一
般
を
滅
す
る
こ
と
で
、
無
我
縁
起
を
単
に
己
れ
一
個
が
体

得
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
実
現
の
努
力
こ
そ
が
、
無
我
の
立
場

に
お
け
る
道
徳
の
根
拠
で
あ
る
と
し
た
（『
仏
論
』
一
四
三
頁
）。

　
初
期
仏
教
の
無
我
縁
起
の
思
想
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
自
然
的
立
場
の
止

揚
が
目
指
さ
れ
る
の
か
は
理
論
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
「
釈
迦

仏
の
命
令
」（『
仏
倫
』
一
四
四
頁
）
と
し
て
説
か
れ
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お

い
て
煩
悩
地
法
と
滅
に
向
か
う
善
地
法
が
と
も
に
法
と
さ
れ
る
こ
と
を
経

て
（
同
前
）、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
よ
っ
て
、
大
乗
経
典
で
あ
る
『
般

若
経
』
の
「
空
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
本
来
空
で
あ
り
つ
つ
空
か
ら
遠
ざ
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て
も
、
実
際
に
そ
れ
が
体
験
で
き
る
の
は
、
心
が
対
象
を
捉
え
て
い
な
い
、

瞑
想
中
に
お
い
て
で
あ
る
（
止
観
＝
一
点
集
中
の
状
態
で
空
を
観
じ
る）

6
（

）。

　
大
乗
仏
教
の
実
践
徳
目
で
あ
る
六
波
羅
蜜
は
、
三
学
（
戒
・
定
・
慧
）

に
対
応
さ
せ
る
と
、
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
が
戒
、
禅
定
が
定
、
智
慧
（
般

若
）
が
慧
に
相
当
す
る
（
精
進
は
す
べ
て
に
関
わ
る
）。

　
し
か
し
、
こ
の
六
波
羅
蜜
は
釈
尊
の
本
生
譚
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）
を
踏
ま

え
た
も
の
で）

7
（

、「
我
」
を
実
体
視
す
る
凡
夫
（
和
辻
の
い
う
「
自
然
的
立

場
」）
に
お
い
て
は
実
践
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
布
施
の
先

例
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
釈
尊
が
前
世
で
王
子
だ
っ
た

時
、
植
え
た
母
虎
と
五
匹
の
仔
虎
を
救
う
た
め
に
自
ら
の
体
を
与
え
た
と

い
う
捨
身
飼
虎
の
物
語
だ
が
、
も
し
こ
れ
が
仏
教
徒
の
義
務
だ
と
し
た

ら
、
誰
も
仏
教
の
実
践
を
お
こ
な
お
う
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　
阿
含
経
典
は
、「
私
」
を
実
体
視
し
て
い
る
者
を
対
象
に
、
実
体
視
か

ら
の
解
放
の
道
を
説
い
て
い
る
。
大
乗
経
典
は
、
空
を
す
で
に
体
験
的
に

理
解
し
て
い
る
者
を
対
象
に
、
仏
陀
の
境
地
や
そ
こ
に
至
る
実
践
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
。

　
で
は
、
ま
だ
「
私
」
を
実
体
視
し
て
い
る
凡
夫
が
仏
陀
の
境
地
を
目
指

す
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
。
こ
れ
は
文
献
上
だ
け
で
仏
教
を
考
察
す
る
場

合
は
、
阿
含
経
典
・
大
乗
経
典
の
ど
ち
ら
で
も
主
題
的
に
説
か
れ
て
い
な

い
た
め
、
問
題
の
所
在
に
気
づ
き
に
く
い
が
、
大
乗
の
伝
統
に
あ
る
多
く

の
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
の
部
分
が
な
け
れ
ば
、
大
乗
は
絵
に
描
い
た

餅
で
、
自
分
が
関
わ
り
う
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
凡
夫
が
い
か
に
菩
薩
と
な
り
、
六
波
羅
蜜
の
実
践
を
な
し
う
る
よ
う
に

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
私
」
が
あ
る
と
い
う
「
自
然
的
立
場
」
か
ら
は

じ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
辻
が
輪
廻
説
は
輪
廻
す
る
主
体
と
し

て
の
我
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
無
我
を
説
く
仏
教
と
は
相
容
れ
な
い
と

し
た
こ
と
は
有
名
で
、
現
在
で
も
多
く
の
学
者
・
僧
侶
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
先
入
見
は
、
鋭
い
点
も
多
々
あ
る
和
辻
自
身
の
経
典

読
解
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
前
稿
で
検
討
し
た）

5
（

）。

　
和
辻
は
価
値
を
認
め
な
か
っ
た
伝
統
的
な
仏
教
の
実
践
に
お
い
て
、
理

解
の
方
法
が
聞
・
思
・
修
で
あ
り
、
実
践
が
戒
・
定
・
慧
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
実
は
仏
教
が
和
辻
の
い
う
「
自
然
的
立
場
」
の
止
揚
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　「
自
然
的
立
場
」
を
超
え
た
境
地
は
「
自
然
的
立
場
」
に
あ
る
者
に
は

理
解
で
き
ず
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
理
解
を
得
て
い
る

師
か
ら
教
え
を
受
け
、
自
分
の
実
感
・
常
識
に
は
反
す
る
そ
れ
に
つ
い
て

理
論
的
に
考
え
、「
わ
か
っ
た
！
」
と
い
う
感
覚
が
得
ら
れ
た
ら
、
そ
れ

を
反
復
し
、
自
分
の
心
を
慣
ら
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
瞑
想
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
心
が
対
象
を
い
い
も
の
・
わ
る
い
も
の

と
い
う
価
値
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
反
射
的
に
そ
れ
を
手
に
入
れ

た
い
（
貪
）、
排
除
し
た
い
と
い
う
嫌
悪
の
気
持
ち
（
瞋
）
が
生
じ
る
た
め
、

誓
い
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
お
さ
え
る
実
践
（
戒
）
を
お
こ
な

う
。
瞑
想
中
は
一
点
に
集
中
す
る
（
止
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
勝
手
に

対
象
を
捉
え
る
こ
と
を
押
さ
え
る
（
定
）。
こ
れ
ら
は
病
気
で
い
え
ば
症

状
を
抑
え
る
段
階
の
実
践
で
あ
る
が
、
自
分
が
捉
え
て
い
る
よ
う
な
実
体

は
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
（
慧
）、
根
治
を
目
指
す
段
階
に
お
い



93 │ 空の倫理学のために

た
ほ
か
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
金
倉
圓
照
が
翻
訳
し
）
10
（

、
中
村
元
も
注
目

し
て
現
代
語
訳
大
乗
仏
典
七
『
論
書
・
他）
11
（

』
で
、『
中
論
』『
唯
識
三
十
頌
』

と
並
ん
で
『
菩
提
行
経
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
チ
ベ
ッ
ト
で
は
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
う
た

わ
れ
た
パ
ト
ゥ
ル
・
リ
ン
ポ
チ
ェ（
法
名
ウ
ゲ
ン
・
ジ
グ
メ
・
チ
ュ
ー
キ
・

ワ
ン
ポ
。
一
八
〇
八
〜
一
八
八
七
）
が
た
び
た
び
説
い
た
こ
と
で
有
名
で
、

現
在
の
ダ
ラ
イ･

ラ
マ
十
四
世
（
法
名
テ
ン
ジ
ン
・
ギ
ャ
ツ
ォ
。
一
九
三

五
〜
）
も
そ
の
法
脈
に
連
な
る
。

　
六
波
羅
蜜
の
実
践
は
、
ま
だ
空
を
理
解
し
て
い
な
い
、「
私
」
を
実
体

視
し
て
い
る
者
に
は
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
で
、『
入
菩
薩
行
論
』
で
は
、

い
き
な
り
実
践
す
る
こ
と
を
戒
め
、
ま
ず
そ
れ
を
実
践
し
う
る
心
を
作
り

上
げ
る
、
心
の
訓
練
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。

慈
悲
心
が
清
浄
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
か
ら
だ
を
布
施
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
今
生
に
お
い
て
も
他
生
に
お
い
て
も
偉
大
な
る
成

就
の
原
因
と
す
べ
く
布
施
せ
よ
。（
五
章
八
七
）

野
菜
な
ど
の
布
施
に
導
く
こ
と
で
、
ま
ず
行
ず
る
こ
と
を
教
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
慣
れ
れ
ば
、
後
に
は
次
第
に
自
分
の
肉
体
も
布
施
で
き

る
。
あ
る
と
き
、
自
分
の
か
ら
だ
を
野
菜
な
ど
と
同
じ
だ
と
い
う
心

が
生
じ
る
。
そ
の
と
き
、
肉
体
な
ど
を
与
え
る
こ
と
、
ど
う
し
て
そ

の
こ
と
に
困
難
が
あ
ろ
う
か
。（
七
章
二
五
〜
二
六
）

　
具
体
的
に
は
ま
ず
一
章
で
、
比
喩
や
論
理
、
経
典
の
教
え
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
で
、
菩
提
心
を
起
こ
す
こ
と
の
利
益
が
説
か
れ
る
。

　
そ
れ
に
納
得
し
た
上
で
次
に
進
み
、
二
章
・
三
章
）
12
（

で
、
仏
陀
の
境
地
を

な
る
の
か
、
こ
の
、
経
典
で
は
主
題
的
に
説
か
れ
て
い
な
い
問
題
に
つ
い

て
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
が
か
り
と
し
て
、
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統

で
重
視
さ
れ
て
き
た
論
書
が
、
イ
ン
ド
の
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
の
著

し
た
『
入
菩
薩
行
論
）
8
（

』
で
あ
る
。

二
　
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
『
入
菩
薩
行
論
』
の

　
　
構
成
と
内
容

　
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
は
七
百
年
頃
の
人
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
著
と

し
て
伝
わ
る
も
の
と
し
て
、『
入
菩
薩
行
論
』
の
ほ
か
、『
大
乗
集
菩
薩
学

論
』
な
ど
が
あ
る
。
イ
ン
ド
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
え
ら
れ
た
伝
統
で
は
、

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
や
ア
ー
ル
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

な
ど
、
他
の
中
観
の
論
師
と
同
様
、
後
期
密
教
の
行
者
の
ひ
と
り
に
も
数

え
ら
れ
て
い
る）

9
（

。
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
記
に
よ
れ
ば
、
王
子

の
生
ま
れ
で
、
出
家
し
て
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
僧
院
の
僧
侶
と
な
り
、
密
か
に

文
殊
菩
薩
か
ら
教
え
を
受
け
て
修
行
し
て
い
た
が
、
表
面
的
に
は
食
べ
て

排
泄
し
て
寝
る
だ
け
の
存
在
だ
っ
た
た
め
、
他
の
僧
が
恥
を
か
か
せ
て
僧

院
に
居
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
企
ん
で
、
わ
ざ
と
教
え
を

乞
い
、
そ
の
際
に
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
が
説
い
た
の
が
『
入
菩
薩
行

論
』
で
、
終
わ
り
の
方
は
体
が
法
座
か
ら
宙
に
浮
き
、
空
か
ら
声
が
聞
こ

え
る
だ
け
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
漢
訳
（『
菩
提
行
経
』）
も
存
在
す
る
が
、
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）

の
著
作
と
さ
れ
、
訳
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
、
中
国
や
日
本
の
伝
統
で
は

顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
、
河
口
慧
海
が
翻
訳
し
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九
章
を
、
菩
提
心
を
ま
す
ま
す
増
大
さ
せ
る
た
め
の
章
と
し
て
説
明
し
て

い
る）
13
（

。

　
四
章
以
降
で
は
、
そ
の
よ
う
に
誓
い
を
立
て
て
お
い
て
、
そ
れ
を
破
る

こ
と
の
罪
を
考
え
て
、
菩
提
心
が
衰
え
る
こ
と
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
そ
れ
を

増
大
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

　
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き
な
の
が
、
第
八
章
で
説
か
れ
る
（
敦

煌
本
で
は
精
進
章
で
説
か
れ
て
い
る
）
自
他
の
平
等
、
さ
ら
に
交
換
で
、

そ
の
基
本
発
想
は
、
い
い
こ
と
も
わ
る
い
こ
と
も
「
慣
れ
」
で
、「
私
」

や
「
私
の
も
の
」
と
い
う
実
感
も
、
慣
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
と
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。

も
し
改
善
で
き
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
厭
う
の
か
。
も
し
改
善
で
き
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
厭
う
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
。
…
…

慣
れ
れ
ば
容
易
に
な
ら
な
い
も
の
な
ど
何
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
小

さ
な
害
に
慣
れ
て
、
大
き
な
障
害
を
忍
耐
な
さ
い
。（
六
章
十
、
十

四
）

苦
に
所
有
者
は
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
に
お
い
て
区
別
は
な
い
。
苦

だ
か
ら
こ
そ
除
か
れ
る
べ
き
だ
。
ど
う
し
て
こ
れ
（
＝
自
分
の
苦
）

を
除
く
〔
こ
と
だ
け
〕
が
確
か
な
の
か
。
…
…
あ
た
か
も
、
無
我
で

あ
る
こ
の
か
ら
だ
に
慣
れ
に
よ
り
自
分
と
い
う
心
が
生
じ
た
よ
う

に
、
他
の
有
情
に
対
し
て
も
、
慣
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
と
い
う
心
を

な
ぜ
生
じ
な
い
の
か
。（
八
章
一
〇
二
、
一
一
五
）

「
大
悲
に
は
苦
が
多
く
伴
う
の
に
、
な
ぜ
努
力
し
て
お
こ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
な
ら
ば
、
有
情
の
苦
を
考
え
れ
ば
、
ど

目
指
す
誓
い
を
立
て
る
（
菩
薩
戒
）
儀
軌
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
一
切
衆
生
を
苦
し
み
か
ら
救
う
た
め
に
自
ら
が
仏
陀
の
境
地
を
目
指
そ

う
と
い
う
気
持
ち
が
生
じ
る
こ
と
は
稀
で
、
誓
い
の
言
葉
を
唱
え
た
と
し

て
も
、
実
際
に
そ
の
心
が
生
じ
な
い
と
意
味
が
な
い
の
で
、
誓
い
に
先
立

っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
福
徳
を
そ
な
え
る
べ
く
、『
華
厳
経
』
入
法

界
品
の
「
普
賢
行
願
讃
」
に
基
づ
く
七
支
分
（
礼
拝
・
供
養
・
懺
悔
・
随

喜
・
法
を
転
じ
る
よ
う
祈
願
、
涅
槃
に
入
ら
ぬ
よ
う
祈
願
・
廻
向
）
の
祈

り
が
唱
え
ら
れ
、
そ
の
上
で
、
十
方
の
仏
の
前
で
、
仏
た
ち
が
菩
提
心
を

お
こ
し
て
本
生
譚
に
説
か
れ
る
よ
う
に
六
波
羅
蜜
を
実
践
し
、
仏
陀
と
な

っ
た
の
と
同
様
に
、
自
分
も
衆
生
の
利
益
の
た
め
に
菩
提
心
を
お
こ
し
、

六
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
こ
と
を
誓
う
。

昔
、
善
逝
た
ち
が
菩
提
心
を
お
こ
し
、
学
処
、
そ
れ
ら
を
順
に
学
ば

れ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
衆
生
の
利
益
の
た
め
に
、
菩
提
心
を

お
こ
し
、
そ
の
よ
う
に
学
処
を
順
に
学
び
ま
す
。（
三
章
二
三
〜
二

四
）

　
そ
の
よ
う
な
心
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。
釈
尊
も
仏
陀
と
な
る
ま
で
に
三
阿
僧
祇
劫
と
い
う
期
間
を

要
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
パ
ト
ゥ
ル
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
は
、
実
践
的
観
点
か

ら
、『
入
菩
薩
行
論
』
の
内
容
を
菩
提
心
の
祈
り
、「
宝
の
ご
と
き
最
高
の

菩
提
心
、
ま
だ
生
じ
て
な
い
者
に
は
生
じ
ま
す
よ
う
に
。
生
じ
た
な
ら
ば
、

衰
え
る
こ
と
な
く
、
ま
す
ま
す
増
大
し
ま
す
よ
う
に
」
と
結
び
つ
け
、
一

〜
三
章
を
、
菩
提
心
を
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
者
に
生
じ
さ
せ
る
た
め
の

章
、
四
〜
六
章
を
、
生
じ
た
菩
提
心
を
衰
え
さ
せ
な
い
た
め
の
章
、
七
〜
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と
い
う
思
い
が
弱
ま
り
、
空
＝
無
我
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
は
智
慧
に
つ
い
て
の
章
で
あ
る
九
章
の
冒
頭

で
、
そ
れ
ま
で
の
心
の
訓
練
が
空
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
か
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
支
分
は
、
牟
尼
が
、
智
慧
の
た
め
に
説
か
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
も
ろ
も
ろ
の
苦
を
滅
し
た
い
と
願
う
な
ら
、
智
慧
を
生

ず
べ
き
だ
。（
九
章
一
）

　
空
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
空
に
つ
い
て
の
様
々
な
経
典
の
記
述

を
知
識
と
し
て
持
つ
こ
と
で
も
、
す
べ
て
は
空
で
あ
る
と
い
う
教
え
を
信

奉
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
自
分
が
実
体
だ
と
思
っ
て
い
た
私
と
私
の
捉
え

て
い
る
世
界
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
し
、
体
験
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
心
が
対
象
を
捉
え
て
い
な
い
、
深
い
瞑
想
の
中
で
可
能

と
な
る
。

世
俗
と
勝
義
、
こ
れ
ら
は
二
諦
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
勝
義
は
意
の

対
象
で
は
な
い
。
意
は
世
俗
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
は
二
種

類
の
世
間
が
見
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ガ
行
者
と
通
常
の
人
で
あ
る
。
そ
れ

に
関
し
て
、
通
常
の
人
の
世
間
は
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
世
間
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
、
ヨ
ー
ガ
行
者
も
、
優
れ
た
者
そ
れ
ぞ
れ
が
優
れ
た
意
に

よ
っ
て
否
定
す
る
。
…
…
世
間
の
人
は
、
も
の
ご
と
を
見
て
「
真
実

で
あ
る
」
と
分
析
し
、
幻
の
よ
う
だ
と
は
見
な
さ
な
い
。
こ
こ
に
、

ヨ
ー
ガ
行
者
と
世
間
の
人
と
の
論
争
が
あ
る
。（
九
章
二
〜
四
前
、

五
）

　
中
観
の
二
諦
（
二
つ
の
真
理
。
勝
義
諦
・
世
俗
諦
）
の
説
明
は
ナ
ー
ガ

う
し
て
悲
に
多
く
の
苦
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
ひ
と
つ
の
苦
に
よ
っ

て
、
多
く
の
苦
が
な
く
な
る
な
ら
、
慈
愛
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
苦
を
自
他
に
お
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
そ
の
よ
う
に

心
相
続
が
慣
れ
、
他
者
の
苦
を
な
く
す
こ
と
を
喜
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

蓮
華
の
池
に
〔
潜
る
〕
白
鳥
の
よ
う
に
、
無
間
地
獄
に
も
入
る
よ
う

に
な
る
。（
八
章
一
〇
四
〜
一
〇
五
、
一
〇
七
）

　
自
他
の
平
等
と
は
、
足
の
怪
我
を
（
足
で
は
な
い
）
手
で
防
い
で
い
る

の
だ
か
ら
、
他
人
の
苦
し
み
を
自
分
が
救
う
必
要
は
な
い
と
考
え
る
の
は

合
理
的
で
な
い
、
他
人
の
苦
し
み
は
自
分
に
害
を
与
え
な
い
か
ら
な
く
す

必
要
は
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
今
の
自
分
に
は
害
を
与
え
て
い
な
い
自
分

の
未
来
の
苦
し
み
を
な
く
そ
う
と
す
る
の
は
合
理
的
で
は
な
い
、
な
ど
、

様
々
な
例
を
考
え
て
、
私
の
苦
し
み
を
き
わ
め
て
深
刻
に
受
け
止
め
て
な

く
そ
う
と
す
る
の
に
、
他
人
の
苦
し
み
に
は
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
自
他

の
区
分
は
、
根
拠
が
な
く
、
単
な
る
慣
れ
で
し
か
な
い
こ
と
を
理
解
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
自
他
の
交
換
は
、
自
分
を
他
人
の
立
場
に
お
き
、
自
分
が
他
人
を
見
る

と
き
の
、
劣
っ
た
者
を
見
下
す
慢
心
、
同
等
の
者
を
見
る
と
き
の
競
争
心
、

勝
る
者
に
対
す
る
嫉
妬
心
の
目
で
自
分
を
見
て
、
自
己
と
他
人
を
分
け
て

捉
え
る
視
点
が
い
か
に
嫌
な
も
の
で
あ
る
か
を
実
感
し
、
そ
こ
か
ら
離
れ

た
い
と
い
う
気
持
ち
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
利
他
の
実
践
に
い
き
な
り
入
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は

そ
れ
を
な
し
う
る
（
利
他
を
実
践
し
て
喜
び
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
）

心
を
訓
練
し
て
い
き
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」「
私
の
も
の
」
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っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
偈
を
唱
え
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

も
の
ご
と
が
な
い
と
分
別
す
る
な
ら
ば
、
事
物
は
無
所
縁
で
あ
る
。

無
事
物
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
う
、
ど
う
し
て
心
の
前
に
あ
り
得
る

だ
ろ
う
か
。
事
物
と
無
事
物
と
が
、
心
の
前
に
現
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、

別
の
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
、
所
縁
を
な
く
し
、
極
め
て
寂
静
と
な

る
。（
九
章
三
三
〜
三
四
）

　
最
後
の
十
章
は
廻
向
の
章
で
、
九
章
で
空
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
三
輪
清
浄
の
廻
向
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
は
六
道
の
衆
生
を
救
う

観
音
や
文
殊
菩
薩
の
活
動
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
書
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
空
を
直
接
体
験
し
、
聖
者
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

こ
で
説
か
れ
て
い
る
菩
薩
た
ち
の
救
済
は
自
己
の
実
践
に
な
り
、
ま
だ
そ

こ
に
至
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
か
く
あ
り
た
い
と
い
う
理
想
、
目

標
に
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
で
は
、
十
章
を
チ
ュ
ン
ジ
ュ
ク
・
モ
ン
ラ

ム
（
入
菩
薩
行
の
誓
願
）
と
呼
び
、
日
課
経
と
し
て
い
る
僧
も
多
い
。

三
　
空
の
倫
理
学
と
現
代

　
伝
統
的
理
解
で
は
、
仏
教
は
釈
尊
が
苦
し
み
の
真
の
原
因
を
発
見
し
、

そ
れ
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
根
本
と

し
、
仏
教
徒
と
は
、
そ
の
釈
尊
の
発
見
し
た
方
法
に
よ
っ
て
自
分
も
苦
し

み
か
ら
の
解
放
を
願
う
者
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
仏
教
は
医
学
に
た
と
え

ら
れ
（
た
と
え
ば
阿
含
経
典
『
良
医
経
』）、
そ
の
実
践
は
、
一
神
教
を
背

景
と
し
た
西
洋
道
徳
の
よ
う
な
「
〜
す
べ
し
」（
命
令
、
義
務
）
で
は
な
い
。

自
分
が
望
ん
で
実
践
す
る
も
の
で
、『
入
菩
薩
行
論
』
冒
頭
で
も
、
次
の

ー
ル
ジ
ュ
ナ
『
中
論
』
二
十
四
章
に
説
か
れ
て
お
り
、
言
葉
に
よ
る
教
え

が
世
俗
諦
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
る
言
葉
を
超
え
た
境
地
が
勝
義

諦
で
あ
る
。
空
は
勝
義
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
が
実
体
で
は
な
い

こ
と
を
体
験
し
た
境
地
の
こ
と
で
、
対
象
的
に
物
事
を
捉
え
る
通
常
の
心

の
働
き
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
入
菩
薩
行
論
』
で
「
勝
義
は
意

の
対
象
で
は
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

伝
統
的
な
仏
教
の
実
践
が
戒
・
定
・
慧
（
大
乗
仏
教
の
六
波
羅
蜜
が
布
施
・

持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
）
の
順
で
説
か
れ
る
の
は
そ
の
た
め

で
、
空
を
理
解
す
る
智
慧
を
得
る
た
め
に
は
、
深
い
瞑
想
の
三
昧
の
境
地

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　
一
点
集
中
の
瞑
想
に
よ
っ
て
、
心
が
勝
手
に
対
象
を
捉
え
る
こ
と
を
抑

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
状
態
で
空
を
体
験
で
き
た
と
し

て
も
、
瞑
想
を
終
え
れ
ば
、
意
識
は
ふ
た
た
び
対
象
を
捉
え
る
。
し
か
し
、

瞑
想
中
に
空
を
体
験
し
て
い
れ
ば
、
瞑
想
を
終
え
て
心
が
対
象
を
捉
え
て

も
、
以
前
の
よ
う
に
実
体
と
し
て
は
映
ら
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
世
俗
諦
と
は
、
意
識
が
対
象
を
捉
え
て
い
る
、
瞑
想
外
の
日
常
意
識
に

お
け
る
「
正
し
さ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
通
常
の
人
」
と
「
ヨ
ー
ガ
行
者
」

で
異
な
る
と
い
う
の
は
、
凡
夫
が
対
象
を
実
体
視
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
瞑
想
中
に
空
を
体
験
し
た
修
行
者
に
は
、
そ
れ
は
実
体
と
し
て
は
映

ら
な
く
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　『
入
菩
薩
行
論
』
で
は
九
章
三
三
〜
三
四
が
、
心
が
対
象
を
捉
え
な
い

深
い
瞑
想
の
境
地
に
お
い
て
空
を
体
験
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
て
、
伝

記
に
お
い
て
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
が
宙
に
浮
き
、
姿
が
見
え
な
く
な
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和
辻
は
、
西
洋
の
伝
統
で
倫
理
が
例
外
の
な
い
義
務
と
し
て
説
か
れ
る

の
は
、
背
景
に
あ
る
一
神
教
の
伝
統
に
由
来
す
る
と
し
て
、
そ
れ
と
は
異

な
る
仏
教
の
空
を
背
景
と
す
る
「
人
間
の
学
」
を
説
い
た
。
し
か
し
、
伝

統
的
な
仏
教
の
実
践
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
実
践
は
、
自
ら
が
苦
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
従
事
す
る
も
の
で
、
義
務
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
仏
教
の
戒
律
（
戒
＝
別
解
脱
戒
・
菩
薩
戒
・
三
昧
耶
戒
）
に
お

い
て
は
、
基
本
的
に
本
人
が
実
践
す
る
こ
と
を
望
ん
で
誓
い
を
立
て
る
こ

と
に
よ
っ
て
効
力
が
生
じ
る
。

　
帰
依
の
期
間
も
、
な
く
し
た
い
苦
し
み
の
度
合
い
に
よ
っ
て
変
わ
り
、

自
分
が
悪
趣
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）
に
落
ち
な
い
こ
と
を
望
む
者
は
そ

れ
が
実
現
す
る
ま
で
、
自
分
が
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
望
む
者
は
、
一
時
的

に
は
死
ぬ
ま
で
、
最
終
的
に
は
解
脱
を
果
た
す
ま
で
が
帰
依
の
期
間
と
さ

れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
帰
依
の
祈
り
「
仏
陀
・
法
・

最
高
の
集
ま
り
（
＝
僧
伽
）
に
、
菩
提
に
至
る
ま
で
私
は
帰
依
し
ま
す
。

私
が
お
こ
な
っ
た
布
施
な
ど
の
福
徳
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
利
益
す
る
た
め

仏
陀
の
境
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
は
、
一
切
衆
生
が
苦
し

み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
特
別
な
帰
依
で
、
そ
の
期
間
は
「
菩
提
」

す
な
わ
ち
自
分
が
仏
陀
と
な
る
ま
で
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
実
践
に
つ
い
て
の
知
識
を
欠
い
た
こ
と
が
、
和
辻

の
「
人
間
の
学
」
の
実
践
が
、
結
局
は
一
神
教
の
神
に
代
わ
っ
て
全
体
へ

の
奉
仕
を
義
務
と
す
る
も
の
と
な
り
、
戦
後
批
判
さ
れ
た
よ
う
な
硬
直
性

を
生
ん
だ
最
大
の
原
因
だ
ろ
う
。

　
近
年
、
欧
米
で
は
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
伝
統
と
は
異
な
る
仏
教
の
性
格

よ
う
に
説
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
入
菩
薩
行
論
』
の
内
容
が
、
上
か
ら

押
し
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
が
自
分
自
身
に

言
い
聞
か
せ
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
自
分
も
菩
薩
と
な
っ
て
仏
陀
の
境
地

を
目
指
そ
う
と
願
う
者
に
と
っ
て
、
は
じ
め
て
役
に
立
つ
内
容
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

…
…
私
は
他
人
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ

私
の
心
の
訓
練
の
た
め
に
こ
れ
を
著
し
た
。…
…
私
と
同
等
の
人
が
、

こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
意
味
の
あ
る
も
の

と
な
ろ
う
。（
一
章
二
後
・
三
後
）

　
最
初
に
菩
提
心
の
利
益
を
説
き
、
次
に
実
際
に
誓
い
を
た
て
る
段
階
に

す
す
み
、
そ
の
誓
い
を
破
ら
な
い
よ
う
に
…
…
と
い
う
順
序
で
『
入
菩
薩

行
論
』
が
説
か
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
義
務
で
は

な
く
、
自
ら
望
ん
で
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
伝
統
的
な
仏
教
の
実
践
は
、
人
身
の
得
が
た
さ
の
自
覚
、
今
こ
う
や
っ

て
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、
仏
教
の
教
え
に
接
し
て
そ
れ
を
理
解
し
う
る
知

性
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
例
外
で
得
が
た
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
利
他
の
教
え
も
、
無
我
の

教
え
も
、
そ
の
、
基
本
的
な
自
己
に
対
す
る
肯
定
的
な
感
情
を
前
提
と
し
、

そ
れ
を
よ
り
広
い
、
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
の
教
え
で
あ
っ
て
、
そ

う
考
え
ら
れ
が
ち
な
、「
私
」
の
幸
福
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い）
14
（

。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
教
え
は
一
律
に
当
て
は
め
る
も
の
で
は
な
く
、
今
、

何
を
な
す
べ
き
か
は
、
そ
の
人
そ
の
人
の
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
変
わ
っ

て
く
る
。
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〇
一
五
年
。

　（
6
）
伝
統
的
な
仏
教
の
実
践
の
過
程
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
仏
教
の
修
行
」
実
存
思

想
論
集
二
九
『
道
・
身
心
・
修
行
』
理
想
社
、
二
〇
一
四
年
で
簡
単
に
紹
介
し
た
。

　（
7
）
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
薬
事
』。『
大
智
度
論
』
に
も
説
か
れ
て
お
り
、
日

本
の
『
三
宝
絵
』
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　（
8
）
引
用
は
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
ゲ
シ
ェ
ー
・
ソ
ナ
ム
・
ギ
ャ
ル
ツ
ェ
ン
・
ゴ
ン

タ
、
西
村
香
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
・
菩
薩
行
を
生
き
る
』
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇

二
年
に
基
づ
く
が
、
私
見
で
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　（
9
）
『
八
十
四
人
の
密
教
行
者
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

　（
10
）
『
悟
り
へ
の
道
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
五
年
。

　（
11
）
『
論
書
・
他
』
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
四
年
。

　（
12
）
敦
煌
本
で
は
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
の
章
で
、こ
ち
ら
が
古
形
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　（
13
）
ダ
ラ
イ･

ラ
マ
法
王
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
入
菩
薩
行
論
』
の
講
義
録
『
ダ

ラ
イ･

ラ
マ
　
至
高
な
る
道
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
。

　（
14
）
拙
稿
「
仏
教
の
修
行
」（
前
出
）
を
参
照
。

　（
15
）
ご
く
最
近
、
日
本
で
も
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
の
名
称
で
紹
介
さ
れ
は
じ

め
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
用
語
の
「（
憶
）
念
」
を
英
訳
し
た
も
の
で
、
念
仏
も

本
来
こ
の
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
の
実
践
で
あ
る
。
拙
稿
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
と
お
念
仏
」『
チ
ベ
ッ
ト
文
化
研
究
会
報
』
二
〇
一
五
年
七
月
号
を
参
照
。

　（
16
）
拙
稿
「
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
わ
る
心
の
訓
練
法
（
ロ
ジ
ョ
ン
）
と
現
代
」
明
治
学

院
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
『
カ
ル
チ
ュ
ー
ル
』
５
巻
１
号
。

　（
17
）Rigpa W

iki

（w
w
w.rgpaw

iki.org/

）
のThirty-Seven Practices of the 

Bodhisattva

の
項
。 

基
盤
研
究
（
Ａ
）「
イ
ン
ド
的
共
生
思
想
の
総
合
的
研
究

│
思
想
構
造
と
そ
の
変
容
を

巡
っ
て

│
」（
課
題
番
号25244003

）（
研
究
代
表
者
・
釈
悟
震
）
の
成
果
の
一
部

（
よ
し
む
ら
・
ひ
と
し
、
日
本
倫
理
思
想
史
・
仏
教
学
、

公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員
）

に
関
心
が
持
た
れ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
修
行
法
で
あ
る
ヨ
ー
ガ
が
健
康
や

美
容
法
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
由
来
の
実
践
法
が
心
の

ケ
ア
の
方
法
と
し
て
生
活
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る）
15
（

。

　
西
洋
で
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
仏
教
由
来
の
実
践
法
の
ひ
と
つ
に
、
チ

ベ
ッ
ト
の
心
の
訓
練
法
（
ロ
ジ
ョ
ン
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
無
我
の
瞑
想
と

ト
ン
レ
ン
（
直
訳
す
る
と
、
与
え
│
受
け
取
る
。
呼
吸
に
合
わ
せ
て
自
己

の
幸
せ
を
白
い
光
と
し
て
与
え
、
他
の
苦
し
み
を
黒
い
煙
と
し
て
受
け
取

る
と
観
想
）
を
中
心
と
す
る
も
の
で）
16
（

、
そ
れ
ぞ
れ
が
智
慧
と
福
徳
に
対
応

し
て
い
る
。『
入
菩
薩
行
論
』
で
い
え
ば
、
智
慧
を
説
く
九
章
と
自
他
の

平
等
・
交
換
を
説
く
八
章
に
対
応
し
て
お
り
、『
入
菩
薩
行
論
』
も
こ
の

「
心
の
訓
練
法｣

の
テ
キ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
ダ
ラ
イ･

ラ
マ
法

王
の
師
僧
だ
っ
た
故
ト
ゥ
ル
シ
ク
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
の
説
明
）
17
（

）。

　
和
辻
が
本
来
目
指
し
た
仏
教
の
空
に
基
づ
く
倫
理
的
な
実
践
は
、
む
し

ろ
西
洋
社
会
に
お
い
て
関
心
を
持
た
れ
、
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
お
り
、
日
本
社
会
の
今
後
や
、
そ
こ
で
仏
教
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
考

え
る
上
で
、
示
唆
に
富
む
。

　（
1
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
。

　（
2
）
拙
著
『
神
と
仏
の
倫
理
思
想
〔
改
訂
版
〕』
北
樹
出
版
、
二
〇
一
五
年
の
補
論

「
和
辻
哲
郎
の
『
人
間
』
の
学
の
成
立
と
思
想
史
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
を
参
照
。

　（
3
）
拙
著
『
神
と
仏
の
倫
理
思
想
〔
改
訂
版
〕』
前
出
、
第
一
章
２
「
和
辻
哲
郎
と

仏
教
」
を
参
照
。

　（
4
）M
ax W

alleser, D
ie philosophische G

rundlage des älteren 
Buddhism

us, H
eidelberg ,1904.

　（
5
）
拙
稿
「
和
辻
哲
郎
と
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
」『
比
較
思
想
研
究
』
四
一
号
、
二


