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は
じ
め
に

　「
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」（enactive approach

）
と
は
、
Ｆ
・

ヴ
ァ
レ
ラ
、
Ｅ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
、
Ｅ
・
ロ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
『
身
体
化
さ
れ

た
心
』（The Em

bodied M
ind

））
1
（

で
提
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
そ
こ

に
登
場
す
るenactive

（
行
為
に
相
即
し
た
）
は
、em

bodied
（
身
体

化
さ
れ
た
）、em

bedded （
埋
め
込
ま
れ
た
）、extended

（
拡
張
さ
れ
た
）

と
並
ん
で
、
新
し
い
認
知
科
学
の
枠
組
み
を
象
徴
す
る
形
容
詞
と
し
て
知

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
、
主
と
し
て
脳
内
の
計
算
・
情
報
処
理
と
し
て

考
え
ら
れ
て
き
た
認
識
／
認
知
（cognition

）
に
対
す
る
見
方
を
修
正
し
、

そ
れ
を
身
体
や
環
境
世
界
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
捉
え
る
た
め
の
視
点

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
概
念
を
世
に
広
め
た
ヴ
ァ
レ
ラ
等
は
、
生
命
や
身
体
と
の
つ
な
が

り
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
認
知
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
す
る
た
め
、
仏

教
の
瞑
想
修
行
、
そ
し
て
、
そ
の
背
景
と
な
る
五
蘊
無
我
を
は
じ
め
と
す

る
仏
教
の
教
え
に
注
目
し
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
参
照
の
仕
方
は
、
通
俗

的
な
仏
教
理
解
に
基
づ
く
と
こ
ろ
も
多
く
、
本
来
で
あ
れ
ば
彼
ら
の
考
え

を
裏
付
け
る
は
ず
の
学
術
的
な
資
料
へ
の
目
配
り
は
十
分
で
は
な
い
。
勿

論
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
ら
の
認
知
科
学
の
革
命
に
つ
い
て
の
評
価
を
貶
め

は
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
も
し
も
仏
教
認
識
論
の
代
表
的
な
思
想
家

で
あ
る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（D

harm
akīrti, 600-660

頃
）
の
心
身
関

係
論
や
瞑
想
に
基
づ
く
知
覚
の
分
析
な
ど
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の

な
か
に
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
親
和
性
を
見
出
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
仏
教
認

識
論
の
考
え
方
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
仏
教
認
識
論
の
議
論
を
認
知
科
学

の
領
域
に
接
続
す
る
可
能
性
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

〈
研
究
論
文
５
〉

護
　
山
　
真
　
也
　

　
仏
教
認
識
論
と
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
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世
界
の
側
に
存
在
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
ヴ
ァ
レ
ラ
等
は
そ

う
は
考
え
な
い
。
視
覚
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
で
働
く
身
体
組
織
は
視
覚
器

官
だ
け
で
は
な
い
。
頭
を
動
か
し
、
体
の
向
き
を
変
え
る
だ
け
で
、
色
の

感
覚
は
刻
々
と
変
化
す
る
。
世
界
は
、
決
し
て
所
与
の
も
の
で
は
な
く
、

感
覚
│

運
動
に
連
動
し
て
変
化
し
続
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
す
る
環

境
に
応
じ
る
形
で
、
私
た
ち
の
経
験
は
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
身
体
的
行
為
が
視
覚
の
確
立
に
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と

し
て
、
ヴ
ァ
レ
ラ
等
は
ヘ
ル
ト
と
ハ
イ
ン
に
よ
る
猫
の
実
験
を
挙
げ
る
。

円
柱
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
二
匹
の
子
猫
の
う
ち
、
一
匹
は
自
分
の
足
で
動

け
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
匹
の
猫
は
そ
の
猫
に
引
か
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
に

乗
っ
た
ま
ま
動
く
。
前
者
は
身
体
運
動
を
伴
っ
て
周
囲
を
見
て
い
る
が
、

後
者
は
た
だ
受
動
的
に
視
覚
情
報
を
受
け
取
る
。
結
果
、
自
分
で
動
い
た

猫
は
、
紐
を
外
さ
れ
て
も
、
自
然
に
動
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
ゴ
ン
ド
ラ

に
入
っ
て
い
た
猫
の
方
は
、
様
々
な
物
に
ぶ
つ
か
る
動
き
を
見
せ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
視
覚
の
確
立
に
身
体
運
動
の
介
在
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
ま
と
め
よ
う
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の

知
覚
は
、
外
界
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る
受
動
的
な
反
応
（
入
力
）
と
、
脳

内
の
計
算
処
理
、
そ
し
て
、
行
為
（
出
力
）
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
の
確
立
に
は
、
知
覚
者
を
取
り
巻
く
環
境
世

界
を
組
織
化
し
、
意
味
づ
け
る
様
々
な
身
体
的
行
為
が
必
要
不
可
欠
だ
か

ら
で
あ
る
。
知
覚
と
は
、
環
境
世
界
と
身
体
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
成

立
す
る
能
動
的
な
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い）

3
（

。

一
　
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
何
か

　
最
初
に
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
目
さ
れ

る
『
身
体
化
さ
れ
た
心
』
の
論
点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
表
象

主
義
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
表
象
主
義
と
は
、
所
与
の
世
界
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
の
世
界

か
ら
独
立
し
た
私
た
ち
の
認
識
は
、
そ
の
表
象
を
介
し
て
、
世
界
と
つ
な

が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
身
体
的
行
為
や
そ
の
環
境
か
ら
独
立
し
た
認
識
を
認
め
な
い
。

知
覚
主
体
を
取
り
巻
く
局
所
的
な
状
況
は
、
知
覚
主
体
の
行
為
の
結

果
、
絶
え
ず
変
化
し
続
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
知
覚
を
理
解
す
る
た

め
の
基
準
点
は
も
は
や
、
知
覚
主
体
と
独
立
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
与

え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
な
の
で
は
な
い
。
基
準
点
は
、
知
覚

主
体
の
感
覚
‐
運
動
構
造
（sensorim

otor structure
、
神
経
系
が

感
覚
・
運
動
両
方
の
面
と
連
関
す
る
仕
方
）
な
の
で
あ
る
。
所
与
の

世
界
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
知
覚
主
体
が
身
体
化
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
の
感
覚
│

運
動
構
造
こ
そ
が
、
知
覚
主
体
の
行
為
の
仕
方

や
、
環
境
に
応
じ
て
調
整
さ
れ
る
知
覚
の
仕
方
を
決
定
す
る）

2
（

。

　
例
え
ば
私
た
ち
が
視
覚
的
に
色
を
捉
え
る
場
合
、
当
然
な
が
ら
、
そ
こ

に
は
目
と
い
う
感
覚
器
官
の
働
き
が
介
在
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
知
覚
の
理

論
は
、
色
と
視
覚
器
官
と
の
接
触
か
ら
、
受
動
的
に
、
色
の
視
覚
的
認
識

が
生
じ
る
と
説
明
し
て
き
た
。
そ
の
場
合
、
特
定
の
色
は
、
あ
ら
か
じ
め
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の
認
識
を
生
み
出
す
と
い
う
形
で
連
続
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
一
般
に

「
心
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
物
理
的
な
身
体
か
ら
独
立
し
た
、
継
起
す

る
認
識
の
流
れ
と
し
て
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る

個
々
の
認
識
が
生
起
す
る
際
に
は
、
大
概
の
場
合
、
そ
れ
に
先
立
つ
感
覚

器
官
を
含
む
身
体
が
間
接
的
に
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）

5
（

。

一
方
、「
色
」（rūpa

）
と
い
う
漢
訳
で
表
現
さ
れ
る
物
理
的
な
身
体
の
側

も
、
認
識
の
流
れ
か
ら
独
立
し
た
連
続
体
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
が
、
各

瞬
間
を
切
り
取
っ
て
み
れ
ば
、
各
々
に
先
行
す
る
瞬
間
の
認
識
の
働
き
か

ら
作
用
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
が
、
伝
統
的
に
「
色
心
互
薫
説
」
と
呼
ば

れ
る
考
え
方
で
あ
り
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。

《
仮
に
感
覚
器
官
を
抜
き
に
し
て
認
識
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

（
＝
感
覚
器
官
）
も
ま
た
そ
れ
（
＝
認
識
）
な
し
に
は
な
い
。
そ
の

よ
う
に
（
認
め
た
と
）
し
て
も
、（
両
者
に
は
）
相
互
因
果
の
関
係

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、（
両
者
は
）
相
互
に
他
方
を
原
因
と

し
て
い
る
（
と
言
え
る
）。》（『
認
識
論
評
釈
』
第
二
章
第
四
二
偈
）
6
（

）

　
対
論
者
で
あ
る
唯
物
論
者
は
、
認
識
の
生
起
に
は
感
覚
器
官
を
含
む
身

体
が
前
提
と
さ
れ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、

認
識
と
感
覚
器
官
を
含
む
身
体
と
の
間
に
は
相
互
因
果
の
関
係
が
あ
る
と

応
答
す
る
。
こ
こ
で
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
あ
る
認
識
の
生
起
に
際
し

て
、
一
瞬
間
前
の
認
識
が
質
料
因
と
な
り
、
感
覚
器
官
を
含
む
身
体
が
協

働
因
と
な
る
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
感
覚
器
官
の
側
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
質
料
因
と
な
る
の
は
一
瞬
間
前
の
同
種
の
感
覚
器
官
で
あ
る
が
、
そ

二
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
心
身
関
係
論

　
で
は
、
仏
教
認
識
論
の
場
合
に
は
、
知
覚
経
験
に
先
立
つ
身
体
の
役
割

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
彼
ら
の
知
覚
論

は
、
原
子
の
集
合
体
か
ら
成
る
対
象
と
そ
れ
に
対
応
す
る
感
覚
器
官
と
の

協
働
か
ら
認
識
が
生
ま
れ
る
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
外
界

対
象
の
存
在
を
前
提
と
す
る
経
量
部
的
な
認
識
論
は
、
外
界
対
象
の
写
像

と
な
る
心
的
形
象
（ākāra
）
を
認
め
て
お
り
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ

ロ
ー
チ
と
対
立
す
る
表
象
主
義
の
立
場
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

知
覚
論
の
背
景
に
縁
起
的
な
世
界
観
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、

知
覚
経
験
に
先
立
つ
、
身
体
の
働
き
や
習
慣
化
の
作
用
な
ど
を
織
り
込
ん

だ
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
見

え
て
く
る
仏
教
の
知
覚
論
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
共
通

す
る
視
座
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、『
認
識
論
評
釈
』（Pram

ān

4avārttika

）
第

二
章
に
お
い
て
、
唯
物
論
者
を
相
手
取
り
な
が
ら
、
心
身
関
係
に
関
す
る

多
岐
に
わ
た
る
論
点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
知
覚
を
は
じ
め

と
す
る
認
識
の
成
立
に
は
、
感
覚
器
官
を
含
む
物
理
的
な
身
体
が
協
働
因

（sahakārin

）
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
議
論
に
注
目
し
て
み
た
い）

4
（

。
仏

教
の
刹
那
滅
論
の
考
え
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
瞬
間
毎
に
生
成
・
消
滅

し
な
が
ら
、
次
の
瞬
間
の
事
物
に
作
用
を
及
ぼ
す
と
さ
れ
る
。
感
覚
的
知

覚
を
は
じ
め
と
す
る
私
た
ち
の
認
識
も
ま
た
、
そ
れ
に
一
瞬
間
先
立
つ
認

識
を
質
料
因
（upādāna

）
と
し
て
生
じ
、
そ
れ
が
今
度
は
、
次
の
瞬
間
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三
　
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
と
習
慣
化
の
働
き

　
そ
れ
で
は
、
仏
教
認
識
論
に
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、

身
体
的
要
素
の
変
容
に
伴
う
知
覚
経
験
の
変
容
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
知
覚
論
で
は
、
①
感

官
知
、
②
意
知
覚
、
③
自
己
認
識
、
④
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
と
い
う
四
種

類
の
知
覚
が
分
類
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
概
念
的
思
惟
を

離
れ
た
も
の
」（kalpanāpod

4ha

）
と
「
錯
誤
の
な
い
も
の
」（abhrānta

）

と
い
う
二
つ
の
定
義
を
満
た
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
④
で
挙
げ

ら
れ
る
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
は
、
瞑
想
を
通
し
て
、
日
常
的
な
知
覚
と
は

一
線
を
画
し
た
知
覚
経
験
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル

テ
ィ
は
明
言
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
議
論
の
根
拠
の
一
つ
と
な
る
『
倶
舎

論
』（A

bhidharm
akośa

）
等
の
議
論
で
は
、
仏
教
の
修
行
者
は
瞑
想
の

予
備
的
段
階
で
調
息
な
ど
の
身
体
的
技
法
を
含
む
実
践
も
行
う
と
さ
れ

る
。
そ
う
し
て
よ
り
高
次
の
段
階
へ
と
高
め
ら
れ
た
知
覚
経
験
の
特
徴

は
、『
認
識
論
評
釈
』
第
三
章
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。　

《
愛
欲
・
憂
い
・
恐
怖
・
混
乱
・
盗
賊
の
夢
な
ど
で
錯
乱
し
た
者
た

ち
は
、
現
に
存
在
し
な
い
も
の
を
、
あ
た
か
も
目
前
に
あ
る
か
の
よ

う
に
（
あ
り
あ
り
と
）
見
る
。》

《（
骨
鎖
な
ど
の
）
不
浄
な
も
の
や
地
遍
等
は
（
ヨ
ー
ガ
行
者
の
眼
の

前
に
）
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
瞑
想
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
て
、
鮮
明
に
顕
現
す
る
、
非
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。》

の
働
き
に
は
一
瞬
間
前
の
認
識
も
協
働
因
と
し
て
関
与
し
て
い
る
。

　
注
釈
者
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
は
、
こ
の
質
料
因
と
協
働
因
の

組
み
合
わ
せ
を
「
原
因
総
体
」（sām

agrī

）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
種
子
か
ら
芽
が
生
じ
る
際
、
質
料
因
で
あ
る
種
子
以
外
に
も
、
太

陽
の
光
や
水
、
大
地
な
ど
の
協
働
因
の
働
き
か
け
が
不
可
欠
で
あ
り
、
最

終
的
に
芽
が
生
起
す
る
直
前
に
は
、
こ
れ
ら
の
質
料
因
と
協
働
因
と
が
全

体
で
原
因
総
体
を
形
成
し
、
結
果
を
実
現
さ
せ
る
。
同
様
に
、
認
識
の
生

起
に
際
し
て
も
、
そ
の
認
識
に
先
立
つ
同
種
の
認
識
と
感
覚
器
官
な
ど
の

諸
原
因
が
原
因
総
体
を
構
成
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
結
果
が
実
現
す

る
。

　
す
で
に
見
た
通
り
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
私
た
ち
の
知

覚
経
験
の
成
立
の
た
め
に
身
体
や
環
境
と
の
相
互
作
用
が
あ
る
こ
と
を
論

じ
て
い
た
が
、
同
様
の
立
場
は
以
上
の
色
心
互
薫
説
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
仏
教
認
識
論
で
言
わ
れ
る
相
互
作
用
は
、
刹
那
滅
論
を

前
提
と
し
た
、
質
料
因
と
協
働
因
と
の
作
用
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
議
論
の
背
景
と
し
て
、
様
々
な
心
理
的
作
用
を

含
め
た
行
為
が
次
の
結
果
を
引
き
起
こ
す
潜
在
的
な
力
と
し
て
残
る
と
い

う
「
業
」（karm

an

）
の
理
論
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今

回
は
そ
の
細
部
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
種
の
心
身

二
元
論
が
前
提
と
さ
れ
る
と
し
て
も
、
仏
教
の
議
論
で
は
、
そ
の
両
者
の

相
互
作
用
が
常
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
身
体
的
要
素
の
変
容
に
伴
う
知
覚

経
験
の
変
容
と
い
う
事
態
も
十
分
に
説
明
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
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れ
る
も
の
は
、
外
界
の
対
象
で
は
な
く
、
瞑
想
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
仏
教
認
識
論
で
知
覚
経
験
が
論
じ
ら
れ
る
と
き

に
は
、
世
界
は
知
覚
者
の
態
度
に
応
じ
て
変
容
す
る
と
い
う
考
え
方
が
前

提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の

関
連
で
言
え
ば
、
先
に
見
た
ヘ
ル
ト
と
ハ
イ
ン
に
よ
る
猫
の
実
験
が
示
し

た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
知
覚
経
験
は
感
覚
‐
運
動
技
能
の
反
復
に
よ
り
習

慣
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
そ
の

習
慣
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
知
覚
の
風
景
に
根
本
的
な
転
換

を
加
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
先
述
の

通
り
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
の
前
提
と
な
る
瞑
想
は
、
熱
心
に
間
断
な
く

繰
り
返
し
真
実
在
を
心
に
念
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
対
象
を
現
前
化
さ
せ
る

働
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
反
復
経
験
（abhyāsa

）
に
よ
り
強
度

を
増
す
欲
望
な
ど
に
対
抗
す
る
た
め
に
有
効
な
手
段
と
も
み
な
さ
れ
る
。

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
欲
望
な
ど
は
「
そ
の
同
類
の
潜
在
印
象
の
区
別

と
結
び
つ
い
て
起
き
て
く
る
」（PV

 II 157ab

）
と
述
べ
、
特
定
の
対
象

に
対
す
る
欲
望
か
ら
生
ま
れ
る
潜
在
印
象
は
、
反
復
さ
れ
る
度
に
強
度
を

増
し
て
い
き
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
よ
り
強
い
執
着
を
生
み
出
す
と
考
え

て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
執
着
を
断
ち
切
る
た
め
に
、
欲
望
の
発

生
の
原
因
と
な
る
我
執
（ātm

asneha

）
の
切
断
が
求
め
ら
れ
る
。
別
名
、

有
身
見
（satkāyadrst44
4i

）
と
も
呼
ば
れ
る
我
執
に
は
、
見
道

（darśanam
ārga

）
で
断
ち
切
ら
れ
る
表
層
的
な
も
の
も
あ
る
一
方
で
、

修
道
（bhāvanām

ārga

）
で
の
み
断
ち
切
ら
れ
る
根
源
的
な
も
の
も
あ

《
し
た
が
た
っ
て
、
実
在
す
る
も
の
で
あ
れ
、
実
在
し
な
い
も
の
で

あ
れ
、
そ
れ
が
現
前
化
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、（
熱
心
に

間
断
な
く
長
期
に
わ
た
り
続
け
ら
れ
た
）
瞑
想
が
完
成
す
る
時
、
鮮

明
で
非
概
念
的
な
認
識
を
結
果
と
し
て
生
じ
る
。》（『
認
識
論
評
釈
』

第
三
章
第
二
八
二
、
二
八
四
、
二
八
五
偈
）
7
（

）

　「
瞑
想
」
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語bhāvanā

は
、「
存
在
す
る
」

を
表
す
動
詞1　bhū
の
使
役
形
「
存
在
さ
せ
る
」（bhāvayati

）
か
ら
派

生
し
た
語
で
あ
り
、
目
前
に
何
か
を
現
前
化
さ
せ
る
心
の
働
き
を
示
す
。

後
代
の
ラ
ト
ナ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
言
い
方
で
は
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
恋
す
る

男
性
が
、
恋
人
の
姿
を
繰
り
返
し
心
に
思
い
描
く
こ
と
を
続
け
た
な
ら

ば
、
恋
人
の
似
姿
が
目
前
に
現
前
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
瞑
想
の
一

種
で
あ
る
不
浄
観
で
は
、
身
体
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
に
骨
や
大
小
便
な

ど
の
不
浄
な
も
の
が
満
ち
て
い
る
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
心
に
現
前
化
さ
せ

る
。
同
様
に
、
四
聖
諦
等
の
真
理
も
、
繰
り
返
し
心
に
念
じ
る
こ
と
で
、

そ
れ
が
真
実
在
と
し
て
現
前
化
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
対
象
と
の

整
合
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
四
聖
諦
等
を
対
象
と
す
る
直
観
の
み
が
錯

誤
の
な
い
、
正
し
い
認
識
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
記
の
個
所
で
ダ
ル
マ
キ

ー
ル
テ
ィ
は
、
こ
の
認
識
を
夢
の
認
識
や
幻
覚
な
ど
と
も
一
部
共
通
す
る

要
素
を
も
つ
も
の
と
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
が
表
象
主
義
的
な
知
覚

―
所
与
の
対
象
か
ら
の
刺

激
に
応
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
表
象
を
伴
う
知
覚

―
と
は
異
な
る
形
式
を

と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
の
対
象
と
さ
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絵
画
を
制
作
す
る
こ
と

―
つ
ま
り
、
絵
画
を
熟
達
し
た
仕
方
で
構

成
す
る
こ
と

―
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
経
験
を
つ
く
り
出
し
、

ま
た
エ
ナ
ク
ト
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
絵
画
を
制
作
す
る
こ
と

は
、
経
験
そ
の
も
の
と
同
様
に
、（
そ
れ
自
体
）
あ
る
活
動
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
世
界
を
注
意
深
く
見
る
と
い
う
活
動
で
あ
る
と
同
時
に
、

あ
な
た
が
見
た
も
の
や
、
見
る
た
め
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
つ
い
て
反
省
す
る
と
い
う
活
動
な
の
で
も
あ
る）
10
（

。

　
知
覚
と
は
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
筆
な
ど
を
利
用
し
て
知
覚
風
景
を
描
く
よ

う
に
、
知
覚
主
体
に
現
れ
て
い
る
姿
に
立
体
感
や
奥
行
き
、
さ
ら
に
は
特

定
の
意
味
を
付
与
し
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
成
立
す
る
能
動
的
な
行
為

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幼
児
の
頃
か
ら
同
種
の
経
験
を
繰
り
返
す
こ
と
で
身

に
つ
く
一
種
の
技
能
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
あ
ま
り
に
も
そ
の
技
能
に
慣

れ
親
し
ん
で
い
る
た
め
に
、
そ
れ
が
条
件
付
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘

却
し
て
い
る
。
だ
が
、
優
れ
た
画
家
は
、
知
覚
経
験
を
反
省
す
る
こ
と
で
、

立
体
感
や
奥
行
き
や
対
象
の
意
味
と
い
っ
た
も
の
は
あ
く
ま
で
習
慣
的
に

獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
取
り
、
他
の
人
々
と
は
異
な
る
あ

り
方
で
対
象
を
捉
え
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
同
様
に
、
ヨ
ー
ガ
行
者
た
ち

も
、
知
覚
経
験
に
は
我
執
に
由
来
す
る
歪
み
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
反
省

し
、
真
に
見
る
べ
き
対
象
を
新
た
に
現
前
化
さ
せ
る
技
術
を
駆
使
す
る
こ

と
で
、
新
た
な
知
覚
経
験
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
優
れ
て
エ
ナ

ク
テ
ィ
ブ
な
知
覚
経
験
の
一
例
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
）
8
（

。
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
に
お
け
る
瞑
想
も
修
道
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
根
源
的
な
我
執
の
断
切
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー

ガ
行
者
は
、
そ
の
根
源
的
な
我
執
を
断
ち
切
る
こ
と
で
、
習
慣
化
さ
れ
た

馴
染
み
の
世
界
の
見
方
を
離
れ
、
新
た
な
視
点
か
ら
世
界
を
眺
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
の
議
論
の
鍵
と
な
る
の
は
、
知
覚
経
験
の
成
立
に
は
あ
る
種
の

習
慣
化
の
作
用
が
必
ず
付
随
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
日
常
的
な
知
覚

の
場
面
で
は
、
欲
望
な
ど
の
作
用
に
よ
り
特
定
の
対
象
へ
向
か
う
よ
う
に

習
慣
づ
け
ら
れ
た
心
の
働
き
が
前
提
と
さ
れ
る
。
一
方
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の

直
観
で
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
瞑
想
の
実
践
の
な
か
で
は
、
心
が
生
み
出

し
た
特
定
の
対
象
に
対
し
て
繰
り
返
し
観
想
を
行
い
、
心
に
新
た
な
習
慣

づ
け
を
施
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る）

9
（

。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
エ
ナ
ク
テ
ィ

ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
知
覚
経
験
に
相
即
す
る
身
体
的
行
為
に
注
目
す
る

こ
と
で
、
受
動
的
に
刺
激
を
感
知
す
る
だ
け
の
知
覚
か
ら
、
行
為
主
体
に

と
っ
て
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
知
覚
へ
と
見
方
を
変
え
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
習
慣
化
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
説
く
知
覚

経
験
は
、
感
覚
‐
運
動
技
法
の
習
得
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、『
知
覚
の
な
か
の
行
為
』（A

ction in 
Perception

）
の
著
者
ア
ル
ヴ
ァ
・
ノ
エ
は
、
知
覚
を
絵
画
製
作
に
な
ぞ

ら
え
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

知
覚
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
知
覚
の
対
象
と

し
て
の
絵
画
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
経
験
を
明
示
化
し
う
る
よ
う
な
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結
び
つ
く
。

　
だ
が
、
次
の
点
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
身
体
を

あ
く
ま
で
も
認
識
の
生
起
に
間
接
的
に
作
用
す
る
協
働
因
と
し
て
扱
っ
て

き
た
が
、
仏
教
哲
学
の
な
か
で
は
、
認
識
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
顕
現
と
し
て
の
身
体
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
、
エ

ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
、
身
体
は
、
細
胞
レ
ベ
ル
・
感
覚
‐
運

動
器
官
の
レ
ベ
ル
・
生
命
体
の
レ
ベ
ル
等
、
複
数
の
次
元
で
扱
わ
れ
て
お

り
、
両
者
の
厳
密
な
比
較
は
そ
れ
ら
の
差
異
を
見
極
め
た
上
で
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
瞑
想
の
構
造
を
分
析
す
る
際
に
、
感
覚
‐
運
動
技

能
の
行
使
で
得
ら
れ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
的
認
知
に
つ
い
て
言
及
し
た

が
、
こ
の
点
の
さ
ら
な
る
検
討
の
た
め
に
は
、
仏
教
認
識
論
が
説
く
実
体

視
（adhyavasāya

）
と
呼
ば
れ
る
認
識
作
用
と
の
比
較
は
欠
か
す
こ
と

が
で
き
な
い）
12
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

文
献
実
証
的
な
仏
教
認
識
論
の
研
究
が
継
続
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
成
果

が
現
代
の
認
知
科
学
の
領
域
に
も
接
続
可
能
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
提

示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　
二
十
世
紀
後
半
に
登
場
し
、
現
在
、
認
知
科
学
の
最
前
線
の
一
角
を
占

め
る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
知
覚
論
や
芸
術
論
な
ど
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
と
協
働
し
な
が
ら
、
そ
の
応
用
の
場
を
拡
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
考
え
方
の
誕
生
に
寄
与
し
た
仏
教
思
想
は
、
よ
り
積
極
的
に
認

知
科
学
の
議
論
に
参
与
し
、
さ
ら
な
る
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
実
際
、
北
米
を
中
心
と
す
る
仏
教
認
識
論
研
究
の
新
た
な
潮
流

は
、
分
析
哲
学
や
認
知
科
学
、
心
の
哲
学
の
哲
学
者
や
科
学
者
と
の
対
話

を
通
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
そ
の
後
継
者
た
ち
の
思
想
の
可
能
性

を
探
求
し
て
い
る）
11
（

。

　
本
稿
で
は
、
い
さ
さ
か
表
層
的
な
比
較
に
留
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
ヴ
ァ
レ
ラ
等
が
提
唱
し
た
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
比
較
の

対
象
と
し
な
が
ら
、
仏
教
認
識
論
の
心
身
関
係
論
、
そ
し
て
ヨ
ー
ガ
行
者

の
直
観
の
議
論
を
検
討
し
て
き
た
。
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
二
点
で

両
者
に
は
親
和
性
が
認
め
ら
れ
る
。（
一
）
心
は
身
体
と
相
即
し
た
存
在

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
要
素
の
縁
起
的
連
関
、
特
に
、
色
心
互
薫
説
と

呼
ば
れ
る
心
身
間
の
協
働
作
用
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
点
。

（
二
）
知
覚
経
験
は
、
所
与
の
外
界
か
ら
の
刺
激
を
単
に
受
容
す
る
と
い

う
形
で
は
な
く
、
感
覚
‐
運
動
技
能
の
反
復
・
習
慣
化
を
通
し
て
意
味
づ

け
さ
れ
た
世
界
と
関
係
す
る
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
る
点
。
こ
の
後
者
の

視
点
は
、
あ
る
種
の
身
体
的
技
法
を
伴
う
瞑
想
と
い
う
習
慣
化
を
通
し

て
、
世
界
に
新
た
な
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
へ
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『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
９
　
認
識
論
と
論
理
学
』
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。

　（
5
）
例
え
ば
、
無
色
界
（ārūpyadhātu

）
に
お
い
て
は
、
物
理
的
な
身
体
の
存
在

は
認
め
ら
れ
な
い
。

　（
6
）
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
な
ら
び
に
他
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、Franco, op. cit., 
pp.197

―199

を
参
照
。

　（
7
）
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
は
、
戸
崎
宏
正
『
仏
教
認
識
論
の
研
究
　
上
巻
』
大
東
出

版
社
、
一
九
七
九
年
、
三
七
六
―
三
八
〇
頁
を
参
照
。 

　（
8
）Cf. Pram

ān

4avārttika II 199-201. 

テ
キ
ス
ト
お
よ
び
翻
訳
は
、Tilm

ann 
Vetter, D

er Buddha und Seine Lehre in D
harm

kīrtis Pram
ān

4avārttika. 
W
ien: Arbeitkreis für tibetische und buddhistische Studien U

niversität 
W
ien, 1990

を
参
照
。

　（
9
）
拙
稿
「
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
解
脱
論
と
合
理
性
」『
中
部
哲
学
会
年
報
』
四

二
号
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

　（
10
）N

oë, op. cit., p. 178f.; 

邦
訳
二
九
一
頁
。

　（
11
）
例
え
ば
、Christian Coseru, Perceiving Reality. N

ew
 York: O

xford 
U
niversity Press, 2012

等
。

　（
12
）
仏
教
認
識
論
に
お
け
るadhyavasāya

と
カ
ン
ト
の
構
想
力
と
の
比
較
に
つ

い
て
は
、
拙
稿 “A

dhyavasāya and Im
agination”, Shinshu Studies in 

H
um
anities 3, 2016

を
参
照
。

（
も
り
や
ま
・
し
ん
や
、
仏
教
認
識
論
、
信
州
大
学
准
教
授
）

ア
イ
デ
ア
が
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
生
命
は
自
身
を
維
持
し
、
自

身
の
認
知
的
領
域
を
作
り
上
げ
る
自
律
的
な
主
体
（autonom

ous agent

）
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、（
二
）
神
経
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
自
律
的
で
動
的
な
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
こ
と
、（
三
）
認
識
と
は
、
身
体
化
さ
れ
た
行
為
の
な
か
で
技
能
的
な
方

法
知
（know

-how

）
を
訓
練
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、（
四
）
認
知
主
体
の
世

界
は
脳
内
の
表
象
に
対
応
す
る
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
律
的
な
主
体
に
よ

り
実
現
さ
れ
る
、
関
係
的
な
領
域
（
環
境
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、（
五
）
一
人

称
的
な
経
験
は
心
を
理
解
す
る
た
め
に
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
現
象
学
的

な
方
法
で
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

本
稿
と
最
も
関
連
す
る
の
は
（
三
）
で
あ
る
が
、
付
随
的
に
（
四
）
と
（
五
）

の
項
目
も
扱
う
。Cf. Evan Thom

pson, M
ind in Life: Biology, Phenom

e-
nology, and the Science of M

ind. Cam
bridge M

A &
 London: H

arvard 
U
niversity Press, 2007, pp. 13-14. 

な
お
、
ヴ
ァ
レ
ラ
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主

義
に
つ
い
て
は
、
下
西
風
澄
「
生
命
と
意
識
の
行
為
論
―
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ヴ

ァ
レ
ラ
の
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
と
現
象
学
―
」『
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
紀

要
　
情
報
学
研
究
』
八
九
号
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。
ま
た
、
知
覚
論
に
お
け

る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
に
つ
い
て
は
、Alva N

oë, A
ction in Perception. 

Cam
bridge M

A &
 London: M

IT Press, 2004; 
門
脇
俊
介
・
石
原
孝
二
監

訳
『
知
覚
の
な
か
の
行
為
』
春
秋
社
、 

二
〇
一
〇
年
、 

宮
原
克
典
「
知
覚
の
行
為

性
：
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
と
現
象
学
」『
哲
学
・
科
学
史
論
叢
』
一
二
号
、
二
〇

一
〇
年
等
を
参
照
。

　（
4
）
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
の
注
釈
を
含
む
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
議

論
に
つ
い
て
は
、Eli Franco, D

harm
akīrti on Com

passion and Rebirth. 
W
ien: Arbeitkreis für tibetische und buddhistische Studien U

niversität 
W
ien, 1997

を
参
照
。
ま
た
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
影
響
を
受
け
た
シ
ャ
ー

ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
唯
物
論
論
駁
に
つ
い
て
は
、
生
井
智
紹
『
輪
廻
の
論
証
　
仏

教
論
理
学
派
に
よ
る
唯
物
論
批
判
』
東
方
出
版
、
一
九
九
六
年
を
参
照
。
ま
た
、

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
輪
廻
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
稲
見
正
浩
「
ダ
ル
マ
キ
ー

ル
テ
ィ
に
よ
る
輪
廻
の
論
証
（
上
）」『
南
都
仏
教
』
五
六
号
、
一
九
八
六
年
、「
同

（
下
）」
同
五
十
七
号
、
一
九
八
七
年
、
護
山
真
也
「
全
知
者
証
明
・
輪
廻
の
証
明
」


