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一

　自
己
認
識
と
自
己
意
識

　本
稿
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
『
身
体
化
さ
れ
た
心
』

の
著
者
の
一
人
で
あ
り
、
認
知
科
学
と
現
象
学
の
研
究
で
著
名
な
Ｅ
・
ト

ン
プ
ソ
ン
（Evan Thom

pson

）
の
論
考“Self-N

o-Self? M
em

ory and 
Reflexive Aw

areness”

を
手
が
か
り
に
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
主
観

性
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）

1
（

。

　最
初
に
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
自
己
認
識
（svasam

vedana, self-
aw

areness, 

自
証
）
の
概
念
）
2
（

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
比
較
対
象
と

な
る
現
象
学
に
お
け
る
自
己
意
識
（self consciousness

）
と
の
異
同
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

自
己
意
識
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
私
が
外
的
対
象

│
椅
子
、
栗

の
木
、
朝
日

│
を
意
識
的
に
知
覚
す
る
す
べ
て
の
場
合
に
関
し

て
、
完
全
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
識
的
に

知
覚
す
る
こ
と
は
単
に
知
覚
対
象
を
意
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
対

象
の
経
験
に
馴
染
む
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
と

は
、
そ
の
最
も
原
始
的
で
根
本
的
な
形
式
に
お
い
て
は
、
単
純
に
、

経
験
的
生
が
一
人
称
的
に
顕
現
し
続
け
る
こ
と
（first-personal 

m
anifestation of experiential life

）
の
問
題
な
の
で
あ
る）

3
（

。

　対
象
知
覚
の
場
面
に
て
、
知
覚
主
体
に
固
有
の
経
験
を
自
覚
す
る
こ
と

が
自
己
意
識
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
仏
教
認
識
論
で
は
、
色
の
視
覚
的
知

覚
な
ど
の
経
験
は
、
そ
の
瞬
間
の
心
に
把
握
対
象
の
形
象
（grāhyākāra

）

が
現
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
心
が
そ
の
把
握
者
の
形
（grāhakākāra

）
で

現
れ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
目
前
の
青
を
見

る
と
き
、
青
と
い
う
対
象
像
が
心
に
浮
か
ぶ
と
同
時
に
、
そ
れ
を
捉
え
る

心
が
自
覚
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
そ
の
瞬
間
の
心
が
そ
の
心
そ
の
も
の
を
回

帰
的
に
認
識
す
る
と
い
う
自
己
認
識
（svasam

vedana

）
の
構
造
が
認
め

ら
れ
る
。
知
覚
の
な
か
に
知
覚
経
験
の
自
覚
と
い
う
契
機
を
も
織
り
込
ん

〈
研
究
論
文
７
〉

護

　山

　真

　也
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は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、
両
者
が
と
も
に
知
覚
経
験
の
な

か
で
、
そ
の
対
象
の
み
な
ら
ず
対
象
把
握
の
経
験
そ
の
も
の
も
自
覚
さ
れ

る
と
す
る
点
、
二
つ
に
は
、
そ
の
自
覚
が
前
反
省
的
な
認
識
と
し
て
理
解

さ
れ
て
お
り
、
高
階
の
知
覚
や
思
考
に
よ
っ
て
概
念
的
に
理
解
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
象
学
で
言
う
「
自
己
」
と

仏
教
認
識
論
の
「
自
己
認
識
」（svasam

vedana

）
が
言
う
「
自
己
」（sva-

）

と
の
相
違
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
後
者
が
言
う
「
自
己
」
と
は
、
瞬

間
的
に
成
立
す
る
認
識
そ
れ
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
」
と
し

て
呼
ば
れ
る
何
か
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
主
観
性
の
成

立
根
拠
と
い
う
点
で
興
味
深
い
一
致
を
見
せ
る
。
こ
の
点
が
ト
ン
プ
ソ
ン

論
文
の
主
題
で
あ
り
、
ま
た
、
本
論
文
が
取
り
組
む
主
題
で
も
あ
る
。

二

　想
起
に
基
づ
く
論
証
を
め
ぐ
る
ト
ン
プ
ソ
ン
の
考
察

　仏
教
認
識
論
で
言
う
自
己
認
識
を
再
解
釈
す
る
た
め
に
、
ト
ン
プ
ソ
ン

は
、「
想
起
に
基
づ
く
論
証
」
に
着
目
す
る
。
想
起
に
基
づ
く
論
証
と
は
、

仏
教
認
識
論
の
確
立
者
で
あ
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（D

ignāga, c.480

│

540

）
が
、
そ
の
主
著
『
認
識
論
集
成
』（Pram

ānasam
uccaya

）
に
お
い

て
、
自
己
認
識
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
提
示
し
た
議
論
で
あ
る）

5
（

。

そ
の
内
容
は
ト
ン
プ
ソ
ン
に
よ
り
次
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
る
。

　一

　
 

昨
日
の
青
空
を
想
起
す
る
と
き
、
人
は
単
に
〈
青
空
〉
を
想
起
す

る
だ
け
で
は
な
く
、〈
青
空
を
見
る
こ
と
〉（seeing the blue sky

）

を
想
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、
自
分
が
先
に
見
た
対
象
だ
け

で
な
く
、〈
見
る
〉
と
い
う
知
覚
経
験
も
想
起
す
る
。

で
い
る
点
に
、
現
象
学
が
言
う
自
己
意
識
と
の
類
似
性
が
あ
る
。

　両
者
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
こ
の
二
つ
に
あ
る
「
前

反
省
的
」（pre-reflective

）
な
性
格
が
挙
げ
ら
れ
る
。
意
識
の
高
階
説

（H
igher O

rder Theory of Consciousness

）
と
し
て
知
ら
れ
る
立
場
か
ら

は
、
一
階
の
経
験
は
二
階
に
あ
る
高
階
の
知
覚
あ
る
い
は
高
階
の
思
考
に

よ
り
反
省
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
象
学
の
主

張
で
は
、
知
覚
経
験
は
後
続
の
認
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
前
反
省

的
に
意
識
化
さ
れ
る
。

前
反
省
的
な
い
し
非
観
察
的
自
己
意
識
に
お
い
て
、
経
験
は
対
象
と

し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
主
観
的
経
験
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の

見
方
に
よ
る
と
、
私
の
志
向
的
経
験
は
体
験
さ
れ
て
は
い
る
が
、
対

象
化
さ
れ
た
仕
方
で
は
現
れ
な
い
。
そ
れ
は
見
ら
れ
も
、
聞
か
れ
も
、

考
え
ら
れ
も
し
な
い）

4
（

。

　前
反
省
的
な
自
己
意
識
は
、
高
階
説
が
言
う
よ
う
な
内
的
知
覚
や
概
念

的
認
識
と
は
無
縁
で
あ
る
。
一
方
、
仏
教
認
識
論
の
場
合
で
も
、
自
己
認

識
は
知
覚
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
知
覚
の
定
義
で
あ
る

「
概
念
的
構
想
を
離
れ
た
も
の
」（kalpanāpodha

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
仏
教
認
識
論
の
思
想
家
た
ち
が
自
己
認
識
を
語
る
と
き
、
彼
ら
の

念
頭
に
は
、
他
学
派
の
者
た
ち
が
言
う
「
認
識
は
後
続
す
る
別
の
認
識
に

よ
り
把
握
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
へ
の
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
。
こ
の
対
論

者
説
は
、
意
識
の
高
階
説
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
え
方

は
無
限
後
退
の
過
失
を
招
く
点
が
批
判
さ
れ
る
。

　ま
と
め
よ
う
。
現
象
学
で
言
う
自
己
意
識
と
仏
教
で
言
う
自
己
認
識
に
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空
を
見
た
」
と
い
う
知
覚
経
験
も
想
起
し
て
い
る
と
本
当
に
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
対
し
て
、
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

の
議
論
を
応
用
す
る
こ
と
で
応
答
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
在
と
過
去
と
い
う
現
象
的
な
時
間
の
区
別
が
可
能

に
な
る
の
は
、
想
起
と
い
う
現
在
の
行
為
が
当
該
の
対
象
と
先
に
消

え
た
意
識
を
喚
起
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
と
言
う
。（
中
略
）
現
在

想
起
さ
れ
て
い
る
対
象
が
〈
過
去
性
〉
と
い
う
特
質
を
も
つ
理
由
は
、

想
起
と
い
う
意
識
が
二
つ
の
異
な
る
志
向
的
行
為
（intentional act

）

か
ら
成
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
二
つ
と
は
、
過
去
の
対
象

を
振
り
返
る
と
い
う
現
在
の
行
為
と
そ
の
対
象
に
対
す
る
過
去
の
知

覚
（
行
為
）
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
想
起
は
過
去
の
知
覚
を
実
際

に
含
む
わ
け
で
は
な
い
。
想
起
は
過
去
の
知
覚
を
あ
く
ま
で
も
志
向

的
に
（intentionally

）
含
む
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
想
起
と
い
う
経
験

は
意
識
の
二
重
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
対
象
を
意
識
的
に
再

現
前
化
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
、
過
去
の
意
識
も
意
識
的
に
再
現
前

化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
重
化
こ
そ
が
「
過
去
の
も
の
は
現

在
、
想
起
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
ら
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
現
在
と
は
切

り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
づ
け

る
）
6
（

。

　フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
想
起
が
知
覚
経
験
の
意
識
化
を

含
む
と
い
う
点
に
あ
る
。
今
、
昨
日
の
青
空
を
想
起
す
る
と
き
、
青
空
の

知
覚
を
再
体
験
す
る
こ
と
で
、
そ
の
出
来
事
が
過
去
の
も
の
と
な
る
。
あ

る
出
来
事
は
、
そ
の
客
観
的
な
時
間
軸
に
従
っ
て
「
過
去
」
と
さ
れ
る
の

　二

　

 

先
行
す
る
知
覚
経
験
を
想
起
す
る
た
め
に
、
第
三
の
認
識
は
必
要

と
さ
れ
な
い
。

　三

　
 

甲
の
想
起
の
た
め
に
は
、
そ
の
甲
は
先
に
経
験
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　四

　

 

想
起
さ
れ
る
も
の
の
諸
特
性
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
知
覚
経
験
の
諸

特
性
を
原
因
と
す
る
。

　五

　

 

そ
れ
故
、
知
覚
経
験
は
、
知
覚
対
象
だ
け
で
な
く
、
知
覚
経
験
そ

の
も
の
の
経
験
（
＝
自
己
認
識
）
を
含
む
。

　『認
識
論
集
成
』
の
実
際
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
前
提
四
に
対
応
す

る
議
論
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
議
論
に
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ

る
も
の
の
、
右
記
の
要
約
は
概
ね
的
確
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ン
プ
ソ
ン
が
こ

れ
を
最
善
の
説
明
の
た
め
の
推
論
（inference to the best explanation

）

の
一
種
と
み
な
し
た
点
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、
想
起
の
際
に
、
先
行
す

る
知
覚
対
象
の
み
な
ら
ず
知
覚
経
験
も
想
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

（
前
提
三
に
よ
り
）
先
行
す
る
知
覚
経
験
も
経
験
（
自
覚
）
さ
れ
る
こ
と

を
含
意
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
知
覚
経
験
と
同
時
に
起
き
る
か
、
そ
れ
と

は
別
の
認
識
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
両
者

を
比
較
す
れ
ば
、
後
者
の
不
合
理
性
（
無
限
後
退
の
過
失
）
が
浮
か
び
上

が
る
た
め
、
前
者
の
方
が
よ
り
好
ま
し
い
説
明
と
結
論
さ
れ
る
。

　さ
て
、
こ
の
論
証
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
内
部
で
も
、
様
々
な
反
論

が
提
示
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
本
稿
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
前
提
一
の

妥
当
性
は
疑
わ
し
い
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
私
た
ち
は
確
か
に
、
今
日
、

「
昨
日
見
た
青
空
」
を
想
起
す
る
。
だ
が
、
そ
の
と
き
、「（
自
分
が
）
青
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あ
る
『
身
体
化
さ
れ
た
心
』
で
は
、
心
を
表
象
を
介
し
た
外
部
世
界
と
の

入
力
│

出
力
の
図
式
で
捉
え
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
心
を
身
体
や
環
境
と

相
即
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
の
見
方
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
反
表
象
主
義
は
、
そ
の
立
場
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
認
識
論
の
基
本
的
立
場
は
あ
る
種
の
表
象
主

義
、
す
な
わ
ち
、
有
形
象
認
識
論
（sākārajñānavāda

）
に
あ
る）

8
（

。
こ

の
立
場
で
は
、
外
部
世
界
か
ら
因
果
的
に
生
み
出
さ
れ
る
形
で
、
あ
る
い

は
、
心
の
潜
在
的
な
印
象
か
ら
形
成
さ
れ
る
形
で
、
把
握
対
象
の
形
象
と

呼
ば
れ
る
心
的
形
象
が
心
に
生
じ
る
。
瞬
間
毎
に
生
成
消
滅
す
る
心
に

は
、
常
に
、
こ
の
把
握
対
象
（
所
取
）
の
形
象
が
現
れ
、
同
時
に
、
心
そ

れ
自
体
が
そ
れ
を
把
握
す
る
も
の
（
能
取
）
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
を
心

の
二
相
性
と
呼
ぶ
。
仏
教
認
識
論
で
自
己
認
識
を
論
じ
る
際
、
心
の
二
相

性
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ト
ン
プ
ソ
ン
が
そ
の
議
論

か
ら
有
形
象
認
識
論
の
要
素
を
敢
え
て
捨
象
し
た
こ
と
は
、
仏
教
認
識
論

の
本
来
の
議
論
か
ら
見
れ
ば
逸
脱
で
あ
り
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　で
は
、
有
形
象
認
識
論
の
立
場
か
ら
、
想
起
に
お
い
て
、
先
行
す
る
知

覚
経
験
そ
の
も
の
が
捉
え
ら
れ
る
必
然
性
は
説
明
で
き
る
の
か
。
こ

の
点
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
後
継
者
で
あ
る
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

（D
harm

akīrti, c.600

│660

）
は
、
音
の
知
覚
を
例
に
と
り
、
瞬
間
毎
の

音
に
対
応
す
る
聴
覚
か
ら
、
そ
れ
ら
を
最
後
に
一
連
の
メ
ロ
デ
ィ
と
し
て

想
起
す
る
認
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
想
起
に
は
、
先
行
す

る
知
覚
の
対
象
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
一
体
の
知
覚
経
験
も
浮
か
ぶ
こ
と

は
、『
認
識
論
評
釈
』（Pram

ām
avārttika

）
第
三
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ

で
は
な
く
、
そ
の
知
覚
経
験
を
再
体
験
す
る
想
起
に
よ
り
〈
過
去
性
〉
を

付
与
さ
れ
る）

7
（

。

　ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
想
起
か
ら
の
論
証
を
補
完
す
る
た
め
に
フ
ッ
サ
ー
ル

の
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
彼

は
、
現
象
学
に
お
け
る
自
己
（self

）
と
自
我
（ego

）
と
の
区
別
を
参
照

す
る
こ
と
で
、
仏
教
を
「
自
我
を
否
定
す
る
が
、
自
己
を
肯
定
す
る
」
立

場
と
み
な
す
こ
と
を
提
唱
す
る
。
現
象
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
前
反

省
的
意
識
に
は
主
体
と
し
て
の
自
己
（self

）
が
現
れ
、
反
省
的
意
識
が

働
く
と
き
に
自
我
（ego

）
が
構
成
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
を
仏
教
に
あ

て
は
め
れ
ば
、
仏
教
認
識
論
が
言
う
自
己
認
識
（svasam
vedana

）
も
主

観
性
の
根
拠
と
な
る
自
己
（self

）
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
仮

に
そ
の
よ
う
な
自
己
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仏
教
徒
の
無
我
説
と

十
分
に
両
立
可
能
で
は
な
い
の
か
。
無
我
説
は
サ
ル
ト
ル
が
言
う
と
こ
ろ

の
自
我
（ego

）│
対
象
と
し
て
の
自
己

│
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
一
人
称
的
な
経
験
を
保
証
す
る
自
己
（self

）
ま
で
も
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

三

　有
形
象
認
識
論
と
主
観
性

　ト
ン
プ
ソ
ン
の
試
み
は
、
比
較
哲
学
の
優
れ
た
実
践
で
あ
り
、
そ
の
立

論
は
説
得
性
に
富
む
。
だ
が
、
仏
教
認
識
論
の
立
場
か
ら
敢
え
て
一
つ
の

問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
彼
が

反
表
象
主
義
（Anti-representationalism

）
の
立
場
を
前
提
と
し
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ト
ン
プ
ソ
ン
も
共
著
者
の
一
人
で
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的
に
知
覚
す
る
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
と
対
照
さ
れ
る
形
で
自
己
認
識
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
認
識
は
い
ず
れ
も
他
者
の
心
に
対
す
る
直
接
的

な
知
覚
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
て
も
、
前
者
は
他
者
の
心
を
所
縁

（ālam
bana

）
と
し
て
志
向
的
な
関
係
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

自
己
認
識
の
方
は
、「
認
識
と
い
う
本
体
が
自
ず
か
ら
鮮
明
に
な
る
こ
と
」

（ātm
ā vittih svayam

 sphutah

）
と
い
う
現
象
的
性
格
を
持
つ
）
10
（

。
同
様
の

視
点
は
、
想
起
に
基
づ
く
論
証
に
関
す
る
解
説
を
閉
じ
る
『
認
識
論
評
釈
』

第
三
章
五
三
八
偈
で
も
強
調
さ
れ
る
。

《
も
し
「
自
身
で
経
験
し
た
も
の
は
（
明
確
な
）
知
覚
対
象
で
あ
る

が
、
他
人
が
経
験
し
た
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
言
う
の
な
ら
、

そ
う
言
う
（
自
他
の
経
験
の
区
別
）
を
可
能
に
す
る
「
自
身
で
経
験

し
て
い
る
」（ātm

ānubhūti

）
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、（
自
己
認
識
以

外
の
手
段
で
一
体
）
ど
う
や
っ
て
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。）

11
（

》

　私
た
ち
は
日
常
的
に
、
自
分
自
身
の
経
験
と
他
人
の
経
験
と
を
明
確
に

区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
当
人
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
察

す
る
ま
で
も
な
く
自
明
で
は
な
い
か
と
問
い
掛
け
る
。
だ
が
、
そ
の
根
拠

は
実
は
自
明
で
は
な
い
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
自
他
の
経
験
の
区
別

を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
の
は
自
己
認
識
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ

る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
な
行
為
や
認
識
を
行
う
主
体
が
他
者
と
は
異
な
る

存
在
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
は
、
瞬
間
毎
に
生
滅
す
る
認
識
が
自
己
認
識

を
通
し
て
、
そ
れ
自
身
に
固
有
の
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
考
え
る
、
主
観
性
の
成
立
根
拠

ら
れ
る
。

《（
先
の
知
覚
経
験
の
な
か
で
）
対
象
と
対
象
認
識
と
い
う
両
者
は
、

明
白
な
違
い
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
ど
う
し
て
、
後

に
、
両
者
が
別
個
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。）

9
（

》

　あ
る
瞬
間
の
音
を
捉
え
る
と
き
、
そ
の
瞬
間
の
認
識
に
は
、
そ
の
音
の

心
象
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
認
識
そ
の
も
の
が
、
そ
の
音
を
捉
え
る

も
の
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
一
に
し
て
不
可
分
の
認
識
が
、
一
面

で
は
、
音
の
対
象
像
（
把
握
対
象
の
形
象
）
と
し
て
現
れ
、
一
面
で
は
、

そ
れ
を
捉
え
る
も
の
（
把
握
主
体
）
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
有
形
象
認
識

論
の
立
場
か
ら
は
、
対
象
像
の
み
が
独
立
し
て
想
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
原
理
的
に
あ
り
得
な
い
た
め
、
前
提
一
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　残
さ
れ
た
問
題
は
、
知
覚
経
験
の
主
観
性
、
な
ら
び
に
そ
の
主
観
性
の

根
拠
と
な
る
自
己
（self

）
が
有
形
象
認
識
論
の
立
場
か
ら
ど
う
扱
わ
れ

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で

は
二
点
を
考
察
す
る
。
一
つ
は
、
自
己
認
識
が
自
己
と
他
者
と
を
分
け
る

メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
点
、
も
う
一
つ
は
、
仏
教
認
識

論
に
お
い
て
自
己
に
相
当
す
る
何
か
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

　ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
仏
教
で
言
う
自
己
認
識
は
、

あ
る
瞬
間
の
心
が
そ
れ
自
身
を
回
帰
的
に
認
識
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ

れ
て
お
り
、
主
観
性
の
成
立
の
契
機
と
い
う
観
点
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
考
察

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
例
え
ば
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
認
識

論
評
釈
』
第
三
章
四
五
五
│
四
五
九
偈
の
議
論
で
は
、
他
者
の
心
を
直
接
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を
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
心
の
輝
き
に
行
き
着
く
。
そ
の
輝
き
は
、

対
象
把
握
の
瞬
間
毎
に
、（
前
反
省
的
に
）
自
覚
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
が
、
煩
悩
の
汚
れ
が
あ
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ

に
経
験
の
主
体
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
仮
に
設
定

さ
れ
る
「
仮
我
」、
ト
ン
プ
ソ
ン
な
ら
ば
「
自
我
」（ego

）
と
呼
ぶ
で
あ

ろ
う
存
在
で
あ
る
。
瞑
想
な
ど
の
修
行
に
よ
り
煩
悩
の
曇
り
を
取
り
除
か

れ
た
と
き
は
じ
め
て
、
私
た
ち
は
、
経
験
の
主
体
で
あ
る
心
の
本
性
を
知

る
。《

こ
の
心
は
、
本
来
、
光
り
輝
く
。
様
々
な
汚
れ
は
偶
有
的
な
も
の

で
あ
る
。）

13
（

》

　光
り
輝
く
心
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
が
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
こ

か
ら
次
の
問
い
が
生
ま
れ
る

│
そ
の
光
り
輝
く
心
は
一
体
「
誰
に
」
帰

属
す
る
の
か
。
ト
ン
プ
ソ
ン
が
言
う
「
自
己
」
は
、
そ
の
一
つ
の
答
え
に

な
り
得
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
自
他
不
二
の
観
点
か
ら
、「
そ

れ
は
誰
に
も
帰
属
し
な
い
」
と
答
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
後
者

の
答
え
は
、
主
観
性
の
問
題
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
観
性

の
問
題
に
向
き
合
い
続
け
な
が
ら
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
光

り
輝
く
、
瞬
間
的
な
知
覚
経
験
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
光
源
と
な
る
べ
き

何
か
を
求
め
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
探
究
の
た
め
に
は
、

自
己
認
識
論
を
さ
ら
に
詳
細
に
展
開
し
た
後
期
イ
ン
ド
仏
教
認
識
論
の
議

論
へ
の
参
照
が
不
可
欠
な
の
だ
が
、
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ
は
今
後
の
課
題

と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
。

で
あ
る
。

　こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
次
に
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
自
己
（self

）

の
問
題
に
移
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、
ト
ン
プ
ソ
ン
は
想
起
か
ら
の
論
証
の

欠
点
を
現
象
学
で
補
完
し
た
上
で
、
そ
の
帰
結
と
し
て
（
現
象
的
）
自
己

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
の
有
用
性
を
説
い
た
。
だ
が
、
有
形
象
認
識
論
の

立
場
か
ら
も
想
起
か
ら
の
論
証
の
前
提
は
確
保
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
よ
う

な
自
己
を
認
め
る
必
然
性
は
も
は
や
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
主
観
性
の
成

立
根
拠
を
自
己
認
識
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
、「
自
己
」
と
は
言
わ
な
い

ま
で
も
、
そ
こ
に
一
人
称
的
経
験
を
保
証
す
る
何
か
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
何
か
」
に
相
当
す
る
も
の
を
仏
教
認
識
論

の
議
論
の
な
か
に
求
め
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
心
の
輝
き
」

（prakāśa

）
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
自
己
認
識
と
い
う

概
念
が
イ
ン
ド
仏
教
史
の
な
か
に
登
場
し
た
背
景
に
は
、
心
を
灯
火
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
譬
え
る
考
え
が
あ
っ
た
。
特
に
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル

マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
経
量
部
の
見
解
で
は
、
心
は
灯

火
の
よ
う
に
、
自
ら
を
輝
か
せ
、
対
象
と
な
る
も
の
を
照
ら
し
出
す
と
考

え
ら
れ
た
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
詩
節
で
、
自
己
認
識
を
「
心
の

輝
き
」
と
し
て
表
現
す
る
。

《（
…
）
我
々
に
と
っ
て
、
認
識
は
〈
輝
き
〉
を
本
性
と
し
て
、
自
ら

で
輝
き
出
す
。
そ
れ
以
外
の
も
の
（
＝
対
象
と
な
る
も
の
）
は
、
こ

の
中
に
（
自
ら
の
）
相
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、〈
輝
く
も
の
〉
と

な
り
、
輝
き
出
す
。）

12
（

》

　仏
教
認
識
論
に
と
っ
て
、
主
観
性
の
成
立
根
拠
と
な
る
べ
き
自
己
認
識
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（
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
の
第
一
部
第
四
章
「
唯
識
四
分
義
と
自
己

意
識
の
問
題
系
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
に
つ
い
て
も
同
書

補
遺
論
文
「
仏
教
と
科
学

│
認
知
科
学
者
の
仏
教
理
解
を
手
が
か
り
に

│
」

に
解
説
が
あ
る
。
仏
教
認
識
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
仏
教
認
識
論

と
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」『
比
較
思
想
研
究
』
第
四
三
号
を
参
照
。

　（2
）
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
自
己
認
識
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
代
表

的
な
も
の
と
し
て
次
の
三
点
を
参
照
。
桂
紹
隆
「
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け

る
「
自
己
認
識
」
の
理
論
」『
南
都
仏
教
』
二
三
号
（
一
九
六
九
年
）
所
収
、Z. 

Yao, The Buddhist Theory of Self-Cognition. London &
 N

ew
 York: 

Routledge, 2005; 

片
岡
啓
「
自
己
認
識
の
生
成
・
背
景
・
変
質
」『
南
ア
ジ
ア

古
典
学
』
十
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
所
収
。

　（3
）Sh. G

allagher &
 D. Zahavi, The Phenom

enological M
ind: A

n Intro-
duction to Philosophy of M

ind and Cognitive Science. Routledge, 2008, 
p.54

〔
邦
訳
：
石
原
孝
二
・
宮
原
克
典
・
池
田
喬
・
朴
嵩
哲
訳
『
現
象
学
的
な
心
：

心
の
哲
学
と
認
知
科
学
入
門
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
七
八
頁
〕。

　（4
）Ibid., p.54 〔
邦
訳
、
七
八
頁
〕。

　（5
）E. Steinkellner ed., D

ignāga’s Pram
ānasam

uccaya, Chapter 1. U
RL: 

http://ikga.oeaw.ac.at/M
at/dignaga_PS_1.pdf., 2005, p. 5, 1

│12. 

翻
訳

と
研
究
は
次
を
参
照
。M

. H
attori, D

ignāga, O
n Perception. H

arvard 
U
niversity Press, 1968, p.30; B. Kellner “Self-aw

areness 

（svasam
ve-

dana

） and Infinite R
egresses: A

 C
om

parison of A
rgum

ents by 
D
ignāga and D

harm
akīrti”, Journal of Indian Philosophy 39 

（2011

）, 
pp.411

│426.

　（6
）Thom

pson, op. cit., p.166.

　（7
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
に
つ
い
て
は
、G

allagher &
 Zahavi, op. cit., 

Chap. 4; D. Zahavi, Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-
Person Perspective, The M

IT Press, 2005, Chap. 5

を
参
照
。
な
お
、
前

記
の
ト
ン
プ
ソ
ン
の
議
論
は
、E. H

usserl, Zur Phänom
enologie des in-

neren Zeitbewußtseins （1893

│1917

）, H
usserliana Bd. X. M

artinus N
i-

jhoff, 1966, pp.57

│59

〔
谷
徹
訳
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
ち
く
ま
学
芸

四

　結
び
と
し
て

　無
我
説
を
標
榜
す
る
仏
教
の
な
か
で
、
主
観
性
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に

扱
う
べ
き
な
の
か
。
な
か
で
も
、
自
己
認
識
と
い
う
知
覚
形
態
を
説
く
仏

教
認
識
論
が
こ
の
問
題
に
い
か
な
る
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
ト
ン
プ
ソ
ン
の
論
考
は
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
貴

重
な
礎
石
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
価
値
を
見
定
め
た
上
で
、
彼
が
議
論

の
前
提
と
し
た
反
表
象
主
義
の
立
場
に
若
干
の
疑
問
を
提
示
し
た
。
そ
し

て
、
仏
教
認
識
論
の
表
象
主
義
（
有
形
象
認
識
論
）
の
立
場
か
ら
、
い
か

に
し
て
自
己
認
識
が
自
他
の
経
験
を
分
か
つ
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
機
能

す
る
か
を
確
認
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
瞑
想
を
含
む
宗
教
的
経
験
の
一
人

称
的
権
威
を
保
証
す
る
は
ず
の
自
己
（self
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本

稿
は
明
確
な
結
論
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

た
め
に
は
、
自
己
認
識
論
の
展
開
を
さ
ら
に
詳
細
に
考
究
す
る
の
み
な
ら

ず
、
認
知
科
学
や
心
の
哲
学
、
現
代
の
現
象
学
に
お
け
る
主
観
性
を
め
ぐ

る
議
論
を
交
え
た
学
際
的
研
究
が
必
要
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　（1
）E. Thom

pson, “Self-N
o-Self?”, Siderits, M

. et al. 

（eds.

）, Self, N
o 

Self? Perspectives from
 A

nalytical, Phenom
enological, &

 Indian Tradi-
tions. O

xford U
niversity Press, 2011.

ト
ン
プ
ソ
ン
が
仏
教
の
自
己
認
識
説

を
理
解
す
る
た
め
の
資
料
と
し
た
も
の
は
，
主
と
し
て
次
の
論
文
で
あ
る
。J. 

G
arfield, “The Conventional Status of Reflexive Aw

areness: W
hat’s at 

Stake in a Tibetan D
ebate?”, Philosophy East and W

est, 56/2 

（2006

）, 
pp.201

│228. 

尚
、
本
稿
と
共
通
の
問
題
を
提
起
し
た
重
要
な
先
行
研
究
と
し

て
、
司
馬
春
英
『
唯
識
思
想
と
現
象
学

│
思
想
構
造
の
比
較
研
究
に
向
け
て
』
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文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
一
七
二
│
一
七
六
頁
〕
を
下
敷
き
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
こ
の
ト
ン
プ
ソ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
、
佐
藤
透
氏
（
東
北
大
学
）

よ
り
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
。
す
な
わ
ち
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
は

フ
ッ
サ
ー
ル
の
草
稿
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
個
所
は
フ
ッ
サ

ー
ル
自
身
が
後
に
克
服
す
る
こ
と
に
な
る
考
え
方
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
た

め
、
ト
ン
プ
ソ
ン
論
文
が
そ
の
個
所
に
従
っ
て
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
と
す

る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
理
解
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
ご
指
摘
で

あ
る
。
貴
重
な
ご
指
摘
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
こ

の
点
の
詳
細
は
佐
藤
透
「
フ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
二
つ
の
過
去
把
持
概
念

│
研

究
途
上
と
し
て
の
『
時
間
講
義
』
│
」『
思
索
』
第
二
十
号
（
一
九
八
七
年
）

所
収
参
照
。

　（8
）
前
掲
拙
論
で
は
仏
教
認
識
論
と
反
表
象
主
義
と
の
関
係
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い

た
。
本
稿
は
そ
の
欠
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

　（9
）D

harm
akīrti, Pram

ām
avārttika III, v. 508. 

テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
は
戸
崎
宏

正
『
仏
教
認
識
論
の
研
究

　下
巻
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
一
九
〇
│

一
九
一
頁
。

　（10
）S. M

oriyam
a, “O

n Self-Aw
areness in the Sautrāntika Epistem

ology”, 
Journal of Indian Philosophy 38 （2010

）, pp.261

│277.

　（11
）D

harm
akīrti, op. cit., v. 538.

　（12
）Ibid., v. 480.

　（13
）D

harm
akīrti, Pram

ānavārttika II, 208ab. Cf. T. Vetter, D
er Buddha 

und Seine Lehre in D
harm

akīrtis Pram
ānavārttika, W

ien, 1990, p.108.

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


