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　前
世
紀
に
お
け
る
独
の
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
（Karl Jaspers, 1883

│

1969

）
は
精
神
科
医
・
心
理
学
者
と
し
て
の
経
歴
を
皮
切
り
に
後
に
哲
学

者
に
転
じ
、
終
生
仏
教
に
対
す
る
関
心
を
抱
き
続
け
た
と
言
え
る
。
と
い

う
の
も
『
世
界
観
の
心
理
学
）
1
（

』（
一
九
一
九
）、『
大
哲
学
者
た
ち
）
2
（

』（
一
九

五
七
）、『
啓
示
に
面
し
て
の
哲
学
的
信
仰
』（
一
九
六
五
）、
そ
れ
ぞ
れ
彼

の
心
理
学
、
世
界
哲
学
・
哲
学
史
、
宗
教
哲
学
に
お
け
る
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
著
作
中
に
数
々
の
仏
教
学
者
に
対
す
る
言
及
、
仏
陀
や
仏

教
者
に
関
す
る
一
章
、
独
自
の
仏
陀
・
涅
槃
論
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
仏
教
に
関
心
を
抱
い
て
は
い
た
も
の
の
特
に
自
ら

専
門
的
に
研
究
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
彼
の
仏
教
に
関
す
る
見
解

に
は
多
く
の
仏
教
・
イ
ン
ド
学
者
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で

も
本
稿
に
お
い
て
特
に
筆
者
が
ベ
ッ
ク
（H

erm
ann Beckh, 1875

│1937

）

に
着
目
し
た
理
由
は
、
彼
の
著
作
『
仏
教
）
3
（

』
が
前
記
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
著

作
の
内
『
世
界
観
の
心
理
学
』
と
『
大
哲
学
者
た
ち
』
の
二
度
に
わ
た
っ

て
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
ベ
ッ
ク
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
仏
教
・
仏
陀

観
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
推
測
で
き
る
う
え
、
さ
ら
に
同
時
に
そ
れ
と

並
行
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
著
作
の
前
者
か
ら
後
者
に
か
け
て
多
少
の
仏
陀

に
関
す
る
見
解
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
筆
者
は
ヤ
ス

パ
ー
ス
に
よ
る
ベ
ッ
ク
受
容
の
変
遷
に
起
因
し
て
い
る
と
捉
え
て
お
り
、

そ
れ
で
本
研
究
は
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
仏
陀
観
の
変
遷
」
を
、「
ベ

ッ
ク
の
『
仏
教
』
受
容
の
変
遷
」
か
ら
読
み
解
く
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い

る
。

一

　仏
陀
の
瞑
想
に
つ
い
て
の
心
的
状
態
の
純
粋
な
観
察

　河
上
に
よ
っ
て
「
価
値
や
意
味
や
目
標
と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
臆
見
を

可
能
な
限
り
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
心
理
学
と
い
う
方
法
に
依
拠
す

る
）
4
（

」
こ
と
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
よ
る
と

「
世
界
観
の
心
理
学
と
は
、
我
々
の
心
的
生
が
了
解
（Verstehen

）
に
と
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仏
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│
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の
異
常
な
心
的
過
程
（abnorm

er Seelenprozeß

）
に
基
づ
い
て
い
る
）
10
（

」

と
し
、
こ
の
よ
う
な
意
識
段
階
の
経
過
に
つ
い
て
の
「
純
粋
な
観
察
」
に

精
神
病
理
学
（Psychopathologie

）
を
付
け
加
え
て
思
惟
す
る）
11
（

。
こ
の
仏

陀
の
瞑
想
に
つ
い
て
の
彼
の
記
述
に
、
宗
教
に
対
す
る
彼
の
態
度
の
一
端

が
見
て
取
れ
る
。
と
い
う
の
も
瞑
想
と
い
う
心
的
状
態
の
「
純
粋
な
観
察
」

に
お
い
て
は
宗
教
や
価
値
観
等
で
は
な
く
、
精
神
病
理
学
的
に
思
惟
さ
れ

う
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
お
い
て
、「
現

在
の
目
的
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
も
の
（
例
え
ば
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト

教
的
な
も
の
）
を
省
略
し
よ
う
）
12
（

」
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
は
同
書
の
「
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
報
告
）
13
（

」
に
お
け
る
一
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
著
作
の
引
用
中
、
極
力
心
的
状
態
に
関
す
る
観
察
が
主
と
さ
れ
「
キ

リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」
に
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
態
度

は
仏
陀
の
瞑
想
に
つ
い
て
「
純
粋
に
観
察
」
す
る
こ
と
と
通
じ
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
「
我
々
の
一
般
的
な
人
間
的
構
造
と
能
力

性
に
訴
え
か
け
る
哲
学
的
世
界
像
と
は
対
照
的
に
、
世
界
領
域
の
多
様
性

は
意
識
状
態
の
多
様
性
に
起
因
し
う
る
）
14
（

」
と
い
う
例
と
し
て
引
用
さ
れ
た

ベ
ッ
ク
の
言
う
「
仏
陀
の
瞑
想
」
が
ど
の
よ
う
に
「
精
神
病
理
学
的
」
に

思
惟
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
内
に
は
具
体
的
な
言

及
が
な
い
も
の
の
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
世
界
観
の
心
理
学
』
以
前
の
著
作
で

あ
る
『
精
神
病
理
学
総
論
）
15
（

』
に
お
け
る
〈
偽
幻
覚
〉（Pseudohalluzination

）

と
い
う
症
状
に
、
筆
者
は
着
目
し
て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
と
真
性

幻
覚
が
「
真
の
知
覚
に
基
づ
き
そ
れ
を
変
革
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、（
そ
の
知
覚
と
は
関
係
な
く
）
全
く
新
た
に
発
生
し
た
）
16
（

」
実
物
的

っ
て
近
づ
き
う
る
範
囲
で
、
そ
の
限
界
を
歩
測
（Abschreiten

）
す
る

こ
と
で
あ
る
）
5
（

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
了
解
し
う
る
範
囲
に
接
近
す
る

こ
と
に
つ
い
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
繰
り
返
し
「
純
粋
な
観
察
（bloße 

Betrachtung
）」と
呼
称
す
る）

6
（

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
察
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
「
直
接
体
験
的
現
実
（unm

ittelbare Erlebnisw
irklichkeit

）
か
ら

明
確
な
も
の
を
取
り
出
し
）
7
（

」、「
そ
れ
に
意
識
外
の
も
の
（Außerbew

ußtes

）

を
付
け
加
え
て
思
惟
す
る
（denken

）」）
8
（

こ
と
が
『
世
界
観
の
心
理
学
』

に
お
け
る
目
的
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ベ
ッ
ク
の
『
仏

教
』
を
元
に
仏
陀
の
瞑
想
に
つ
い
て
純
粋
に
観
察
し
た
の
で
あ
る
。

「
個
々
の
意
識
領
域
（Bew

ußtseinssphäre

）
は
規
定
さ
れ
た
世
界

領
域
（W

eltsphäre

）
と
し
て
同
時
に
現
れ
る
。『
意
識
段
階
』

（Bew
ußtseinsstufe

）
と
『
世
界
』
あ
る
い
は
『
世
界
領
域
』
と
い

う
概
念
は
仏
教
に
お
い
て
完
全
に
互
い
の
中
へ
移
転
し

（übergehen

）
合
い
、
そ
し
て
仏
陀
が
見
か
け
上
あ
ま
り
に
も
幻
想

的
な
仕
方
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
『
世
界
領
域
』
に
つ
い
て
説
い
て

い
る
全
て
の
も
の
は
、
ま
さ
に
（
引
用
元
の
当
該
箇
所
に
記
述
さ
れ

て
い
る
）
瞑
想
的
意
識
（das m

editative Bew
ußtsein

）
の
経
験
に

関
係
し
て
い
る
。）

9
（

」

前
記
の
引
用
は
『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
お
け
る
唯
一
の
ベ
ッ
ク
か
ら
の

引
用
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
『
仏
教
』
に
お
け
る
「
瞑
想
」
の
章
に
典

拠
が
あ
る
。
ベ
ッ
ク
は
瞑
想
に
よ
り
意
識
段
階
を
経
る
に
つ
れ
て
そ
れ
に

応
じ
た
諸
世
界
領
域
が
現
れ
る
こ
と
を
説
く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
記
述

を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
部
分
的
に
は
あ
る
一
定
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「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
タ
イ
プ
は
例
え
ば
あ
ら
ゆ
る
価
値
と
意
味
を
廃
絶

し
、
単
に
意
味
と
価
値
の
な
い
現
実
性
の
肯
定
に
固
執
す
る
一
方
、

も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
そ
の
現
実
性
を
保
持
し
え
ず
廃
絶
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
見
出
す
、
と
い
う
の
も
そ
の
現
実
性
が
価
値
と
意
味
の
立

場
か
ら
い
か
な
る
仕
方
で
も
正
当
化
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
者

の
価
値
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（W

ertnihilism
us

）
は
例
え
ば
実
践
的
な
唯

物
論
に
よ
っ
て
、
他
方
の
存
在
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（Seinsnihilism

us

）

は
仏
教
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。）
23
（

」

こ
の
よ
う
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
類
型
を
「
価
値
」
と
「
存
在
」

の
二
つ
に
分
け
て
前
者
に
唯
物
論
、
後
者
に
仏
教
を
代
表
さ
せ
て
い
る

が
、
こ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
言
説
が
ベ
ッ
ク
の
『
仏
教
』
中
に
見
出
さ
れ
る
。

「
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
神
々
、
超
感
覚
的
世
界
、
超
感
覚
的
能
力
、
よ

り
高
次
の
認
識
等
々
、
こ
れ
ら
は
西
欧
の
唯
物
論
的
思
惟

（m
aterialistisches D

enken

）
に
と
っ
て
虚
無
（N

ichts

）、
空
虚
な

妄
想
（leerer W

ahn

）
で
あ
る
（
同
様
に
仏
教
に
と
っ
て
そ
の
唯
物

論
的
思
惟
が
空
虚
な
妄
想
で
あ
る
）。）
24
（

」

こ
こ
で
ベ
ッ
ク
は
唯
物
論
と
仏
教
を
対
比
し
、
双
方
に
と
っ
て
他
方
が

「
虚
無
」
と
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
み
な

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
先
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
ベ
ッ
ク
の
引

用
か
ら
し
て
、
偶
然
ベ
ッ
ク
及
び
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
両
者
が
と
も
に
「
虚
無
」

に
関
し
て
唯
物
論
と
仏
教
を
対
比
さ
せ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
筆
者

と
し
て
は
や
は
り
ベ
ッ
ク
の
『
仏
教
』
か
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
仏
陀
及
び
仏

教
徒
の
瞑
想
に
お
け
る
心
的
状
態
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
す
る
着
想
を
得
た
と

（leibhaftig

）
な
妄
覚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
偽
幻
覚
は
「
実
物
性
を
欠

き
主
観
的
空
間
の
内
部
に
現
象
す
る
）
17
（

」
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
そ
れ
を

「
内
部
の
目
（innere Augen

）」
が
見
る
と
い
う
。
前
記
の
ベ
ッ
ク
か
ら

の
引
用
に
関
す
る
節
に
お
い
て
、
神
話
的
世
界
観
の
よ
う
な
特
殊
な
経
験

を
「
内
部
の
視
力
（inneres Sehverm

ögen

）」
が
見
る
と
の
記
述
が
あ

り
）
18
（

、
こ
の
精
神
現
象
が
妄
覚
に
お
け
る
〈
偽
幻
覚
〉
を
連
想
さ
せ
る
。
そ

の
他
に
も
瞑
想
が
達
す
る
高
次
の
段
階
が
「
形
な
き
領
域
（Sphäre des 

Form
losen

）」
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
領
域
に
現
れ
る

神
々
が
色
彩
の
表
象
を
有
す
る
な
ど
と
ベ
ッ
ク
が
記
述
し
て
い
る
こ
と
に

対
し
）
19
（

、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
偽
幻
覚
に
つ
い
て
そ
れ
が
「
客
観
的
性
質

（Charakter der O
bjektivität

）
を
持
た
な
い
）
20
（

」
も
の
の
「
色
鮮
や
か
な
色

彩
（Farbe

）」
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
病
理
学

の
見
解
を
持
っ
て
い
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ら
『
仏
教
』
を
読
ん
で
仏
陀
の
瞑

想
を
純
粋
に
観
察
し
、
そ
れ
を
〈
偽
幻
覚
〉
と
思
惟
し
た
と
し
て
も
そ
れ

ほ
ど
的
外
れ
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　次
に
着
目
す
る
箇
所
は
、『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
お
い
て
仏
教
に
対

し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

関
し
て
は
仏
教
に
近
い
側
か
ら
批
判
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
研

究
の
方
面
か
ら
彼
の
仏
教
理
解
の
至
ら
な
さ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
も
多
い
）
22
（

。
し
か
し
同
時
に
筆
者
と
し
て
は
こ
こ
に
も
ベ
ッ
ク
受
容
の
痕

跡
を
見
出
す
。
仏
教
学
者
で
あ
る
ベ
ッ
ク
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
言
及
し
て
い

る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
触
れ
て
い
る
箇
所

に
ベ
ッ
ク
の
名
が
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。



132

二

　仏
陀
論
に
見
ら
れ
る
哲
学
的
信
仰

　
　│
意
識
変
革
と
戒
律

　戦
後
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
世
界
哲
学
・
宗
教
哲
学
・
哲
学
史
を
志
向
し
、

古
今
東
西
を
問
わ
ず
「
人
類
の
哲
学
の
教
師
」
と
し
て
哲
学
・
思
想
家
に

と
ど
ま
ら
ず
、
数
多
く
の
宗
教
の
開
祖
、
宗
教
家
、
神
学
者
等
も
そ
の
内

に
含
め
て
『
大
哲
学
者
た
ち
』
を
著
し
た
。
そ
し
て
そ
の
内
に
彼
の
「
仏

陀
論
」
が
あ
る
。『
世
界
観
の
心
理
学
』
当
時
と
は
異
な
り
、
彼
が
哲
学

に
転
向
以
後
で
あ
る
た
め
仏
教
（
仏
陀
）
観
に
差
異
が
あ
っ
て
然
る
べ
き

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
ベ
ッ
ク
が
名
指
し
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

当
然
ベ
ッ
ク
の
『
仏
教
』
の
受
容
の
仕
方
自
体
に
も
差
異
が
見
ら
れ
る
。

し
か
も
単
に
同
一
著
作
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、『
大
哲
学
者
た
ち
』
で

も
仏
陀
の
「
瞑
想
」
に
関
し
て
ベ
ッ
ク
の
名
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

注
目
に
値
す
る
。

「
例
え
ば
世
界
の
諸
段
階
に
つ
い
て
の
教
説
が
ど
の
よ
う
に
、
そ
の

都
度
新
た
な
超
感
覚
的
世
界
が
そ
こ
に
現
れ
る
と
い
う
、
瞑
想
の
諸

段
階
の
経
験
（Erfahrung der Stufen der M

editation

）
の
内
に
そ

れ
の
対
応
す
る
も
の
を
有
し
て
い
る
の
か
が
見
ら
れ
る
。）
26
（

」

『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
お
け
る
ベ
ッ
ク
か
ら
の
引
用
と
前
記
の
『
大
哲

学
者
た
ち
』
に
お
け
る
言
説
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
一
見
し
て
ほ
ぼ
同
義

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
と
同
様
に
後
者
に
お
い
て
も
瞑
想
と
は
一

種
の
意
識
変
革
で
あ
り
、
そ
の
意
識
段
階
に
応
じ
た
「
超
感
覚
的
世
界
」

が
現
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
瞑
想
が
異
常
心
理
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

見
て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
存
在
（Sein

）、
価
値

（W
ert

）、
意
味
（Sinn

）
等
を
一
様
に
無
い
も
の
と
体
験
す
る
虚
無
へ
の

意
志
（W

ill zum
 N
ichts

）
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て）
25
（

、
ベ
ッ
ク
の

言
説
に
お
け
る
唯
物
論
と
仏
教
が
と
も
に
「
虚
無
へ
の
意
志
」
と
い
う
心

的
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
も
十
分
に

あ
り
え
る
。
そ
し
て
彼
が
仏
陀
の
瞑
想
を
「
精
神
病
理
学
的
に
」
思
惟
し

た
こ
と
と
同
様
に
、
そ
の
心
的
状
態
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
た
こ
と
に
お
い

て
も
や
は
り
宗
教
的
な
も
の
を
排
す
る
こ
と
に
よ
る
、
心
的
状
態
の
「
純

粋
な
観
察
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
彼
が
仏
教
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

と
思
惟
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、
仏
教
に
関
す
る
具
体
的
な
面
の
言
及

が
見
出
さ
れ
ず
、
い
か
な
る
典
拠
か
ら
こ
の
よ
う
な
着
想
に
至
っ
た
か
が

筆
者
に
と
っ
て
も
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
仏
陀

の
瞑
想
を
純
粋
に
観
察
し
、
そ
れ
を
「
精
神
病
理
学
的
」
及
び
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
で
あ
る
と
思
惟
し
た
こ
と
に
、
ベ
ッ
ク
が
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
と

推
測
で
き
る
。

　こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
観

察
」
と
「
精
神
病
理
学
的
」
及
び
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
す
る
思
惟
が
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
仏
教
に
関
す
る
限
界
で
あ
っ
て
も
仏
教
に
対
す
る
批
判
を
示
す

も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
来
『
世
界
観
の
心
理
学
』
と
い
う
著
作

自
体
が
「
純
粋
な
観
察
」
に
よ
る
精
神
の
類
型
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
ヤ
ス

パ
ー
ス
自
身
が
直
接
に
仏
教
研
究
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ

の
点
で
ベ
ッ
ク
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
与
え
た
影
響
が
強
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
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的
な
箇
所
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
油
断
な
き
思
慮
」
に
つ
い
て

ベ
ッ
ク
に
も
同
一
の
表
現
が
あ
り
、
そ
の
章
が
「
戒
律
」
の
章
で
あ
る
こ

と
が
注
目
に
値
す
る）
29
（

。
と
い
う
の
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
『
世
界
観
の
心
理
学
』

に
お
い
て
、『
仏
教
』
に
関
し
て
瞑
想
の
心
的
状
態
以
外
ほ
と
ん
ど
触
れ

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
心
的
な
状
態
に
対
す

る
純
粋
な
観
察
」
と
い
う
方
法
論
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
瞑
想
と
い
う
心
的
状
態
に
と
っ
て
は
外
部
で
あ
る
、
修
行
者
の
生
活

態
度
や
戒
律
な
ど
は
『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
が
『
大
哲
学
者
た
ち
』
に
お
い
て
は
、
前
記
の
引
用
に
も

あ
る
よ
う
に
「
生
活
指
針
と
そ
の
清
浄
さ
」
が
瞑
想
の
前
提
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
ベ
ッ
ク
は
こ
の
「
油
断
な
き
思
慮
（
正
念

正
知
、satisam

pajañña

）」
に
つ
い
て
、「
そ
れ
を
仏
陀
は
修
行
者
た
ち

に
推
奨
し
て
飽
く
こ
と
の
な
い
だ
ろ
う）
30
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
普
段
の
生
活

に
お
い
て
常
に
そ
れ
を
伴
わ
せ
る
こ
と
を
修
行
者
の
努
め
と
す
る
の
で
あ

る
。
中
部
経
典
（M

ajjhim
anikaya

）
に
お
い
て
は
「
八
正
道
の
第
七
段

階
で
あ
る
正
念
（sam

m
āsati

）
に
（
こ
の
正
念
正
知
と
）
類
似
し
た
説
明

が
な
さ
れ
）
31
（

」、
こ
の
戒
律
が
八
正
道
の
形
式
の
内
に
正
し
い
瞑
想
の
前
に

置
か
れ
る
そ
の
前
段
階
と
し
て
仏
教
に
お
い
て
特
に
深
い
意
味
を
持
っ
て

い
る
と
ベ
ッ
ク
は
語
る
。
そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
ベ
ッ
ク
に
な
ら
っ
て
そ

の
「
油
断
な
き
思
慮
（
正
念
正
知
）」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
以
上
、

瞑
想
と
そ
れ
と
の
相
互
補
完
性
を
認
め
て
い
る
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る

し
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
挙
げ
た
ベ
ッ
ク
の
言
説
を
目
に
し
て
い
な
い
筈

は
な
い
。

と
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
救
い
を
も
た
ら
す
真
の
智
慧

（das rechte W
issen

）
は
こ
の
意
識
変
革
と
瞑
想
の
段
階
に
関
係
す
る
と

あ
る）
27
（

。
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
単
に
ベ
ッ
ク
の
『
仏
教
』
を
肯
定
的
に
捉

え
直
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
筆
者
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
〈
哲
学
的
信
仰
〉

（der philosophische G
laube

）
を
見
て
取
る
。
そ
れ
は
彼
の
戦
後
に
お
け

る
宗
教
哲
学
で
あ
り
、
主
観
・
客
観
を
包
括
す
る
〈
包
括
者
〉（das 

U
m
greifende

）
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
一
神
教
に
お
け
る
絶
対
他
者

に
対
す
る
啓
示
信
仰
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
さ
が
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
の
包

括
者
信
仰
は
信
仰
の
主
観
面
と
客
観
面
の
両
者
を
包
括
す
る
も
の
で
あ

る
。
実
際
に
『
大
哲
学
者
た
ち
』
に
お
け
る
ベ
ッ
ク
に
言
及
し
た
箇
所
を

見
る
と
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
お
い
て
の
よ
う
な
瞑

想
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
の
戒
律
（rechtes Verhalten

）
に
関

し
て
も
触
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
こ
と
が
包
括
者
に
対
す
る
哲
学
的
信
仰

を
想
起
さ
せ
る
。

「
こ
こ
で
仏
陀
と
仏
教
の
瞑
想
（
ハ
イ
ラ
ー
、
ベ
ッ
ク
）
は
手
短
に

の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
…
…
瞑
想
は
そ
れ
自
体
と
し
て
成
功
す
る

い
か
な
る
技
法
で
も
な
い
。
自
己
の
意
識
状
態
を
方
法
的
に
操
り
、

あ
る
一
つ
を
呼
び
出
し
、
他
方
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
正
し
い
前
提
も
な
く
瞑
想
を
試
み
る
者
を
破
滅
さ

せ
る
。
こ
の
前
提
と
は
全
生
活
指
針
（Lebensfuhrung

）
と
そ
の
清

浄
さ
で
あ
る
。
こ
の
生
活
指
針
に
お
い
て
高
き
瞬
間
は
『
油
断
な
き

思
慮
（w

achsam
e Besonnenheit

）』
で
あ
る
。）
28
（

」

こ
こ
で
は
ベ
ッ
ク
と
名
指
し
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
典
拠
に
関
し
て
具
体
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る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
解
脱
を
目
指
す
洞
見
」
と
は
苦
の
原
因
た

る
〈
無
明
〉
と
い
う
無
知
を
断
ず
る
た
め
の
知
識
で
あ
り
、
単
な
る
悟
性

知
で
は
な
い
も
の
の
決
し
て
悟
性
的
思
惟
を
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
仏
陀
の
説
く
真
理
は
瞑
想
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
思
惟
の
方
法
や
生
活
態
度
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
）
37
（

」
と

し
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
及
び
生
活
態
度
と
い
っ
た
信
仰
に
お
け
る
主
客
の

両
面
の
同
時
に
相
並
ん
で
働
く
こ
と
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
仏
陀
論
」
の
内

に
草
薙
は
見
て
い
る
。

　今
回
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
ベ
ッ
ク
受
容
の
変
遷
に
伴
う
仏
陀
観
の
変
遷
を
見

て
み
た
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
た
こ
と
は
当
然
彼
の
仏
教
理
解
の
深
ま
り
も

あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
彼
の
立
場
に
応
じ
た
『
仏
教
』
の
受
け
入
れ
方
の

差
異
で
あ
る
。『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
し
ろ
、『
大
哲
学
者
た
ち
』
に
し

ろ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
関
心
の
中
心
が
「
瞑
想
」
の
章
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
彼
が
『
仏
教
』
の
内
容
に
ど
こ
ま
で
精
通
し
て
い
た
か
は
想
像

す
る
し
か
な
い
が
、
唯
物
論
と
仏
教
と
の
対
比
も
ベ
ッ
ク
が
基
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
彼
は
決
し
て
「
瞑
想
」
の
章
し
か
読
ん
で
い
な
い
と
は
言

い
切
れ
な
い
（
そ
れ
は
最
後
の
「
解
脱
」
の
章
に
見
ら
れ
る
）。
た
だ
『
世

界
観
の
心
理
学
』
に
お
い
て
は
「
純
粋
な
観
察
」
と
「
心
的
状
態
の
類
型
」

と
い
う
目
的
か
ら
、
宗
教
的
な
も
の
を
省
略
す
る
こ
と
が
彼
の
自
ら
に
課

し
た
制
限
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
『
大
哲
学
者
た
ち
』

に
お
い
て
は
「
世
界
哲
学
」
の
構
想
の
も
と
に
仏
陀
も
哲
学
の
教
師
の
一

人
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
仏
陀
の
説
く
戒
律
が
正
し
い
瞑
想
の
前
提
で

「
私
が
信
仰
の
主
観
面
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
そ
こ
に
残
る
の
は
信

心
深
さ
と
し
て
の
信
仰
で
あ
り
、
い
わ
ば
た
だ
自
分
自
身
だ
け
を
信

じ
て
い
る
よ
う
な
対
象
な
き
信
仰
で
あ
り
、
信
仰
内
容
と
い
う
本
質

的
な
確
信
を
欠
い
た
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
信
仰
の
客
観

面
の
み
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
残
る
の
は
対
象
と
し
て
の

信
仰
内
容
、
す
な
わ
ち
信
条
や
教
義
や
恒
常
的
存
立
物
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
生
命
の
な
い
も
の
と
し
て
の
信
仰
内
容
の
み
で
あ
る
。）
32
（

」

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
『
哲
学
的
信
仰
』
に
お
い
て
「
信
仰
の
主
観
面
と
客
観
面

は
一
つ
の
全
体
を
な
し
て
い
る）
33
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
「
仏
陀

論
」
を
見
て
み
る
と
、
瞑
想
（
信
心
、
主
観
）、
戒
律
（
教
義
、
客
観
）

と
い
う
図
式
を
想
定
で
き
る
。「
信
仰
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
こ
の
よ
う

な
主
観
と
客
観
を
包
括
す
る
も
の
を
念
頭
に
置
く
）
34
（

」
と
あ
る
が
、
奇
し
く

も
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ベ
ッ
ク
を
引
用
し
て
い
る
「
教
法
と
瞑
想
」
の
章
に
お

い
て
〈
包
括
者
〉
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
言
表
し
う
る
い

か
な
る
知
識
内
容
に
も
な
ら
な
い
包
括
者
の
う
ち
に
（
瞑
想
と
道
徳
的
行

為
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
）
こ
の
教
え
が
編
み
こ
ま
れ
て
い
る）
35
（

」
と

あ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
「
仏
陀
論
」
に
お
い
て
包
括
者
に
対
し
て
の
哲
学

的
信
仰
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ

の
点
か
ら
す
れ
ば
瞑
想
と
教
法
と
を
そ
れ
ぞ
れ
信
仰
の
主
観
面
と
客
観
面

と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
草
薙
も
こ
の
よ
う
な
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
仏
陀
論
の
内
に
哲
学
的
信
仰
を
見
て
取
り
、「
仏
陀
の
教
え
は
洞
見

に
よ
っ
て
解
脱
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
…
…
こ
の
仏
陀
の
洞
見
に
対
す
る

信
仰
は
、
彼
が
〈
哲
学
的
信
仰
〉
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
ろ
う
）
36
（

」
と
評
し
て
い
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