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一
　
本
論
の
目
的

　
ベ
ル
ク
ソ
ンH

enri-Louis Bergson

（
一
八
五
九
│
一
九
四
一
）
は
、

生
涯
を
通
じ
て
精
神
や
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
の

思
想
は
し
ば
し
ば
唯
心
論
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
実
際
、
前
期
の
代
表
作

で
あ
る
『
物
質
と
記
憶 M

atière et m
ém
oire

』（
一
八
九
六
年
）
に
お

い
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る（
１
）。

一
方
、
後
期
の
代
表
作
で
あ
る
『
創
造

的
進
化L’ évolution créatrice

』（
一
九
〇
七
年
）
と
『
道
徳
と
宗
教
の

二
源
泉 Les deux sources de la m

orale et de la religion

』（
一
九
三

二
年
）（
以
下
、『
二
源
泉
』
と
略
）
に
お
い
て
は
、
意
識
あ
る
い
は
生
命

が
物
質
と
相
反
す
る
流
れ
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
対
立
す
る
両
者
が
衝

突
す
る
中
で
生
命
体
が
生
ま
れ
、
宗
教
も
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
物
質
の
抵
抗
に
逆
ら
っ
て
進
化
し
よ
う
と
す
る
生
命
体

の
根
源
に
見
た
力
が
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ルélan vital

」
す
な
わ
ち
生

命
の
躍
動
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
化
を
完
成
へ
と
導
く
偉
大
な
神
秘
家
た
ち

の
根
源
に
見
た
力
が
「
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ルélan d’

am
our

」
す
な
わ

ち
愛
の
躍
動
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
世
界
観
を
有
す
る
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
苦
し
み
の
原
因
を
ど
こ
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、『
創

造
的
進
化
』
と
『
二
源
泉
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
一
方
、
仏
教
で
は
、
そ
の
最
初
期
か
ら
心
に
つ
い
て
深
い
分
析
を
行
っ

て
お
り
、
苦
し
み
の
原
因
と
し
て
は
初
期
仏
教
以
来
、
十
二
因
縁（
２
）が

説
か

れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
苦
し
み
の
原
因
が
十
二
の
因
果
の
系
列
で
説
明
さ

れ
て
お
り
、
中
で
も
第
一
原
因
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「
無む

み
ょ
う明

（avidyā

）」

と
い
う
真
理
に
対
す
る
無
知
で
あ
る
。
で
は
、
大
乗
仏
教
が
生
ん
だ
唯
心

論
哲
学
で
あ
る
唯
識vijñapti-m

ātratā

で
は
、
苦
し
み
の
原
因
は
ど 

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
唯
識
の
代
表
的
な

論
書
で
あ
る
ア
サ
ン
ガAsan

4ga

（
無む
じ
ゃ
く著

、
無
着
）
の
『
摂
大
乗
論

M
ahāyāna-sam

4graha

』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

〈
研
究
論
文
９
〉

近
　
藤
　
伸
　
介
　

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
唯
識
が
語
る
苦
の
源
泉

│
苦
し
み
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
い
か
に
克
服
さ
れ
る
の
か

│
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ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
語
っ
た
次
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

【
２
】 

原
罪
、
私
は
そ
れ
を
理
解
す
る
に
至
れ
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る

過
ち
は
我
々
に
由
来
し
、
そ
れ
が
我
々
に
由
来
す
る
程
度
に
お
い
て

の
み
我
々
に
帰
せ
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
知
ら
な
い
先
祖
の
罪
に
よ
っ

て
、
我
々
の
責
任
が
問
わ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
先
祖
の
犯

し
た
過
ち
が
、
我
々
に
帰
せ
ら
れ
得
る
の
だ
ろ
う
。
私
は
時
間
の
理

論
で
そ
の
難
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
め
た
が
無
駄
だ
っ
た
。
解
決
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。（Jacques Chevalier, Entretiens avec Bergson, 

Paris, Plon, 1959, p.159

）

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
遠
い
昔
の
先
祖
の

罪
が
な
ぜ
我
々
に
帰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
理
解
で
き
な
い
、

と
語
っ
て
い
る
。
人
類
の
苦
し
み
の
原
因
が
彼
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
彼
は
原
罪
の
問
題
を
合
理
的
に
理
解
し

よ
う
と
努
力
し
た
が
徒
労
に
終
わ
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が

語
ら
れ
た
の
は
、『
二
源
泉
』
の
出
版
と
同
じ
一
九
三
二
年
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
二
源
泉
』
に
お
い
て
、
彼
独
自
の
視
点
か
ら
原

罪
と
は
異
な
る
苦
し
み
の
原
因
を
見
出
し
て
い
る
。

三
　
物
質
の
過
剰

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
よ
く
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
（
楽
観
主
義
者
）
と
評
さ
れ
る
。

し
か
し
『
創
造
的
進
化
』
と
『
二
源
泉
』
を
見
る
限
り
、
彼
に
は
こ
の
世

界
を
悲
観
的
に
見
て
い
る
面
が
確
か
に
存
在
す
る
。
一
例
と
し
て
、『
二

源
泉
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
以
上
、
本
論
は
、
唯
心
論
と
い
う
共
通
要
素
を
有
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲

学
と
唯
識
の
両
思
想
が
語
る
苦
し
み
の
原
因
と
、
さ
ら
に
そ
の
克
服
に
つ

い
て
考
察
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
原
罪
の
否
定

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
最
後
の
大
著
で
あ
る
『
二
源
泉
』
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉

か
ら
始
ま
る
。

【
１
】
禁
断
の
果
実
の
思
い
出
は
、
我
々
各
自
の
記
憶
の
中
で
最
も

古
い
も
の
で
あ
り
、
人
類
〔
全
体
〕
の
記
憶
の
中
で
も
同
様
で
あ
る
。

も
し
こ
の
思
い
出
が
、
我
々
が
よ
り
立
ち
戻
り
た
い
他
の
思
い
出
た

ち
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
で

あ
ろ
う
。（M

R, 981/1

）

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
禁
断
の
果
実
の
物
語
、
す
な
わ
ち
ア
ダ
ム
と
イ

ヴ
が
神
の
命
令
に
背
い
て
禁
断
の
果
実
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
創
世

記
の
物
語
が
、
人
類
の
最
も
古
い
記
憶
と
し
て
各
人
の
中
に
刻
ま
れ
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
類
が
初
め
て
犯
し
た
罪
、
す
な
わ
ち
原
罪

で
あ
り
、
こ
の
罪
に
よ
っ
て
人
類
の
祖
で
あ
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
は
楽
園
を

追
放
さ
れ
、
神
か
ら
苦
し
み
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
彼
ら
の
子
孫
で
あ
る

す
べ
て
の
人
類
も
ま
た
、
原
罪
に
由
来
す
る
苦
し
み
の
中
に
生
き
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
晩
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
傾

倒
し
て
お
り
、『
二
源
泉
』
を
発
表
し
た
当
時
は
、
す
で
に
信
仰
上
は
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
苦
し
み
の
原
因
に
関

し
て
は
、
彼
は
原
罪
説
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
弟
子
の
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つ
のm

odus vivendi

〔
生
存
様
式
あ
る
い
は
妥
協
案
〕
が
生
じ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
さ
に
有
機
組
織
で
あ
る
。（EC, 707/250

）

【
６
】
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
が
伝
達
す
る
運
動
は
、
あ
る
時
は
逸
脱

し
、
あ
る
時
は
分
裂
し
、
常
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
有
機
的
世
界

の
進
化
と
は
こ
の
戦
い
の
展
開
に
他
な
ら
な
い
。（EC, 710/254

│

255

）

【
７
】
人
間
と
共
に
、
意
識
は
鎖
を
打
ち
砕
く
。
人
間
に
お
い
て
、

人
間
に
お
い
て
の
み
、
意
識
は
自
ら
を
解
放
す
る
。
そ
こ
に
至
る 

ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
歴
史
は
、
物
質
を
持
ち
上
げ
る
た
め
の 

意
識
の
努
力
の
歴
史
で
あ
り
、
ま
た
意
識
の
上
に
落
下
し
た
物
質 

が
意
識
を
多
少
と
も
完
全
に
押
し
つ
ぶ
し
た
歴
史
で
あ
っ
た
。（EC, 

719/264

）

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
物
質
と
の
衝
突
の
中
で
、
生
命
体

は
困
難
な
道
を
た
ど
り
な
が
ら
進
化
し
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
困
難
の
理

由
は
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
の
力
が
有
限
で
、
物
質
を
有
利
に
利
用
で
き

る
ほ
ど
十
分
に
強
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

【
８
】
も
し
生
命
に
内
在
す
る
力
が
無
限
の
力
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ

れ
は
お
そ
ら
く
本
能
と
知
性
を
同
じ
有
機
体
に
お
い
て
果
て
し
な
く

発
展
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
す
べ
て
の
事
柄
が
、
こ
の
力
が
有

限
で
、
発
現
す
る
や
い
な
や
尽
き
て
し
ま
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
時
に
多
数
の
方
向
に
お
い
て
遠
く
ま
で
行
く

こ
と
は
、
こ
の
力
に
は
難
し
い
。（EC, 615/142

）

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
理
想
と
す
る
生
命
体
の
在
り
方
は
、
一
つ
の
個
体
の
中

【
３
】
我
々
の
苦
し
み
は
、
我
々
が
そ
れ
を
思
い
返
す
こ
と
で
、
果

て
し
な
く
延
長
さ
れ
、
増
大
す
る
。
と
も
か
く
、〔
神
の
立
場
か
ら

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
害
悪
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
〕
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

『
弁
神
論Théodicée

』
に
数
節
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
我
々
は
そ
れ
を
し
た
い
と
は
全
く
思
わ
な
い
。
哲
学
者

は
自
分
の
部
屋
で
一
人
、
こ
の
種
の
思
索
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
自
分
の
子
の
死
を
目
の
当
た
り
に
し
た
母
親
を
前

に
し
て
、
彼
は
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
。
否
、
苦
悩
は
恐
る
べ
き
現
実

で
あ
る
。
そ
し
て
、
害
悪
を
実
際
に
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
帰
し
て
も

な
お
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
害
悪
を
よ
り
小
さ
な
善
と
し
て
定
義
す
る

こ
と
は
、
耐
え
難
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
で
あ
る
。（M

R, 1197/277

）

　
こ
う
し
た
言
葉
か
ら
、
彼
が
た
だ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
で
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
生
命
体
の
在
り
方
も
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
理
想
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
彼
の
後
期
の
著
作
に

描
か
れ
た
現
象
世
界
は
、
生
命
と
物
質
と
い
う
二
つ
の
対
立
す
る
流
れ
が

衝
突
し
、
そ
の
中
で
生
命
体
が
生
じ
、
進
化
し
て
い
く
世
界
で
あ
る
。
彼

は
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

【
４
】
実
際
に
は
、
存
在
の
あ
る
流
れ
と
そ
れ
と
対
立
す
る
流
れ
と

が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
進
化
は
そ
こ
に
由
来
す

る
。（EC, 652/186

）

【
５
】
こ
れ
ら
二
つ
の
流
れ
の
内
、
第
二
の
も
の
〔
＝
物
質
〕
は
第

一
の
も
の
〔
＝
生
命
〕
に
逆
ら
う
が
、
第
一
の
も
の
は
そ
れ
で
も
第

二
の
も
の
か
ら
何
も
の
か
を
獲
得
す
る
。
そ
こ
か
ら
両
者
の
間
に
一
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ス
は
理
想
的
で
な
く
、
物
質
の
力
が
必
要
以
上
に
強
い
た
め
、
生
命
は
そ

の
本
来
の
力
で
あ
る
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
及
び
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
を
十

分
に
発
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
命
に
対
し
て
強
過
ぎ
る
物
質
の
せ

い
で
、
生
命
体
は
行
動
や
寿
命
を
制
限
さ
れ
、
人
間
は
様
々
な
苦
悩
や
不

幸
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命
に
対
す
る
「
物
質
の
過
剰
」

が
人
類
に
と
っ
て
さ
ら
な
る
進
化
を
妨
げ
、
苦
し
み
の
原
因
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
「
物
質
の
過
剰
」
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
見
出
し
た
苦
し
み
の

源
泉
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
障
害
を
克
服
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

で
あ
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
、
あ
ら
ゆ
る
苦

し
み
を
超
越
し
た
境
地
に
到
達
し
た
の
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
頂
点

と
す
る
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
で
あ
る
と
い
う
。

四
　
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う
苦
の
源
泉

　
徹
底
し
た
唯
心
論
で
あ
る
唯
識
で
は
、
現
象
世
界
の
す
べ
て
は
我
々
の

心
が
生
み
出
し
た
表
象
（vijñapti

識
）
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
。
よ
っ
て
、

そ
こ
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
よ
う
な
心
と
物
質
の
対
立
は
な
く
、
物
質

（rūpa

色し
き

）
も
表
象
の
一
部
で
あ
り
、
心
か
ら
独
立
し
た
物
質
は
存
在
し

な
い
。
唯
識
で
は
、
我
々
の
身
体
も
我
々
を
取
り
巻
く
環
境
も
、
そ
の
一

切
が
心
へ
と
還
元
さ
れ
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
唯
識
で
は
、
我
々
の
心
の
根

底
に
は
「
種し

ゅ
う
じ子

（bīja

）」
と
呼
ば
れ
る
潜
勢
力
を
蓄
積
し
た
「
ア
ー
ラ
ヤ

識
（ālayavijñāna

阿
頼
耶
識
）」
が
存
在
し
、
そ
の
種
子
か
ら
あ
ら
ゆ
る

表
象
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
我
々
の
心
身
も
現
象
世
界
の
一
切

も
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
種
子
か
ら
生
じ
る
表
象
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
を
生

で
、
本
能
と
知
性
の
両
方
が
果
て
し
な
く
発
展
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
物
質
に
対
抗
す
る
生
命
の
力
が
十
分
で
な
い

た
め
、
生
命
体
の
寿
命
は
有
限
と
な
り
、
そ
の
進
化
は
個
体
か
ら
個
体
へ

と
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
を
伝
え
、
少
し
ず
つ
そ
の
潜
勢
力
を
発
現
さ
せ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
生
命
と
物
質
が
理
想
的
な
バ
ラ
ン

ス
で
調
和
し
た
世
界
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

【
９
】
こ
れ
ら
〔
理
想
的
な
〕
世
界
の
各
々
で
は
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ

タ
ル
と
生な

ま

の
物
質
と
は
、
創
造
の
相
補
的
な
二
つ
の
側
面
を
な
し
、

生
命
は
物
質
の
お
か
げ
で
、
そ
の
細
分
化
を
経
て
〔
個
々
の
生
命
体

と
し
て
〕
区
別
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
生
命
が
自
ら
の
内
に
有
す
る

諸
力
も
、
そ
れ
ら
を
表
面
化
す
る
物
質
の
空
間
性
が
許
す
範
囲
で
、

共
に
一
体
を
成
し
た
ま
ま
で
い
る
だ
ろ
う
。（M

R, 1193/272

）

　
こ
う
し
た
理
想
的
な
世
界
で
は
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
と
物
質
は
互
い

に
補
い
合
っ
て
創
造
の
両
輪
と
な
り
、
生
命
は
物
質
の
貢
献
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
身
体
の
中
で
そ
の
様
々
な
潜
勢
力
を
顕
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な

る
と
い
う
。
し
か
し
、
現
実
世
界
で
は
こ
う
し
た
両
者
の
関
係
は
実
現
さ

れ
な
か
っ
た
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
続
け
る
。

【
10
】
こ
う
し
た
相
互
浸
透
は
、
我
々
の
惑
星
上
で
は
可
能
で
な
か

っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
か
ら
見
て
、
生
命
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て

こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
物
質
が
、
そ
の
〔
生
命
の
〕
エ
ラ
ン
を
利
す
る

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
と
は
、
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
。（M

R, 
1193/272

│273

）

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
象
世
界
に
お
け
る
物
質
と
生
命
の
バ
ラ
ン
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そ
れ
で
は
『
摂
大
乗
論
』
に
基
づ
い
て
、
無
明
に
つ
い
て
見
て
行
き
た

い
。
そ
こ
に
は
、
前
六
識
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
根
本
的
な
無
明
と
し
て

「
独
立
の
無
明
（āven

4ika-avidyā/m
a'dres pa yi m

a rig pa

不
共
無
明
）」

が
説
か
れ
て
い
る
。

【
12
】
真
如
の
意
味
へ
と
向
け
ら
れ
た
心
に
と
っ
て
、
障
害
と
な
る

も
の
が
常
に
現
起
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
独
立
の
無
明
と
さ
れ

る
。（D.4048.ri.4a7, P.5549.li.4b7

‒8

）

　
独
立
の
無
明
と
は
、
真
理
を
求
め
る
心
に
と
っ
て
、
常
に
障
害
と
な
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
無
明
は
、
前
六
識
の
意
識
と
は
別
の

意
識
と
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
。『
摂
大
乗
論
』
で
は
そ
の
意
識
を
「
汚

染
の
意
（klist4
4a-m

anas/nyon m
ongs pa can gyi yid 

染ぜ
ん
ま
い

汚
意
）」
と
呼
び
、

こ
れ
が
前
六
識
を
汚
染
す
る
依
り
所
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

【13

】〔
汚
染
の
意
は
、〕
無
明
と
常
に
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
れ
は

〔
前
六
〕
識
を
汚
染
す
る
依
り
所
で
あ
る
。〔
前
六
〕
識
は
第
一
の
依

り
所
〔
＝
ア
ー
ラ
ヤ
識
〕
に
よ
っ
て
生
起
し
、
第
二
〔
＝
汚
染
の
意
〕

に
よ
っ
て
汚
染
あ
る
も
の
と
さ
れ
、〔
前
六
識
は
〕
対
象
を
認
識
す

る
か
ら
識
で
あ
る
。（D.4048.ri.3b7

‒4a1, P.5549.li.4a6
‒7

）

　
こ
こ
で
は
、
汚
染
の
意
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
次
ぐ
第
二
の
依
り
所
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
無
明
と
常
に
結
び
付
い
て
前
六
識
を
汚
染
し
て
い
る

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
『
摂
大
乗
論
』
で
は
、
苦
し
み
の
根
本
原
因
で
あ

る
無
明
が
汚
染
の
意
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
汚
染
の
意
は
前

六
識
と
同
様
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
蓄
積
さ
れ
た
種
子
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ

る
。
よ
っ
て
、
唯
識
に
お
け
る
苦
し
み
の
原
因
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
無
明

む
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
自
分
と
い
う
存
在
の
依
り
所
、
す
な
わ
ち
存
在
基
盤
と

言
え
る
。『
摂
大
乗
論
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
11
】
略
説
す
れ
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
性
そ
の
も
の
は
、
一
切 

の
種
子
を
有
す
る
異
熟
識
（vipākavijñānasarvabījaka/rnam

 par 
sm
in pa'i rnam

 par shes pa sa bon tham
s cad pa

）
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
三
界
の
一
切
の
身
体
と
一
切
の
境
遇
（gati/'gro ba

）
が

包
摂
さ
れ
る
。（D.4048.ri.7a6

│7, P.5549.li.7b8

）

　
こ
こ
で
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
一
切
の
種
子
を
有
し
、
三
界
（
欲
界
・
色
界
・

無
色
界
）
の
す
べ
て
の
身
体
と
境
遇
を
そ
の
内
に
含
む
、
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
存
在
基
盤
が
心
の
根
底
に
存
在
す
る
と
唯
識
は
説
く
。

　
仏
教
で
は
、
無
常
な
る
も
の
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
現
象
世
界
の

す
べ
て
は
苦
し
み
で
あ
る
（
一
切
皆
苦
）
と
説
か
れ
、
苦
し
み
の
原
因
と

し
て
十
二
因
縁
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
誰
も
が
避
け
得
な
い
「
老

死
（jarā-m

aran

4a

）」
と
い
う
苦
し
み
か
ら
そ
の
原
因
を
遡
っ
て
い
き
、

最
後
の
「
無
明
」
に
至
る
ま
で
、
十
二
の
因
果
の
系
列
に
よ
っ
て
苦
し
み

の
原
因
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
第
一
原
因
と
さ
れ
る
無
明
と

は
、「
四し

た
い諦

」
）
3
（

や
「
四
法
印（
４
）」

と
い
っ
た
、
仏
教
が
明
ら
か
に
し
た
真
理

に
対
す
る
無
知
を
意
味
す
る
。
す
べ
て
の
衆
生
は
こ
の
無
明
と
い
う
根
本

的
無
知
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
が
故
に
、
苦
し
み
の
生
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
。
そ
し
て
唯
識
で
は
、
こ
の
無
明
が
深
層
心
理
の
意
識
と
結
び

付
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
識
と
は
、
表
層
心
理
で
あ
る
前
六

識（
５
）の

中
の
意
識
（m

anovijñāna

）
と
は
別
に
立
て
ら
れ
、
後
に
第
七
識
の

「
マ
ナ
識
（m

anas

末
那
識
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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神
秘
主
義
の
貢
献
は
そ
こ
に
あ
る
。（
中
略
）
神
の
愛
と
は
神
に
属

す
る
何
も
の
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。（M

R, 
1189/267

）

　
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
神
と
は
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
愛
は
、
万
物
の
根
源
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
我
々
人
間

の
感
性
と
理
性
の
根
源
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
い
う
。

【
16
】
そ
の
よ
う
な
愛
は
、
そ
の
他
の
事
物
〔
の
根
源
に
あ
る
の
〕

と
同
様
に
、
感
性
と
理
性
と
の
ま
さ
に
根
源racine

に
あ
る
。
そ

の
愛
は
、
神
が
自
身
の
被
造
物
に
抱
く
愛
、
す
べ
て
を
創
造
し
た
愛

と
一
致
し
て
お
り
、
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
創
造
の
秘
密
を
打

ち
明
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
愛
は
道
徳
的
と
い
う
よ
り
、
遥
か
に
形

而
上
学
的
本
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
愛
は
神
の
助
け
を
伴
い
、
人

間
種
の
創
造
を
完
成
し
た
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
（M

R, 1174/248

）

　
人
間
と
い
う
種
を
完
成
へ
と
導
く
こ
う
し
た
愛
の
力
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ラ
ン
は
す
べ
て

の
人
間
、
す
べ
て
の
被
造
物
の
根
源
に
潜
在
す
る
が
、
そ
れ
を
顕
現
さ
せ
、

自
ら
の
内
で
働
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
者
こ
そ
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
で
あ

る
。
彼
ら
は
ま
ず
観
想
の
中
で
神
と
の
一
体
化
を
経
験
し
、
さ
ら
に
彼
ら

が
「
闇
夜nuit obscure

」
と
呼
ぶ
大
き
な
喪
失
感
を
経
て
、
つ
い
に
神

と
の
完
全
な
合
一
を
迎
え
る
と
い
う
。

【
17
】〔「
闇
夜
」
を
経
た
〕
今
、〔
神
秘
家
の
〕
魂
に
よ
っ
て
、
か
つ

魂
の
内
で
働
く
の
は
神
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
合
一
は
全
面
的
で
あ
り
、

従
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
れ
以
降
、
魂
に
と
っ
て
、
そ

と
結
び
付
い
た
汚
染
の
意
の
さ
ら
な
る
原
因
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
我
々
の
存
在
基
盤
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
こ
そ
、
唯
識
が
語

る
苦
し
み
の
源
泉
と
言
え
る
。

五
　『
二
源
泉
』
が
語
る
苦
し
み
の
克
服

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
苦
し
み
の
源
泉
が
「
物
質
の
過
剰
」
に
あ

る
と
す
れ
ば
、
苦
し
み
を
克
服
す
る
に
は
「
物
質
の
過
剰
」
に
起
因
す
る

障
害
を
生
命
が
突
破
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。『
二
源
泉
』
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
彼
ら
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

【
14
】
我
々
か
ら
見
て
、
神
秘
主
義
の
達
成
と
は
、
生
命
が
表
明
す

る
創
造
的
努
力
に
触
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
こ
の
努
力
と
部
分
的

に
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
努
力
は
、
も
し
そ
れ
が
神
そ
の
も

の
で
な
く
と
も
、
神
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
偉
大
な
神
秘
家
と
は
、

物
質
性
（m

atérialité

）
に
よ
っ
て
種
に
割
り
当
て
ら
れ
た
諸
限
界
を

飛
び
越
え
、
神
の
行
動
を
続
け
、
そ
う
し
て
延
長
し
て
い
く
個
性
で

あ
ろ
う
。
我
々
の
定
義
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（M

R, 1162/ 
233

）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
偉
大
な
神
秘
家
と
は
、
物
質
に
由
来
す
る
生
物
種
の

限
界
を
超
え
て
い
く
者
で
あ
り
、
神
に
由
来
す
る
創
造
的
努
力
を
続
け
る

者
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
神
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
神
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

【
15
】
神
は
愛
で
あ
り
、
ま
た
神
は
愛
の
対
象
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
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れ
る
も
の
と
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

六
　『
摂
大
乗
論
』
が
語
る
苦
し
み
の
克
服

　
唯
識
に
お
け
る
苦
し
み
の
源
泉
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
苦

し
み
を
克
服
す
る
に
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
対
治
し
、
最
終
的
に
消
滅
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。『
摂
大
乗
論
』
に
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
対
治
し
、

解
脱
に
導
く
因
と
し
て
「
聞も

ん
く
ん
じ
ゅ
う

熏
習
の
種し
ゅ
う
じ子

（śrutavāsanābīja/thos pa'i 
bag chags kyi sa bon

）」
あ
る
い
は
「
法ほ
っ
し
ん身
の
種
子
（dharm

akāyabīja/
chos kyi sku'i sa bon

）」
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
種
子
は
、
清
し
ょ
う
じ
ょ
う浄
法

界
か
ら
流
れ
出
た
仏
法
を
聞
く
こ
と
で
我
々
衆
生
の
心
に
熏
習
さ
れ
、
現

象
世
界
に
お
い
て
働
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
衆
生
に
と
っ
て
解
脱
へ
の

第
一
歩
と
な
る
の
だ
が
、『
摂
大
乗
論
』
に
よ
れ
ば
、
聞
熏
習
の
種
子
は
、

他
の
種
子
と
異
な
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
蓄
積
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
法

身
（dharm

akāya/chos kyi sku

）」
あ
る
い
は
「
解
脱
身
（vim

uktikāya/
rnam

 par grol ba'i lus

）」
に
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
。

【
20
】
そ
こ
で
、
聞
熏
習
の
種
子
は
、
下
等
も
中
等
も
上
等
も
、
法

身
の
種
子
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
対
治
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
自
体
で
は
な
い
し
、
世
間
で
あ

っ
て
も
、
世
間
を
超
え
た
極
め
て
清
浄
な
法
界
か
ら
流
れ
出
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
世
間
を
超
え
た
心
（lokottara-citta/'jig rten las 'das 

pa'i sem
s

）
の
種
子
と
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）〔
よ
っ
て
聞
熏
習

の
種
子
は
、〕
初
学
の
菩
薩
た
ち
に
と
っ
て
は
、
世
間
で
あ
っ
て
も
、

法
身
に
包
摂
さ
れ
、
ま
た
声
聞
や
独
覚
た
ち
に
と
っ
て
は
、
解
脱
身

れ
は
生
命
の
氾
濫
で
あ
る
、
と
言
お
う
。
そ
れ
は
計
り
知
れ
な
い
エ

ラ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
も
広
大
な
企
て
の
中
へ
と
魂
を
投
げ
出

す
、
抵
抗
で
き
な
い
衝
動
で
あ
る
。（M

R, 1172/245
‒6

）

　
こ
う
し
て
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
神
の
エ
ラ
ン
、
す
な
わ
ち
エ
ラ
ン
・
ダ

ム
ー
ル
は
、
今
や
神
秘
家
を
通
し
て
世
界
へ
溢
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。

【
18
】
神
秘
家
は
、
真
理
が
現
に
働
く
力
と
し
て
そ
の
源
泉
か
ら
自

身
の
内
へ
と
流
れ
込
む
の
を
感
じ
た
。
太
陽
が
そ
の
光
を
放
出
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
神
秘
家
は
そ
の
真
理
を
広
げ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。（
中
略
）
と
い
う
の
は
、
神
秘
家
を
焼
き
尽
く
し

て
い
る
そ
の
愛
は
、
も
は
や
単
に
人
間
が
神
に
抱
く
愛
で
は
な
く
、

神
が
す
べ
て
の
人
間
に
抱
く
愛
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
を
通
し
て
、
か

つ
神
に
よ
っ
て
、
神
秘
家
は
神
の
愛
で
全
人
類
を
愛
す
る
。（M

R, 
1173/247

）

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
生
命
は
物
質
の
抵
抗
を
乗
り
越
え
、
進
化
を
完
成
さ

せ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
の
顕
在
化
こ
そ
進

化
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
偉
大
な
神
秘
家
こ
そ
全
生
命
体
の

存
在
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
偉
大
な
神
秘
家
が
最
終
的
に
到
達
す
る
境
地

を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

【
19
】
快
楽
と
苦
痛
の
彼
方
に
位
置
し
た
、
神
秘
家
の
最
終
的
な
魂
の

状
態
で
あ
る
、
混
ざ
り
気
の
な
い
喜
び
が
存
在
す
る
。（M

R, 1197/ 
277

）

　
こ
う
し
た
神
秘
家
の
最
終
的
な
魂
の
状
態
、
す
な
わ
ち
快
楽
も
苦
痛
も

超
越
し
た
純
粋
な
喜
び
の
境
地
と
は
、
仏
教
で
涅ね

は
ん槃

（nirvān

4a

）
と
呼
ば
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ri.11a4, P.5549.li.12a4

）

　
こ
う
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
種
子
が
消
滅
し
、
我
々
の
存
在
基
盤
が
ア
ー

ラ
ヤ
識
か
ら
法
身
へ
と
完
全
に
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
『
摂
大
乗
論
』
の
語

る
転
依
で
あ
り
、
般は

つ
ね
は
ん

涅
槃
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、『
摂
大
乗
論
』
が

語
る
苦
し
み
の
克
服
は
完
成
す
る
。
苦
し
み
の
根
本
原
因
で
あ
る
ア
ー
ラ

ヤ
識
を
減
少
さ
せ
、
最
終
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
、
我
々
は
あ
ら
ゆ
る

苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
　
結
論

　
以
上
、『
創
造
的
進
化
』
と
『
二
源
泉
』
に
代
表
さ
れ
る
後
期
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
学
と
『
摂
大
乗
論
』
が
語
る
唯
識
に
お
け
る
、
苦
し
み
の
原
因
と

そ
の
克
服
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
両
者
は
、
現
象
世
界
を
苦
し
み
と
見
る

点
で
一
致
し
て
い
た
が
、
苦
し
み
の
根
本
原
因
に
つ
い
て
は
見
解
を
異
に

し
て
い
た
。
前
者
に
は
、
物
質
と
生
命
の
対
立
と
い
う
図
式
が
あ
り
、
両

者
の
衝
突
に
お
け
る
バ
ラ
ン
ス
の
不
均
衡
、
す
な
わ
ち
「
物
質
の
過
剰
」

が
苦
し
み
を
生
む
源
泉
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
後
者
に
は
、
ア
ー
ラ
ヤ

識
と
い
う
現
象
世
界
の
一
切
を
表
象
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
存
在
基
盤
が
あ

り
、
こ
れ
が
無
明
と
結
び
付
い
た
汚
染
の
意
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
苦
し

み
の
源
泉
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
前
者
で
は
、
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
が
エ

ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
を
発
現
さ
せ
る
こ
と
で
、
物
質
の
抵
抗
を
乗
り
越
え
、

純
粋
な
喜
び
の
境
地
へ
と
至
り
、
そ
こ
で
苦
し
み
は
克
服
さ
れ
る
と
し
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
は
別
に
、
解
脱
に
至

る
た
め
の
存
在
基
盤
と
し
て
法
身
が
語
ら
れ
て
お
り
、
互
い
に
相
容
れ
な

に
包
摂
さ
れ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（D.4048.ri.10b7

‒11a3, 
P.5549.li.11b6

‒12a2

）

　
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
衆
生
の
生
存
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
種
子
を
包
摂
し
、
衆

生
の
存
在
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
聞
熏
習
の
種

子
」
を
包
摂
す
る
法
身
と
解
脱
身
は
、
解
脱
に
の
み
関
わ
る
も
う
一
つ
の

存
在
基
盤
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
衆
生
に
と
っ
て
主
と
な
る
存
在
基
盤
は
ア

ー
ラ
ヤ
識
で
あ
る
が
、『
摂
大
乗
論
』
に
よ
れ
ば
、
聞
熏
習
の
種
子
が
増

大
し
て
い
く
と
、
そ
れ
と
反
比
例
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
減
少
し
て
い
く
と

い
う
。
こ
の
聞
熏
習
の
種
子
の
増
大
が
最
終
的
に
転て

ん
ね依
、
す
な
わ
ち
解
脱

に
お
け
る
存
在
基
盤
の
転
換
を
引
き
起
こ
す
、
と
ア
サ
ン
ガ
は
言
う
。

【
21
】
そ
れ
〔
＝
聞
熏
習
の
種
子
〕
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
は
な
く
、
法

身
や
解
脱
身
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
下
等
か
ら
中
等
、
上
等
へ

と
〔
聞
熏
習
の
種
子
が
〕
次
第
に
増
大
し
て
い
く
に
従
っ
て
、
異
熟

識
〔
＝
ア
ー
ラ
ヤ
識
〕
は
減
少
し
て
い
き
、
依
り
所
も
ま
た
転
換
す

る
。（D.4048.ri.11a3

‒4, P.5549.li.12a3
‒4

）

　
我
々
の
二
つ
の
存
在
基
盤
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
法
身
（
あ
る
い
は
解

脱
身
）
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
物
質
と
生
命
の
よ
う
に
、
互
い

に
相
反
す
る
関
係
に
あ
り
、
一
方
の
増
大
が
他
方
の
減
少
を
引
き
起
こ

す
。
よ
っ
て
、
聞
熏
習
の
種
子
が
法
身
に
蓄
積
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
ア
ー

ラ
ヤ
識
は
減
少
し
、
遂
に
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
22
】
依
り
所
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
転
換
し
た
時
、
一
切
の
種
子
を
有

す
る
異
熟
識
〔
＝
ア
ー
ラ
ヤ
識
〕
も
ま
た
、
種
子
の
無
い
も
の
と
な

り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
点
で
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（D.4048.
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世
尊
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
比
丘
た
ち
よ
、
縁
起
と
は
何
か
。
比
丘
た

ち
よ
、
①
無
明
を
縁
と
し
て
②
諸
行
が
生
じ
る
。
諸
行
を
縁
と
し
て
③
識
が

生
じ
る
。
識
を
縁
と
し
て
④
名
み
ょ
う
し
き

色
が
生
じ
る
。
名
色
を
縁
と
し
て
⑤
六
処
が

生
じ
る
。
六
処
を
縁
と
し
て
⑥
触そく
が
生
じ
る
。
触
を
縁
と
し
て
⑦
受
が
生
じ

る
。
受
を
縁
と
し
て
⑧
愛
が
生
じ
る
。
愛
を
縁
と
し
て
⑨
取
が
生
じ
る
。
取

を
縁
と
し
て
⑩
有う
が
生
じ
る
。
有
を
縁
と
し
て
⑪
生しょ
うが
生
じ
る
。
生
を
縁
と

し
て
⑫
老
死
、
愁
い
、
悲
し
み
、
苦
し
み
、
憂
い
、
悩
み
が
生
じ
る
。
そ
の

よ
う
に
、
こ
の
全
て
の
苦
し
み
の
集
ま
り
の
生
起
が
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、

こ
れ
が
〔
縁
に
よ
る
〕
生
起
と
言
わ
れ
る
。」（Sam

4yutta-nikāya, Part II 
N
idāna-vagga, O

xford, Pali Text Society, 1989, 

）

　（
3
）
四
諦
あ
る
い
は
四しし
ょ
う
た
い

聖
諦
と
は
、
仏
教
が
明
ら
か
に
し
た
四
つ
の
真
理
の
こ
と
。

苦くた
い諦
（
一
切
は
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
真
理
）・
集じっ
た
い諦
（
苦
し
み
に
は
原
因
が
あ

る
と
い
う
真
理
）・
滅めっ
た
い諦
（
苦
し
み
は
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
真
理
）・

道どう
た
い諦（
苦
し
み
を
滅
す
る
修
行
の
道
に
つ
い
て
の
真
理
）
の
四
つ
を
さ
す
。
無

明
と
は
、
こ
の
四
諦
に
対
す
る
無
知
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
中
部
経
典
の
正
見
経

Sam
m
āditt4

4hi-sutta

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
友
ら
よ
、
実
に
苦
（
苦
諦
）
に
対
す
る
無
知
、
苦
の
生
起
（
集
諦
）
に
対

す
る
無
知
、
苦
の
滅
尽
（
滅
諦
）
に
対
す
る
無
知
、
苦
の
滅
尽
に
導
く
行
道

（
道
諦
）
に
対
す
る
無
知
、
こ
れ
が
無
明
と
言
わ
れ
る
。（The M

ajjhim
a-

nikāya Vol.1, O
xford, Pali Text Society, 1993, 4

）

　（
4
）
四
法
印
と
は
、
仏
教
の
根
本
的
な
教
説
を
四
つ
に
ま
と
め
た
も
の
。「
諸
行
無

常
」「
諸
法
無
我
」「
涅
槃
寂じゃ
く
じ
ょ
う
静
」
を
三
法
印
と
し
、
こ
れ
に
「
一
切
皆
苦
」

を
加
え
て
四
法
印
と
す
る
。

　（
5
）
前
六
識
と
は
、
表
層
心
理
と
し
て
作
用
す
る
六
つ
の
心
の
働
き
で
、「
眼げん
し
き識
」

「
耳にし
き識
」「
鼻びし
き識
」「
舌ぜつ
し
き識
」「
身しん
し
き識
」
と
い
う
五
つ
の
知
覚
作
用
に
、
認
識
作
用
・

思
考
作
用
に
当
た
る
「
意いし
き識
」
を
加
え
て
六
識
と
す
る
。

（
こ
ん
ど
う
・
し
ん
す
け
、
唯
識
・
比
較
思
想
、
佛
教
大
学
研
究
員
）

い
両
者
の
関
係
性
に
お
い
て
、
最
終
的
に
法
身
の
増
大
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
を

消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
苦
し
み
は
克
服
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
思
想
は
唯
心
論
と
い
う
共
通
要
素
は
あ
る
も
の
の
、

苦
し
み
の
源
泉
と
そ
の
克
服
に
つ
い
て
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
語
っ
て
い

た
。
そ
し
て
今
回
の
考
察
に
よ
り
、
両
思
想
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
物
質
と
生

命
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
法
身
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
対
立
が
語
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
ら
対
立
の
構
図
が
両
思
想
の
世
界
観
を
形
成
す
る
上
で
、
共
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

《
略
号
》

EC

：L’ évolution créatrice.
M
R

：Les deux sources de la m
orale et de la religion.

EC

とM
R

に
つ
い
て
は
、H

enri Bergson, Œ
uvres, Paris, Press U

niver-
sitaires de France, 1959

を
用
い
、
引
用
に
は
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
た
。

D

：sD
e dge ed.

（
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
デ
ル
ゲ
版
）

P

：Peking ed. （
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
北
京
版
）

『
摂
大
乗
論
』
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
つ
い
て
は
、sD

e dge ed.

はTibetan Tripit

4a-
ka, bstan 'gyur, preserved at the Fuculty of Letters, U

niversity of Tokyo, 
1980

│1981

を
用
い
、
ま
た
、Peking ed.

は
影
印
西
蔵
大
蔵
経
（
大
谷
大
学
監
修
、

西
蔵
大
蔵
経
研
究
者
編
集
、
昭
和
三
二
年
）
を
用
い
、
引
用
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ

ー
ジ
数
を
記
し
た
。

　（
1
）
著
者
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
、
東
洋
大
学
で
開
催
さ
れ
た
比
較
思
想
学
会
第

四
二
回
大
会
に
お
い
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
唯
識
」
と
題
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

哲
学
に
お
け
る
唯
心
論
的
傾
向
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
唯
識
と
比
較
す
る
発
表
を

行
っ
た
。
こ
の
発
表
に
基
づ
く
論
文
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
唯
識
」
が
『
比
較

思
想
研
究
　
第
四
二
号
』（
一
一
七
│
一
二
五
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　（
2
）
十
二
因
縁
は
仏
教
の
初
期
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
相
応
部
経
典
の
縁
起
経


