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鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

一

鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
つ
い
て
の
考
察
（
上
）

横
　
田
　
理
　
博

序一　
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
込
め
ら
れ
た
思
想

二　

ア
ル
ト
ゥ
ー
ア
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
鈴
木
大
拙　
（
以
上
、
本
誌
に
掲
載
）

三　

思
想
形
成
の
諸
源
泉

四　

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
鈴
木
大
拙

五　

そ
の
後
の
鈴
木
の
思
想
展
開

序

金
沢
か
ら
上
京
し
て
、
鎌
倉
の
円
覚
寺
に
参
禅
し
て
い
た
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
～
一
九
六
六
年
）
は
、
円
覚
寺
の
釈
宗
演
（
一
八
五
九

～
一
九
一
九
年
）
の
推
薦
に
よ
り
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
以
後
、
シ
カ
ゴ
郊
外
の
ラ
・
サ
ー
ル
に
十
一
年
間

滞
在
し
、
ポ
ー
ル
・
ケ
イ
ラ
ス
（
一
八
五
二
～
一
九
一
九
年
）
の
も
と
で
『
老
子
道
徳
経
』
な
ど
の
英
訳
を
手
伝
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

ア
メ
リ
カ
滞
在
が
終
わ
る
頃
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
に
鈴
木
は
英
文
論
考O

utlines of M
ahāyāna Buddhism

（『
大
乗
仏
教
概
論
』）

を
出
版
す
る	　

。
（
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二

こ
の
書
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
究
極
的
実
在
と
し
て
の
「
法
身
」
の
顕
現
だ
と
す
る
考
え
方
、「
法
身
」
に
お
い
て
「
知
」
と
「
愛
」

と
が
一
体
だ
と
い
う
主
張
、
仏
教
は
生
の
終
焉
を
美
化
す
る
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
で
は
な
く
む
し
ろ
生
の
肯
定
の
思
想
だ
と
い

う
「
涅
槃
」
観
、
感
応
力
・
影
響
力
を
含
め
て
因
果
性
全
般
を
「
業
」
と
捉
え
る
見
方
な
ど
、
ユ
ニ
ー
ク
な
論
点
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
～
一
九
二
〇
年
）
の
比
較
宗
教
社
会
学
に
つ
い
て
長
ら
く
研
究
し
て
き
た
。
鈴
木
大
拙
の

『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
い
う
著
作
に
私
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
』
の
中
で
こ
の
著
作
に
言
及

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
端
緒
と
な
っ
て
い
る
。
当
初
の
見
積
も
り
と
し
て
は
、
こ
の
鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
い
う
著
作

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
旨
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え

て
い
た
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関
係
と
い
う
以
前
に
、
こ
の
著
作
に
は
掘
り
下
げ
る
に
値
す
る
点
が
少
な
か
ら
ず
含
ま

れ
て
い
る
と
感
じ
、
こ
こ
数
年
研
究
し
て
き
た
。

明
治
初
年
の
「
廃
仏
毀
釈
」
に
よ
り
仏
教
界
は
打
撃
を
受
け
た
。
日
本
国
内
で
の
仏
教
の
建
て
直
し
運
動
は
、
一
方
で
は
西
洋
哲
学

や
キ
リ
ス
ト
教
を
踏
ま
え
て
近
代
的
科
学
と
も
共
存
で
き
る
よ
う
な
思
想
形
成
を
模
索
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
世
界
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
の
覇
権
へ
の
挑
戦
と
も
連
動
し
て
い
く
。
鈴
木
大
拙
の
思
想
形
成
は
、
決
し
て
単
独
で
進
行
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の

よ
う
な
流
れ
の
中
に
位
置
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
視
野
の
も
と
で
鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と

で
、
日
本
仏
教
の
崩
壊
か
ら
再
構
築
へ
、
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
と
の
交
錯
、
近
代
日
本
の
自
己
主
張
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
へ
の
展
望

が
開
け
る
と
考
え
て
い
る
。

鈴
木
大
拙
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
、『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
一
つ
の
盲
点
と
な
っ
て
き
た
。
鈴
木
研
究
の
趨
勢
は
禅
思
想
や
『
日

本
的
霊
性
』
の
研
究
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
時
代
（
一
八
九
七
～
一
九
〇
八
年
）
の
鈴
木
の
思
想
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い	　

。
本
稿
は
、
敢
え
て
鈴
木
の
こ
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
時
代
と
『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
い
う
著
作
を

考
察
対
象
と
す
る
。
そ
の
際
、
従
来
の
研
究
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
寄
与
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
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鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

三

た
と
え
ば
、
西
田
幾
多
郎
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
形
成
に
お
い
て
西
洋
の
諸
思
想
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
）
が
摂
取
さ
れ
吸
収
さ
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
比
較
思
想
的
考
察
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
鈴
木
大
拙

研
究
に
お
い
て
は
、
西
洋
の
諸
思
想
か
ら
の
影
響
を
探
る
と
い
う
よ
う
な
比
較
思
想
的
視
座
が
従
来
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

点
を
補
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

鈴
木
大
拙
研
究
に
は
、
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
に
思
想
を
内
在
的
に
読
み
解
い
て
い
く
タ
イ
プ
の
（
西
田
幾
多
郎
研
究
に
も
見
ら
れ
る
よ
う

な
）
宗
教
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
む
し
ろ
近
代
日
本
仏
教
総
体
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
考
察
す
る
タ
イ

プ
の
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
説
得
力
を
も
つ
が
両
者
の
架
橋
は
ま
だ
不
十
分
な
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

双
方
を
踏
ま
え
た
新
し
い
研
究
成
果
を
提
示
す
べ
く
試
み
た
い
。

鈴
木
の
ア
メ
リ
カ
時
代
の
思
想
形
成
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
へ
の
仏
教
の
普
及
の
初
期
段
階
に
お
け
る
、
普
及
さ
せ
よ

う
と
す
る
側
（
仏
教
側
）
と
受
け
入
れ
側
（
ア
メ
リ
カ
の
思
想
界
）
と
の
双
方
の
当
時
の
情
況
に
つ
い
て
新
た
な
見
地
の
獲
得
も
見
込
ま

れ
る
。

廃
仏
毀
釈
運
動
で
い
っ
た
ん
は
衰
退
し
た
仏
教
は
、
今
日
再
び
安
定
を
と
り
も
ど
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
本
稿
の
研
究
は
、
釈
宗

演
や
鈴
木
大
拙
が
キ
リ
ス
ト
教
や
西
洋
の
哲
学
思
想
を
も
受
容
し
な
が
ら
新
た
に
構
成
し
直
し
て
近
代
科
学
の
時
代
に
も
通
じ
う
る
も

の
と
し
て
提
唱
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
新
し
い
仏
教
思
想
の
現
代
的
意
義
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
道
筋
を
示
し
て
お
こ
う	　

。

第
一
章
で
は
、
こ
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
い
う
著
作
に
お
い
て
、
鈴
木
が
大
乗
仏
教
の
本
質
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
込
め
ら
れ
た
特
徴
的
な
思
想
を
抽
出
し
て
み
た
い
。
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
中

心
的
思
想
で
あ
る
〝
万
物
は
法
身
の
顕
現
で
あ
る
か
ら
本
来
一
体
で
あ
る
〟
と
い
う
思
想
は
ア
ル
ト
ゥ
ー
ア
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

（
3
）



四

（
一
七
八
八
～
一
八
六
〇
年
）
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
思
想
を
援
用
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え

て
い
る
。
第
二
章
で
は
こ
の
点
に
着
目
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
鈴
木
と
の
思
想
的
関
係
を
論
じ
る
。
第
三
章
で
は
、
近
代
日
本

仏
教
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
を
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
の
著
作
の
仏
教
思
想
形
成
の
上
で
ど
の
よ

う
な
思
想
的
背
景
が
介
在
し
て
い
る
の
か

―
シ
カ
ゴ
で
の
万
国
宗
教
会
議
、
釈
宗
演
、
ポ
ー
ル
・
ケ
イ
ラ
ス
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
思
想
、『
大
乗
起
信
論
』
な
ど

―
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
章
で
は
、
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』

を
読
ん
だ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ど
の
よ
う
な
大
乗
仏
教
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
示
す
。
ま
た
、
こ
の
二
人
の
学
問
の
共
通

点
と
相
違
点
は
何
な
の
か
、
こ
の
二
人
は
ど
こ
か
で
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
探
っ
て
み
る
。
最
後

に
、
第
五
章
で
は
、『
大
乗
仏
教
概
論
』
以
後
の
鈴
木
の
思
想
展
開
を
追
っ
て
み
る
。
三
十
歳
代
の
鈴
木
の
書
い
た
『
大
乗
仏
教
概
論
』

と
、
七
十
歳
代
の
鈴
木
の
書
い
た
『
日
本
的
霊
性
』	　

 

や
『
仏
教
の
大
意
』
と
を
比
較
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
違
い
と
一
貫
性
が
見
出

せ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

一
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
込
め
ら
れ
た
思
想

最
初
に
、『
大
乗
仏
教
概
論
』
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
の
著
作
な
の
か
を
示
し
て
お
こ
う
。
本
章
で
は
、
各
章
を
満
遍
な
く

紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
著
作
の
中
で
特
徴
的
な
論
点
を
七
つ
と
り
だ
し
て
鈴
木
の
思
想
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
目
次
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
4
）



鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

五

（1） 「
生
き
て
い
る
宗
教
」

本
書
の
目
的
に
つ
い
て
鈴
木
は
「
序
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
本
の
目
的
は
二
重
で
あ
る
。
一
つ
は
、
西
洋
の
批
評
家
た
ち
が
大
乗
仏
教
の
根
本
的
教
え
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
多
く
の

誤
っ
た
見
解
を
否
定
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
世
界
で
最
も
強
力
な
精
神
的
［
霊
的
］
力
の
一
つ
［
大
乗
仏
教
］
の
成
熟
に
例
示

　　　　　序

　　　　　序論

　　　　　第１章　仏教の一般的特性

　　　　　第２章　大乗仏教の歴史的性格

　　　思索的大乗仏教

　　　　　第３章　実践と思索

　　　　　第４章　知識の分類

　　　　　第５章　真如

　　　　　第６章　如来蔵とアーラヤ識

　　　　　第７章　無我説

　　　　　第８章　業

　　　実践的大乗仏教（5）

　　　　　第９章　法身

　　　　　第10章　三身説（仏教の三位一体説）

　　　　　第11章　菩薩

　　　　　第12章　菩薩道の十段階

　　　　　第13章　涅槃

　　　　　付録　　大乗賛歌



六

さ
れ
て
い
る
、
宗
教
的
感
情
・
信
念
の
展
開
に
、
比
較
宗
教
学
者
た
ち
の
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。」（p.V, 

佐
々
木
訳
五
頁
）

つ
ま
り
、「
大
乗
仏
教
」
に
つ
い
て
当
時
の
西
洋
に
あ
っ
た
誤
解
を
正
し
、「
大
乗
仏
教
」
と
は
何
か
を
正
し
く
示
し
た
い
、
と
い
う
の

が
鈴
木
の
目
的
で
あ
っ
た
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、「
大
乗
仏
教
」
は
、

「
自
由
で
包
括
的
な
精
神
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
た
結
果
、
滋
養
と
な
る
も
の
な
ら
ば
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
で
も
そ
れ
を
吸
収

し
、
当
初
の
シ
ス
テ
ム
に
内
在
し
た
、
活
力
に
満
ち
創
生
力
に
満
ち
た
（vigorous and generative

）
そ
の
萌
芽
を
さ
ら
に
展
開
さ

せ
て
い
っ
た
」（p.5 , 
佐
々
木
訳
一
八
頁
）、

す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
釈
迦
の
教
え
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
萌
芽
を
、
ひ
き
だ
し
て
い
く
形
で
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
、
し
か
も
多
様
な

要
素
を
「
吸
収
」
し
な
が
ら
。
大
乗
仏
教
に
は
、「
生
命
力
（vitality

）」
を
も
つ
「
生
き
て
い
る
宗
教
（a living religion

）」
と
し
て
の

積
極
的
な
「
展
開
」、
様
々
な
要
素
を
吸
収
し
て
い
く
「
包
括
性
（com

prehensiveness

）」
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
釈
迦
の
教

え
を
そ
の
ま
ま
信
奉
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
保
守
的
な
「
小
乗
仏
教
」
―
当
時
西
洋
で
は
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

た

―
と
の
違
い
が
あ
る
の
だ
と
鈴
木
は
言
う	　

。

西
洋
の
学
者
た
ち
は
パ
ー
リ
語
文
献
の
小
乗
仏
教
こ
そ
真
の
仏
教
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
教
え
は
「
退
化
し
た
」
形
の
仏
教
だ
と

主
張
し
て
き
た
（p.11 , 

佐
々
木
訳
二
五
頁
）。
し
か
し
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
エ
ス
の
教
え
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
教
え

の
精
神
を
核
と
し
つ
つ
も
「
変
化
」
し
て
き
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
大
乗
仏
教
も
ま
た
、
釈
迦
の
教
え
の
中
核
を
保
持
し
つ
つ
も
「
活

力
」
あ
る
が
ゆ
え
に
「
変
化
」
し
て
き
た
。
環
境
へ
の
適
応
に
よ
っ
て
「
宗
教
の
形
式
」
は
変
化
す
る
が
、
本
来
の
「
宗
教
の
精
神
」、

「
宗
教
の
真
髄
」
は
変
わ
ら
な
い
（pp.22 -24 , 

佐
々
木
訳
三
六
～
三
七
頁
）。

「
そ
の
宗
教
的
意
識
の
中
で
最
も
本
質
的
な
も
の
を
い
つ
も
わ
き
ま
え
、
時
が
た
て
ば
消
え
て
し
ま
う
し
か
な
い
装
飾
品
と
混
同
し

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（p.17 , 

佐
々
木
訳
三
一
頁
）

（
6
）
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七

「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
は
束
の
間
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
そ
の
宗
教
の
真
髄
と
は
注
意
深
く

区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p.23 , 

佐
々
木
訳
三
七
頁
）

（2） 

知
性
的
傾
向
―
宗
教
と
科
学
と
の
相
互
補
完

『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
は
、
科
学
と
宗
教
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
一
面
化
せ
ず
、
両
者
の
調
和
を
求
め
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て

い
る
。「

宗
教
と
科
学
が
、
互
い
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
作
用
す
る
な
ら
、
ど
ち
ら
も
一
面
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
…
…
科
学

を
本
来
の
敵
と
見
做
し
、
全
力
を
あ
げ
て
そ
れ
を
非
難
す
る
よ
う
な
熱
狂
的
信
者
た
ち
と
い
う
も
の
は
、
自
然
界
の
み
な
ら
ず
精

神
活
動
の
全
領
域
に
権
利
を
要
求
で
き
る
の
は
科
学
だ
け
だ
と
考
え
る
科
学
信
奉
者
た
ち
と
同
様
に
愚
鈍
で
考
え
が
ゆ
が
ん
で
い

る
と
私
は
考
え
る
。」（p.26 , 

佐
々
木
訳
四
〇
頁
）

宗
教
と
科
学
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
は
異
な
る
に
せ
よ
、
相
互
に
補
完
し
合
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
鈴
木
は
考
え
て
い

る
。「

本
当
の
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
科
学
的
な
取
り
調
べ
の
法
廷
に
お
も
む
く
こ
と
を
い
や
が
っ
た
り
は
し
な
い
。
…
…
科
学
は
究
極

の
目
的
に
は
到
達
で
き
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
の
中
に
、
そ
の
根
拠
を
見
出
す
。」（p.84 , 

佐
々
木
訳
九
八
頁
）

そ
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
比
べ
る
と
仏
教
の
ほ
う
が
知
性
的
で
あ
り
、
仏
教
は
他
の
ど
の
宗
教
よ
り
も
知
性
的
な
の
だ
と

鈴
木
は
考
え
て
い
る
。

「
仏
教
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
よ
う
に
、
抽
象
的
な
思
索
や
哲
学
的
省
察
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
た
め
キ
リ
ス
ト
教
側
の
批
判

者
た
ち
は
、
仏
教
の
宗
教
性
と
い
う 

も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。」（p.81 , 
佐
々
木
訳
九
五
頁
）

「
仏
教
は
、
信
仰
を
純
化
す
る
際
に
知
性
が
果
た
す
役
割
を
決
し
て
無
視
し
な
い
。」（p.83 , 

佐
々
木
訳
九
七
頁
）



八

「
仏
教
は
他
の
い
か
な
る
宗
教
よ
り
も
知
性
的
で
哲
学
的
で
あ
る
。」（p.114 , 

佐
々
木
訳
一
二
七
頁
）

「
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
よ
り
も
知
性
的
で
あ
る
。」（p.166 , 

佐
々
木
訳
一
八
一
頁
）

「
仏
教
徒
は
心
が
清
浄
な
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
同
時
に
知
性
が
完
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敬
虔
な
人
々
が
輪
廻
か
ら
救

済
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
完
全
な
ブ
ッ
ダ
の
境
地
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
人

生
と
存
在
と
の
意
味
や
宇
宙
の
運
命
に
関
す
る
明
瞭
で
鋭
い
知
性
的
洞
察
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
の
中
で
、
こ
の

よ
う
に
合
理
的
要
素
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
仏
教
が
も
つ
最
も
特
徴
的
な
点
の
一
つ
で
あ
る
。」（p.344 , 

佐
々
木
訳
四
四
三
頁
）

仏
教
が
知
性
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
論
調
は
、
時
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
遠
慮
の
な
い
批
判
を
伴
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
無
か
ら
世
界
を
創
り
出
し
、
人
間
を
没
落
さ
せ
、
激
し
く
後
悔
し
、
堕
落
し
た
者
た
ち
を
救
う
た
め
に
一
人
息
子
を
送
っ
て
よ
こ
し
た

創
造
者
」
と
い
う
よ
う
な
「
神
」
を
仏
教
は
認
め
な
い
（p.219 , 

佐
々
木
訳
二
三
八
頁
）
と
書
い
て
い
た
り
（p.31 , 

佐
々
木
訳
四
五
頁
も
同

趣
旨
）、
釈
迦
が
決
し
て
感
情
的
に
怒
っ
た
り
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
「
怒
っ
て
寺
院
の
中
の
商
人
た
ち
を
み
な
追
い
出
し
て
両
替
人

の
テ
ー
ブ
ル
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
、
葉
ば
か
り
つ
け
て
い
て
実
が
な
く
空
腹
を
満
た
す
の
に
役
立
た
な
い
イ
チ
ジ
ク
の
木
を
呪
っ
た

り
し
た
ナ
ザ
レ
の
賢
者
［
イ
エ
ス
］
と
は
違
う
」（p.358 , 

佐
々
木
訳
三
六
八
頁
）
と
書
い
た
り
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
挑
発
的
と

も
思
わ
れ
る
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
の
反
発
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
仏
教
に
お
け
る
知
性
の
役
割

が
強
調
さ
れ
る
と
は
い
え
、
宗
教
の
精
髄
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
感
情
・
情
緒
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
。

（3） 「
真
如
」
と
「
無
明
」

「
宗
教
」
は
「
人
の
心
の
底
知
れ
ぬ
深
み
」
か
ら
発
し
て
「
生
命
と
宇
宙
と
の
目
的
論
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
何
物
か
（som

ething

）

を
見
つ
け
て
、
そ
れ
と
一
体
化
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
の
だ
と
鈴
木
は
言
う
（pp.85 -86 , 

佐
々
木
訳
一
〇
〇
頁
）。
こ
の
「
何
物
か
」
は
、

「
感
じ
る
」
こ
と
は
で
き
て
も
「
そ
れ
に
名
前
を
付
け
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
と
ゲ
ー
テ
が
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
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り
、
論
理
的
理
解
や
論
証
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
鈴
木
は
こ
の
「
何
物
か
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
そ
れ
は
人
間
性
の
絶
対
的
要
求
で
あ
り
、
経
験
の
究
極
的
公
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
意
志
』
と
も
『
理
知
』
と
も
呼
ば
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
そ
れ
が
一
切
の
経
験
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
活
動
さ
せ
、
そ
し
て
宇
宙
的
生
活
、
倫
理
的
生
活
、

宗
教
的
生
活
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
最
高
意
志
あ
る
い
は
最
高
理
知
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
両
者
を
合
わ
せ
た
も
の
は
、

『
神
』
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
大
乗
仏
教
徒
た
ち
は
そ
れ
を
、
宗
教
的
に
は
法
身
（dharm

akāya

）、
存
在
論
的
に
は
真
如

（bhūtatathatā

）、
心
理
学
的
に
は
菩
提
（bodhi

）
ま
た
は
正
覚
（saṃ

bodhi

）
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
空
間
、
時
間
に

顕
現
す
る
、
宇
宙
の
内
在
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
永
遠
に
続
く
創
造
の
原
因
で
あ
り
、
同
時
に
道
徳
の
原

理
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（pp.91 -92 , 

佐
々
木
訳
一
〇
七
頁
）

つ
ま
り
、
こ
の
「
何
物
か
」
は
一
切
の
基
礎
で
あ
り
、
最
高
意
志
で
あ
り
、
最
高
理
知
で
あ
り
、「
神
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
大
乗

仏
教
で
は
こ
れ
を
、「
法
身
」、「
真
如
」、「
菩
提
（
悟
り
）」、「
正
覚
」
と
呼
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
超
越
論
的
真
理
（transcendental 

truth

）」
で
も
あ
り
、
無む

じ
ゃ
く着

や
世せ

し
ん親

の
瑜ゆ

が
ぎ
ょ
う
は

伽
行
派
が
（「
遍
計
所
執
性
」（
妄
想
）、「
依
他
起
性
」（
相
対
的
知
識
）
と
区
別
し
て
）「
円

え
ん
じ
ょ
う
じ
っ
し
ょ
う

成
実
性
」

（
絶
対
的
知
識
）
と
呼
び
、
龍
樹
の
中ち

ゅ
う
が
ん
は

観
派
が
（「
世
俗
諦
」（
条
件
付
き
の
真
理
）
と
区
別
し
て
）「
勝し

ょ
う
ぎ
た
い

義
諦
」（
超
越
論
的
真
理
）
と
呼
ん
で

き
た
も
の
で
も
あ
る
（pp.87 -98 , 

佐
々
木
訳
一
〇
二
～
一
一
三
頁
）。

「
存
在
論
的
」
な
レ
ベ
ル
の
議
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
真
如
」
に
つ
い
て
、
第
五
章
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
真
如
」
論
は
全
体
と
し
て
『
大
乗
起
信
論
』	　

 

を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

「
真
如
は
仏
教
に
お
け
る
神
性
（the G

odhead

）
で
あ
り
、
最
高
原
理
に
到
達
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
努
力
の
成
就
を
示
す
。

こ
の
最
高
原
理
は
、
一
切
の
起
こ
り
う
る
矛
盾
を
統
合
し
世
界
の
出
来
事
の
進
路
を
自
発
的
に
指
し
示
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
存
在

（
7
）



一
〇

の
究
極
的
公
理
な
の
で
あ
る
。」（p.99 , 

佐
々
木
訳
一
一
四
頁
）

と
鈴
木
は
言
う
。「
真
如
」
は
世
界
の
方
向
性
を
指
し
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
存
在
の
究
極
的
公
理
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
把
握

で
き
る
の
は
、
自
然
科
学
の
よ
う
な
知
的
探
求
法
で
は
な
く
、
宗
教
的
直
観
で
あ
る
。「
真
如
」
と
は
「
あ
る
が
ま
ま
（suchness

）」
と

い
う
こ
と
だ
と
馬め

み
ょ
う鳴

は
『
大
乗
起
信
論
』
で
述
べ
て
い
る
（p.100 , 

佐
々
木
訳
一
一
五
頁
）
が
、
真
理
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
。「
絶
対
的
真
如
（absolute Suchness

）」
は
す
べ
て
の
限
定
を
拒
む
（p.101 , 

佐
々
木
訳
一
一
七
頁
）。
真
如
を
表
現
し
よ

う
と
思
え
ば
、
相
対
的
な
言
葉
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
し
か
追
求
で
き
な
い
。
鈴
木
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
次
の
よ
う
な
説
明
を
引

用
し
て
い
る
（p.102 , 
佐
々
木
訳
一
一
八
頁
）。

「
真
如
と
は
、
存
在
す
る
も
の
で
も
、
非
存
在
の
も
の
で
も
な
く
、
存
在
し
か
つ
存
在
し
な
い
も
の
で
も
な
く
、
存
在
せ
ず
か
つ
存

在
し
な
い
の
で
も
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
一
な
る
も
の
で
な
く
、
多
な
る
も
の
で
も
な
く
、
一
に
し
て
か
つ
多
な

る
も
の
で
も
な
く
、
一
で
な
く
か
つ
多
で
な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。」	　

こ
の
「
限
定
不
可
能
性
（indefinability
）」、
す
な
わ
ち
、
真
理
を
言
葉
で
表
現
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
眼
目
だ
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
鈴
木
は
い
く
つ
か
の
話
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
菩
提
達
磨
（
六
世
紀
）
は
、「
直
観
に
よ
っ
て
の

み
宗
教
的
意
識
に
開
示
さ
れ
る
最
高
の
真
理
を
表
現
す
る
に
は
、
人
間
の
言
語
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
」（pp.104 -

105 , 

佐
々
木
訳
一
一
九
頁
）。
達
磨
は
「
不
識
」
と
語
る
。
ま
た
、『
維
摩
経
』
に
よ
れ
ば
、「
不
二
」
に
つ
い
て
の
問
い
に
沈
黙
し
た
維

摩
を
文
殊
菩
薩
が
賞
讃
し
て
「
不
二
の
法
（D

harm
a of N

on-duality

）
は
、
文
字
も
言
葉
も
全
く
超
越
し
て
い
る
」
と
叫
ん
だ
と
い
う

（p.107 , 

佐
々
木
訳
一
二
二
頁
）。

超
越
的
真
理
の
世
界
（「
真
如
」）
と
我
々
の
生
き
て
い
る
現
象
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
の
日
々
の
欲
求
、
あ
る
い
は
高
貴
な
情
熱
、
美
し
い
自
然
の
風
景
、
こ
れ
ら
現
象
世
界
は
「
真
如
」
が
現
れ
出
た
世
界
で
あ
る
。

『
大
乗
起
信
論
』
に
よ
れ
ば
、「
真
如
心
」（
絶
対
的
な
る
も
の
）
と
「
生
滅
心
」（
こ
の
個
別
世
界
に
お
け
る
、
絶
対
な
る
も
の
の
顕
現
）
と

（
8
）
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一
一

は
「
別
々
の
も
の
で
は
な
い
」（pp.111 -112 , 

佐
々
木
訳
一
二
四
頁
）。

「
悟
り
で
あ
り
、
ま
た
理
知
の
本
質
で
も
あ
る
真
如
心
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
心
の
中
で
、
そ
し
て
心
を
通
し
て
、
言
い
換
え
れ

ば
、
我
々
の
有
限
の
精
神
の
中
で
、
そ
し
て
そ
の
精
神
を
通
し
て
、
絶
え
ず
作
動
し
て
い
る
。」（pp.112 -113 , 

佐
々
木
訳
一
二
五
頁
）

真
如
心
は
、
我
々
の
日
常
生
活
の
中
で
働
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
真
如
は
超
越
性
の
世
界
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
も

で
き
そ
う
な
の
に
、
そ
う
し
な
い
で
、
な
ぜ
こ
の
日
常
世
界
に
顕
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
（p.113 , 

佐
々
木
訳
一
二
六
頁
）。
鈴
木
は
指
摘
し

て
い
な
い
が
、
こ
の
問
い
は
「
神
義
論
（Theodizee, theodicy

）」
の
仏
教
版
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
仏
教
徒
の
解
答
こ

そ
が
「
無
明
（
無
知
）」
論
だ
っ
た
の
だ
と
鈴
木
は
言
う
。

「
無
明
す
な
わ
ち
無
知
の
理
論
と
は
、
一
と
多
、
絶
対
的
真
如
と
条
件
付
き
真
如
、
法
身
と
一
切
衆
生
、
菩
提
と
煩
悩
、
涅
槃
と
輪

廻
と
の
関
係
を
解
決
す
る
た
め
の
仏
教
徒
に
よ
る
試
み
で
あ
る
。」（p.115 , 

佐
々
木
訳
一
二
八
頁
）

「
仏
教
は
、
こ
の
個
別
化
さ
れ
た
世
界
を
、
無
明
の
原
理
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
た
真
如
の
顕
現
だ
と
考
え
る
。」（p.117 , 

佐
々

木
訳
一
三
〇
頁
）

鈴
木
に
よ
れ
ば
「
無
明
」
は
「
個
別
化
の
原
理
」	　

 
で
あ
る
（p.116 , 

佐
々
木
訳
一
二
九
頁
）。「
無
明
」
は
様
々
な
現
象
を
つ
く
り
だ
し

て
い
く
。
本
来
一
つ
の
も
の
を
二
元
化
し
、
人
々
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
へ
と
導
く
こ
と
に
も
な
る
。「
無
明
」
は
「
妄
想
」
で
あ
り
「
マ
ー

ヤ
ー
［
幻
影
］
の
ベ
ー
ル
」
で
あ
る
（p.117 , 

佐
々
木
訳
一
三
〇
頁
）。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
「
真
如
」
の
中
に
「
内
在
し
て
い
る

（inherent

）」（p.117 , 

佐
々
木
訳
一
二
九
～
一
三
〇
頁
）
の
で
あ
る
。「
無
明
」
に
よ
っ
て
「
意
識
（consciousness

）」
の
表
出
が
可
能
に
な

る
（p.118 , 

佐
々
木
訳
一
三
一
頁
）。「
無
明
」
か
ら
生
じ
る
「
執
着
」（「
錯
乱
し
た
主
観
性
（confused subjectivity

）」）
が
「
悪
」
や
「
エ

ゴ
イ
ズ
ム
」
を
も
た
ら
す
と
は
い
え
、「
無
明
」
に
よ
る
現
象
世
界
の
出
現
そ
の
も
の
が
「
道
徳
的
悪
（m

oral evil

）」
だ
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
と
鈴
木
は
言
う
（pp.122 -124 , 

佐
々
木
訳
一
三
五
～
一
三
七
頁
）。

「
無
明
に
は
罪
責
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
無
明
自
体
に
は
な
い
。
罪
責
は
、
我
々
が
無
明
に
対
し
て
無
知
で
あ
る
と
き
に
、
そ
れ
に

（
9
）



一
二

対
し
て
起
こ
す
汚
さ
れ
た
執
着
の
中
に
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
の
二
元
論
を
最
終
的
状
態
と
考
え
て
執
着
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
行

動
す
る
こ
と
が
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
無
明
の
働
き
を
究
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
が
依
っ
て
立
つ
基
盤
を
忘
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
意
識
の
目
覚
め
が
全
世
界
を
開
示
す
る
と
考
え
て
、
見
え
な
い
実
在
の
存
在
を
無
視
し
て
し

ま
う
こ
と
が
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
無
明
と
真
如
と
の
本
当
の
関
係
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
無
明
が
も
た
ら
す
帰

結
を
そ
の
ま
ま
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
害
悪
が
つ
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（p.124 , 

佐
々
木

訳
一
三
七
頁
）

こ
の
よ
う
に
「
真
如
」
が
「
無
明
」
を
機
と
し
て
「
意
識
」
を
う
み
だ
し
現
象
世
界
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
第
六
章
で

は
「
如
来
蔵
」
と
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
と
い
う
概
念
を
使
い
な
が
ら
改
め
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（4） 「
法
身
」
と
「
愛
」

「
真
如
」
に
つ
い
て
の
教
義
は
「
抽
象
的
」
す
ぎ
て
、
我
々
の
精
神
的
要
求
を
満
た
さ
な
い
、
と
鈴
木
は
言
う
（pp.217 -219 , 

佐
々
木

訳
二
三
六
～
二
三
八
頁
）。
我
々
の
精
神
的
要
求
を
満
た
す
「
活
力
（vitality

）」
の
あ
る
も
の
と
し
て
鈴
木
が
示
す
の
が
「
法
身
」
論
で

あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、「
真
如
」
は
「
思
索
的
大
乗
仏
教
」
の
枠
内
で
、「
法
身
」
は
「
実
践
的
大
乗
仏
教
」
の
枠
内
で
論
じ
ら
れ
て
い

る	　

）。「
法
身
」
論
は
主
に
第
一
章
と
第
九
章
と
第
十
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
法
身

―
そ
の
文
字
通
り
の
語
義
は
存
在
の
体
あ
る
い
は
存
在
の
シ
ス
テ
ム

―
は
、
大
乗
仏
教
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
個
別
現

象
の
背
後
に
あ
る
究
極
の
実
在
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
個
々
の
存
在
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宇
宙
の
レ
ー
ゾ
ン
・
デ
ー
ト

ル
［
存
在
理
由
］
で
あ
り
、
存
在
の
規
範
で
あ
り
、
出
来
事
と
思
想
と
の
方
向
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。」（pp.45 -46 , 

佐
々
木
訳

六
二
頁
）

つ
ま
り
、「
法
身
」
と
は
、
宇
宙
の
中
の
す
べ
て
の
個
々
の
存
在
を
成
り
立
た
し
め
る
存
在
根
拠
で
あ
る
。

（
10
）



鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

一
三

仏
教
は
「
無
神
論
（atheism

）」
で
は
な
い
、
と
鈴
木
は
言
う
。

「
現
象
の
限
界
を
超
越
し
て
い
る
の
に
、
至
る
所
に
内
在
し
て
輝
か
し
く
自
ら
を
顕
現
し
、
我
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
活
動
し
、
自

分
の
存
在
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
、
そ
う
い
う
実
在
が
こ
の
世
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
仏
教
は
率
直
に
認
め
て
い
る
。」（p.219 , 

佐
々
木
訳
二
三
八
～
二
三
九
頁
）

こ
の
至
る
所
で
自
ら
を
顕
現
し
て
い
る
実
在
が
「
法
身
」
で
あ
る
。
自
分
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
拠
と
い
う
或
る
種
の
「
神
」
の
存

在
を
認
め
て
い
る
か
ら
仏
教
は
「
無
神
論
」
で
は
な
い
。
仏
教
で
「
神
」
に
相
当
す
る
の
が
「
法
身
」
で
あ
る
。「
法
身
」
に
つ
い
て
鈴

木
は
「
汎
神
論
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
神
論
的
（pantheistic and at the sam

e tim
e entheistic

）」（p.46 , 

佐
々
木
訳
六
三
頁
）
と
表
現
し
て

い
る	　

。

そ
し
て
、『
華
厳
経
』
に
「
宇
宙
に
は
、
こ
の
法
身
が
遍
満
し
て
（prevail

）
い
な
い
場
所
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
宇
宙
は
移
り
変
わ

る
が
、
こ
の
法
身
は
永
遠
に
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。」（p.224 , 

佐
々
木
訳
二
四
四
頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
身
は
宇
宙
に
「
遍

満
」
し
て
い
る
。「
法
身
」
は
、
我
々
人
間
を
も
含
め
て
地
上
の
す
べ
て
の
存
在
に
遍
く
「
顕
現
」
す
る
。

「
衆
生
は
法
身
の
自
己
顕
現
（self-m

anifestation
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（p.46 , 

佐
々
木
訳
六
三
頁
）

我
々
の
存
在
の
根
拠
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
遍
満
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
我
々
は
そ
の
「
顕
現
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
だ
け
で
あ
れ
ば
、
実
は
「
法
身
」
と
「
真
如
」
と
で
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。
し
か
し
鈴
木
は
「
法
身
」
と

「
真
如
」
と
で
は
違
い
が
あ
る
と
い
う
。

「
法
身
は
霊
魂
（soul

）
で
あ
り
、
意
志
を
も
ち
認
識
す
る
存
在
で
あ
り
、
意
志
と
理
知
で
あ
り
、
思
考
と
活
動
で
あ
る
。
大
乗
仏

教
徒
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
法
身
は
真
如
の
よ
う
な
抽
象
的
な
形
而
上
的
原
理
で
は
な
く
、
自
然
に
も
思
想
に
も
自
己
を
顕

現
さ
せ
て
い
る
生
け
る
精
神
（living spirit

）
で
あ
る
［>

spirit<

を
、
の
ち
の
『
日
本
的
霊
性
』
執
筆
時
で
あ
れ
ば
、
鈴
木
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
る
「
霊
性
」
と
訳
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
…
…
引
用
者
］。
こ
の
精
神
の
表
現
と
し
て
の
宇
宙
は
、
盲
目
的
な
力
の
意
味
の

（
11
）



一
四

な
い
表
示
で
は
な
い
し
、
多
様
な
機
械
的
力
が
せ
め
ぎ
合
う
競
技
場
で
も
な
い
。
そ
の
う
え
仏
教
徒
は
、
法
身
に
は
無
数
の
功
績

と
美
徳
と
絶
対
に
完
全
な
理
知
が
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
慈
悲
（love and com
passion

）
の
無
尽
蔵
の
源
泉
と
す
る
。
そ
し
て
法

身
が
、
冷
た
く
生
命
の
な
い
単
な
る
形
而
上
的
原
理
と
は
全
く
異
な
る
側
面
を
も
つ
と
結
局
の
と
こ
ろ
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。」（pp.222 -223 , 

佐
々
木
訳
二
四
二
～
二
四
三
頁
）

「
法
身
」
は
「
霊
魂
」
で
あ
り
、
意
志
を
も
ち
認
識
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
生
け
る
精
神
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
慈
悲
」
の
源
泉
で
も
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、「
真
如
」
と
い
う
た
ん
な
る
「
抽
象
的
な
形
而
上
的
原
理
」
と
は
異
な
る
。「
法
身
」
に
は
「
慈
悲
」
へ
と
人
を
促

す
力
が
あ
る
。

「
法
身
は
、
理
知
の
精
神
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
愛
の
心
で
も
あ
る
。」（p.232 , 

佐
々
木
訳
二
五
一
頁
）

法
身
の
顕
現
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
我
々
は
本
来
一
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
失
わ
れ
る
。

「
我
々
は
本
来
、
法
身
に
お
い
て
は
一
体
な
の
だ
が
、
マ
ー
ヤ
ー
［
幻
影
］
の
ベ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
主
観
的
無
知
が
、
法
身
の
普
遍

的
光
明
を
認
識
す
る
の
を
一
時
的
に
妨
げ
る
。
し
か
し
、
人
の
心
へ
の
法
身
の
反
映
で
あ
る
菩
提
す
な
わ
ち
知
性
と
い
う
も
の
が

完
全
に
目
覚
め
た
と
き
に
は
、
我
々
は
も
は
や
霊
的
な
眼
の
前
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
人
工
的
障
壁
を
築
く
こ
と
は
な
く
な
る
。
我
と

汝
と
の
区
別
は
消
し
去
ら
れ
、
い
か
な
る
二
元
主
義
も
、
我
々
を
も
つ
れ
さ
せ
る
網
を
投
じ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
私
は
あ
な
た

の
中
に
自
己
を
見
出
し
、
あ
な
た
は
私
の
中
に
あ
な
た
自
身
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。『
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
（tat tw

am
 asi

）。』」

（p.47 , 

佐
々
木
訳
六
四
頁
）

「
ブ
ッ
ダ
が
十
二
縁
起
説
の
中
で
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
特
殊
化
さ
れ
た
世
界
は
無
明
が
造
り
だ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ー

ヤ
ー
の
ベ
ー
ル
が
取
り
除
か
れ
る
と
、
法
身
の
普
遍
的
な
光
が
荘
厳
に
輝
く
。
す
る
と
そ
う
い
っ
た
個
別
存
在
は
、
そ
の
意
義
を

失
い
、
法
身
の
唯
一
性
に
お
い
て
昇
華
さ
れ
、
高
め
ら
れ
る
。
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
偏
見
は
永
久
に
克
服
さ
れ
、
我
々
の
人
生

の
目
的
は
も
は
や
利
己
的
渇
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
多
様
な
事
物
を
通
し
て
働
い
て
い
る
法
（dharm

a

）
を
賛
美
す



鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

一
五

る
こ
と
に
な
る
。
自
己
は
も
は
や
孤
立
し
た
状
態
（
そ
れ
は
幻
影
で
あ
る
）
で
存
立
す
る
の
で
は
な
く
、
法
の
普
遍
的
身
体
［
法
身
］

の
中
に
吸
収
さ
れ
、
自
分
以
外
の
生
命
体
、
非
生
命
体
の
う
ち
に
も
自
己
を
認
め
る
。
そ
し
て
一
切
は
涅
槃
の
う
ち
に
あ
る
。
我
々

が
こ
の
理
想
的
な
悟
り
の
状
態
に
達
し
た
と
き
、
我
々
は
仏
教
生
活
を
実
現
し
た
と
言
わ
れ
る
。」（pp.179 -180 , 

佐
々
木
訳
一
九
四

～
一
九
五
頁
）

「
法
身
」
に
お
い
て
本
来
「
一
体
」
で
あ
る
我
々
は
、「
マ
ー
ヤ
ー
の
ベ
ー
ル
」
ゆ
え
に
真
実
を
見
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
知

性
が
目
覚
め
た
と
き
に
は
、「
我
と
汝
と
の
区
別
」
は
消
滅
す
る
（
こ
こ
に
見
ら
れ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
の
援
用
に
つ
い
て
は
第
二

章
で
改
め
て
考
察
す
る
）。

と
こ
ろ
で
、
法
身
に
お
け
る
知
と
愛
と
の
相
即

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
論
点
は
、
鈴
木
が
『
大
乗
仏
教
概
論
』
で
繰
り
返
し
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
法
身
は
、
相
手
の
意
を
汲
ん
で
行
動
す
る
こ
と
（w

illing

）
と
、
熟
考
す
る
こ
と
（reflecting

）、
仏
教
語
で
い
う
な
ら
、
悲
（karuṇā

）

す
な
わ
ち
愛
（love

）
と
、
菩
提
（bodhi

）
す
な
わ
ち
理
知
（intelligence

）
の
能
力
を
も
っ
て
い
る
。」（p.46 ,

佐
々
木
訳
六
三
頁
）

「［
真
如
が
］
愛
と
英
知
の
源
と
し
て
宗
教
的
に
理
解
さ
れ
る
と
き
は
法
身
で
あ
る
。」（p.125 ,

佐
々
木
訳
一
三
八
頁
）

「
業
と
無
知
の
影
響
を
超
越
し
、
全
き
清
浄
、
全
き
愛
、
全
き
理
知
で
あ
る
唯
一
の
心
が
、
法
身
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
菩
提
そ
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
菩
薩
の
人
生
、
そ
し
て
我
々
の
宗
教
的
切
望
の
ま
さ
に
目
的
と
は
、
理
想
に
し
て
し
か
も
実
在
で
あ
る
法
身
の

愛
と
理
知
と
で
我
々
自
身
を
展
開
し
、
実
現
し
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。」（p.312 ,

佐
々
木
訳
三
二
三
頁
）

「
法
身
と
は
、
一
切
を
包
み
込
む
愛
と
、
一
切
を
見
通
す
理
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
見
出
し
た
。」（p.360 ,

佐
々
木
訳
三

七
〇
頁
）

こ
の
よ
う
に
、「
法
身
」
の
本
質
は
、
一
切
を
包
み
込
む
「
愛
」
と
一
切
を
知
る
「
知
」
と
の
二
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
知
と
愛
と
は
不



一
六

可
分
な
関
係
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
構
成
は
、
序
論
的
な
第
一
章
・
第
二
章
の
あ
と
、
本
論
は
「
思
索
的
大
乗
仏
教
（Speclative 

M
ahāyānism

）」（
第
三
～
八
章
）
と
「
実
践
的
大
乗
仏
教
（Practical M

ahāyānism

）」（
第
九
～
十
三
章
）
と
か
ら
成
る
。「
思
索
」
は
「
知
」

に
、「
実
践
」
は
「
愛
」
に
集
約
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
著
作
全
体
の
構
成
自
体
が
、
仏
教
に
お
け
る
知
と
愛
と
の
重

要
性
、
両
者
の
相
即
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
実
は
、
こ
の
〝
知
と
愛
と
の
相
即
〟
と
い
う
立
場
は
鈴
木
が
以
後
も
一
貫
し

て
抱
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
立
場
で
あ
る
）。

（5） 

諸
宗
教
の
一
致

「
わ
け
登
る
、
ふ
も
と
の
道
は
多
け
れ
ど
、
同
じ
高
嶺
の
月
を
見
る
か
な

（M
any are the roads to the sum

m
it, but w

hen reached there w
e have but one universal m

oonlight.

）」

と
い
う
句
を
鈴
木
は
引
用
し
て
い
る
（p.365 , 
佐
々
木
訳
四
四
七
頁
）。
辿
り
着
く
べ
き
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
が
、
そ
こ
に
到
達
す
る
た
め
の

道
は
一
つ
で
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
は
、
そ
の
最
奥
の
と
こ
ろ
で
一
致
す
る
の
だ
と
鈴
木
は
主
張
す
る
。

「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
啓
発
さ
れ
た
仏
教
徒
と
の
間
に
は
、
我
々
の
存
在
の
土
台
を
構
成
す
る
最
奥
の
宗
教
的
感
情
を
認
め
る
と

い
う
点
で
合
意
を
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
も
し
ブ
ッ
ダ
と
キ
リ
ス
ト
が
た
ま
た
ま
生
ま
れ
た
場
所
が
逆
だ
っ
た
と
し
た

ら
、
ゴ
ー
タ
マ
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
主
義
に
反
抗
す
る
キ
リ
ス
ト
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
イ
エ
ス
は
ブ
ッ
ダ
と
な
っ

て
、
無
我
や
涅
槃
、
法
身
と
い
っ
た
教
義
を
説
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。」（pp.28 -29 , 

佐
々
木
訳
四
二
～
四
三
頁
）

つ
ま
り
、
釈
迦
と
イ
エ
ス
と
が
た
ま
た
ま
生
ま
れ
落
ち
た
時
代
、
場
所
、
文
化
に
対
応
し
て
提
起
し
た
彼
ら
の
教
説
に
は
違
い
が
あ
る

も
の
の
、
そ
の
教
え
の
本
質
は
同
じ
だ
と
鈴
木
は
見
る
。
釈
迦
と
イ
エ
ス
と
の
本
来
的
同
一
性
は
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
「
法
身
」
の
顕
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現
だ
か
ら
な
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。

「
法
身
は
イ
ン
ド
人
の
心
に
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
と
し
て
顕
現
し
た
。
そ
れ
が
イ
ン
ド
人
の
求
め
と
調
和
す
る
形
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
セ
ム
族
の
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
彼
ら
の
求
め
に
と
っ
て
最
も
適
し
た
仕
方
だ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う

人
物
に
な
っ
て
顕
れ
た
。」（p.259 , 

佐
々
木
訳
二
七
六
頁
）

法
身
の
顕
現
は
、
釈
迦
と
イ
エ
ス
に
限
ら
れ
な
い
。
古
今
東
西
の
卓
抜
し
た
思
想
家
は
す
べ
て
「
法
身
」
の
顕
現
で
あ
る	　

。

「
仏
教
徒
た
ち
は
、
人
類
の
宗
教
的
あ
る
い
は
道
徳
的
指
導
者
は
、
そ
の
国
籍
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
が
、
形
を
変
え
て

現
れ
た
法
身
の
姿
［
応
身
］
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
」（p.261 , 

佐
々
木
訳
二
七
八
頁
）

「
仏
教
徒
た
ち
は
、
す
べ
て
の
精
神
的
指
導
者
た
ち
を
、
そ
の
国
籍
や
人
物
に
か
か
わ
ら
ず
、
唯
一
に
し
て
全
能
な
る
法
身
の
現
れ

と
見
做
す
。」（p.275 , 

佐
々
木
訳
二
九
〇
頁
）

「
大
乗
仏
教
徒
た
ち
は
、
法
身
が
、
国
籍
や
信
奉
す
る
信
条
に
関
係
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
指
導
者
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
こ

と
を
認
め
る
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ム
ハ
ン
マ
ド
、
イ
エ
ス
、
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
孔
子
、
老
子
、
そ
の
他
大
勢
の

そ
う
い
っ
た
指
導
者
た
ち
を
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
と
考
え
る
。」（p.63 , 

佐
々
木
訳
四
〇
二
頁
）

ソ
ク
ラ
テ
ス
も
ム
ハ
ン
マ
ド
も
孔
子
も
、
法
身
の
顕
現
で
あ
り
、
真
理
を
悟
っ
た
人
と
い
う
意
味
で
の
「
ブ
ッ
ダ
」
な
の
で
あ
る
。
無

着
（
四
世
紀
）
は
大
乗
仏
教
の
七
つ
の
特
性
の
一
つ
と
し
て
「
包
括
性
（com

prehensiveness

）」
を
挙
げ
て
い
た
（pp.62 -63 , 

佐
々
木
訳
七

九
頁
）。
無
着
の
大
乗
仏
教
論
を
鈴
木
は
さ
ら
に
拡
大
解
釈
し
て
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

鈴
木
は
ま
た
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
ず
、
宗
教
一
般
の
本
質
を
「
愛
」
に
見
て
い
る
。

「
こ
の
普
遍
的
な
愛
と
い
う
福
音
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
情
緒
（religious em

otions

）

―
そ
の
起
源
が
な
ん
で
あ
れ

―
の
極

致
で
あ
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
、
い
か
な
る
宗
教
も
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
な
く
し
て
は
、
生
命
と
精
神
を
も
っ
て
生
き

生
き
と
し
た
宗
教
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
心
が
、
た
ん
な
る
瞑
想
や
哲
学
的
思
索
だ
け
で
は
動
か
さ
れ
な
い
と
い

（
12
）



一
八

う
こ
と
は
至
極
当
然
の
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
宗
教
も
、
こ
の
事
実
を
知
的
に
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の

方
法
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
際
の
結
果
は
宗
教
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
愛
の
生
き
生
き
と

し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
け
れ
ば
宗
教
は
存
続
し
え
な
い
。」（pp.366 -367 , 

佐
々
木
訳
三
七
六
頁
）

（6） 「
涅
槃
」

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
仏
教
以
前
の
イ
ン
ド
思
想
は
、
存
在
は
悪
で
あ
る
と
見
做
し
、
存
在
の
根
を
断
ち
切
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
そ

こ
で
は
道
徳
は
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
は
、
欲
望
の
放
棄
、「
人
間
活
動
の
完
全
な
根
絶
」（p.332 , 

佐
々
木
訳
二
九
一

頁
）
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
涅
槃
」
を
目
標
と
し
な
か
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
が
強
調
し
た
の
は
、
欲
望
の
放
棄
で
は
な
く
エ
ゴ
イ

ズ
ム
の
放
棄
で
あ
っ
た
。

「
大
乗
仏
教
で
は
、
涅
槃
は
虚
無
的
な
（nihilistic

）
意
味
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。」（p.331 , 

佐
々
木
訳
三
四
〇
頁
）

「
ブ
ッ
ダ
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
放
棄
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
沿
っ
た
日
常
生
活
の
実
際
的
規
制
を
強
調
す
る
ほ
ど
に
は
、
人
間
の
欲
望

を
一
切
放
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
の
涅
槃
の
教
義
は
強
調
し
な
か
っ
た
。」（p.338 , 

佐
々
木
訳
三
四
八
～
三
四
九
頁
）

仏
教
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
で
は
な
い
（p.173 , 

佐
々
木
訳
一
八
八
頁
）。
ブ
ッ
ダ
は
「
八
正
道
」
と
い
う
道
徳
的
実
践
を
通
じ
て
人
の
生
活

を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
説
い
た
。
彼
に
と
っ
て
の
「
涅
槃
」
は
、
生
の
終
焉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
の
肯
定
・
成
就
で
あ
り
、
生
活
を

遂
行
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
涅
槃
と
は
存
在
の
完
全
な
停
止
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
八
正
道
の
実
践
に
こ
そ
あ
る
。
こ
の
道
徳
的
実
践
に
よ
り
、
我
々
は
涅
槃

の
純
粋
な
喜
び
へ
と
導
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
人
間
の
欲
求
の
鎮
静
化
（tranquillisation

）
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
生
活
の

成
就
（fulfilm

ent

）
と
展
開
（unfolding

）
と
し
て
で
あ
る
。」（pp.340 -341 , 
佐
々
木
訳
三
五
一
頁
）

「
涅
槃
と
は
、
世
界
の
根
絶
や
生
の
終
焉
で
は
な
く
、
生
死
の
渦
の
中
に
生
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
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は
肯
定
（affi

rm
ation

）
で
あ
り
成
就
（fulfilm

ent

）
な
の
で
あ
る
。」（p.341 , 

佐
々
木
訳
三
五
二
頁
）

「
大
乗
の
涅
槃
と
い
う
の
は
、
生
の
消
滅
で
は
な
く
、
生
の
啓
発
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
と
し
て
の
愛
着
や
欲
求
を
破
棄
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
そ
れ
を
純
化
し
気
高
く
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。」（p.367 , 

佐
々
木
訳
三
七
七
頁
）

「
法
身
」
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
涅
槃
は
、
一
切
衆
生
に
備
わ
っ
て
い
る
「
法
身
」
が
芽
生
え
展
開
し
て
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は

「
法
身
」
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
涅
槃
と
は
、
簡
潔
に
言
え
ば
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
法
身
の
愛
と
、
す
べ
て
を
知
る
法
身
の
理
知
と
を
、
こ
の
生
活
に
お
い
て
実

現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
日
常
生
活
の
中
で
多
か
れ
少
な
か
れ
無
知
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
影
に
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
存
在
根
拠
を
開
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
大
乗
的
涅
槃
と
は
、
一
切
を
包
含
す
る
法
身
の
愛
か
ら
発
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
活
動
性
に
満
ち
て
い
る
。」（p.349 , 
佐
々
木
訳
三
五
九
頁
）

具
体
的
な
生
き
方
と
し
て
言
え
ば
、
自
分
の
安
ら
か
な
状
態
を
望
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
衆
生
を
苦
難
か
ら
救
う
た
め
に
自
己

を
犠
牲
に
す
る
生
き
方
こ
そ
が
涅
槃
で
あ
る
。
煩
悩
の
世
界
か
ら
自
分
一
人
が
脱
け
出
し
て
「
無
為
」
や
「
永
遠
の
消
滅
の
状
態
」
に

と
ど
ま
る
「
隠
遁
主
義
（anchoretism

）」（p.356 , 
佐
々
木
訳
三
六
六
頁
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
積
極
的
に
煩
悩
の
世
界
に
飛
び
込
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
世
界
は
隠
遁
（self-seclusion
）
や
自
己
否
定
（self-negation

）
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。」

（p.314 , 

佐
々
木
訳
三
二
六
頁
）
鈴
木
が
引
用
し
て
い
る
『
維
摩
経
』
に
は
「
理
知
は
、
煩
悩
と
罪
の
泥
沼
、
塵
埃
の
中
で
し
か
育
た
な

い
。」（p.351 , 

佐
々
木
訳
三
六
〇
～
三
六
一
頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。「
涅
槃
と
い
う
も
の
は
、
世
俗
の
只
中
に
お
い
て
求
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（p.356 , 

佐
々
木
訳
三
六
六
頁
）

自
分
の
涅
槃
を
求
め
て
、
教
え
を
学
ぶ
こ
と
に
専
心
す
る
「
声し

ょ
う
も
ん聞

」
と
、
世
俗
の
喧
騒
を
離
れ
て
瞑
想
に
専
心
す
る
「
独
覚
」
と
は

異
な
っ
て
、「
自
分
の
利
益
の
た
め
で
は
な
く
一
切
の
同
胞
の
精
神
的
［
霊
的
］
幸
福
の
た
め
に
宗
教
的
修
行
に
励
む
」（p.278 , 

佐
々
木

訳
二
九
二
頁
）
人
々
、
す
な
わ
ち
「
菩
薩
」
が
大
乗
仏
教
の
目
標
と
さ
れ
る
。



二
〇

「
菩
薩
は
自
分
の
安
寧
を
求
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
騒
が
し
い
俗
世
間
に
身
を
投
じ
て
、
無
知
と
幻
惑
の
せ
い
で
三
界
［
欲
界
・
色
界
・

無
色
界
］
を
永
遠
に
輪
廻
し
続
け
、
人
間
と
し
て
の
究
極
の
目
標
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
な
い
大
衆
を
救
う
た
め
、
全
力
を
尽
く

す
。」（p.279 , 

佐
々
木
訳
二
九
三
頁
）

「
理
想
的
菩
薩
と
は
、
理
知
（prajñā

）
と
愛
（karuṇā

）
と
の
化
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。」（p.282 , 

佐
々
木
訳
二

九
五
頁
）

菩
薩
は
「
大
悲
」
の
心
の
担
い
手
で
あ
る
。

涅
槃
と
生
死
輪
廻
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
の
世
界
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
煩
悩
の
世

界
は
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
て
涅
槃
に
行
き
着
く
と
い
う
意
味
で
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
捨
て
去
る
べ
き
世
界
な
の
で
は
な
い
。
煩
悩
の
世
界
も
ま

た
涅
槃
の
現
れ
で
あ
り
、
我
々
に
涅
槃
へ
と
向
か
う
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
場
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
煩
悩
の
世
界
か
ら
離
脱
し
て
涅

槃
の
世
界
に
到
る
の
で
は
な
く
、
煩
悩
の
世
界
の
只
中
に
お
い
て
、
心
が
覚
醒
し
て
涅
槃
の
境
地
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

（7） 「
業
」
に
つ
い
て
の
新
し
い
解
釈

と
こ
ろ
で
、
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
は
、
歴
史
上
の
大
乗
仏
教
と
は
何
か
を
説
明
す
る
と
い
う
本
来
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
て
、

鈴
木
に
と
っ
て
の
望
ま
し
い
仏
教
の
理
論
を
構
想
し
て
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
業
」
に
つ
い
て
の
鈴
木
の
見
解

に
そ
れ
は
う
か
が
え
る	　

。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、「
偽
り
の
仏
教
徒
た
ち
（pseudo-B

uddhists

）」
は
「
業
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
た
と
え
ば
、
悪
人
な
の
に
栄

え
て
い
る
と
い
う
現
実
に
つ
い
て
は
、
彼
が
前
世
で
善
行
を
積
ん
だ
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
、
善
人
な
の
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
現
実

に
つ
い
て
は
、
彼
の
前
世
で
の
悪
業
の
報
い
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
鈴
木
は
こ
の
よ
う
に
「
社
会
的
不
公
正
」
を
「
業
」
に
よ
っ
て
説
明

す
る
見
解
に
我
慢
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
人
が
困
窮
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
「
現
在
の
我
々
の
社
会
組
織
の
不
完
全
性
」
の
問
題
で

（
13
）
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二
一

あ
る
（p.188 , 

佐
々
木
訳
二
〇
四
頁
）。
人
々
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
持
ち
に
な
っ
た
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
彼
の
財

産
は
そ
の
子
孫
へ
と
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
共
同
体
の
寄
生
的
（parasitic

）
メ
ン
バ
ー
」

で
あ
る
（p.188 , 

佐
々
木
訳
二
〇
四
頁
）。「
業
は
経
済
的
不
平
等
に
対
し
て
は
、
な
ん
ら
の
責
任
も
負
う
も
の
で
は
な
い
。」（p.190 , 

佐
々

木
訳
二
〇
六
頁
）
善
行
を
積
む
人
は
、
そ
う
い
う
自
分
自
身
に
す
で
に
「
満
足
」
し
て
い
る
（p.190 , 

佐
々
木
訳
二
〇
六
頁
）。
こ
の
満
足

が
業
の
帰
結
で
あ
る
。「
功
徳
に
な
る
行
為
か
ら
生
じ
る
の
は
精
神
上
の
至
福
だ
け
で
あ
る
。」（pp.190 -191 , 

佐
々
木
訳
二
〇
七
頁
）
そ
れ

は
経
済
上
の
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
道
徳
的
行
為
を
世
俗
的
幸
福
の
た
め
の
手
段
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
鈴
木
は
言

う
。「
社
会
主
義
」
へ
の
或
る
種
の
期
待
も
う
か
が
え
る	　

。

「
現
在
の
社
会
組
織
を
根
本
的
に
変
革
し
な
け
れ
ば
、
誰
も
が
均
等
な
機
会
と
公
平
な
チ
ャ
ン
ス
を
享
受
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な

い
。
リ
ベ
ラ
ル
で
合
理
的
で
体
系
的
な
或
る
種
の
社
会
主
義
（socialism

）
を
設
定
し
な
け
れ
ば
、
他
人
よ
り
も
経
済
的
に
［
も
と

も
と
］
恵
ま
れ
た
人
々
は
い
る
に
違
い
な
い
。」（p.191 , 

佐
々
木
訳
二
〇
七
頁
）

そ
も
そ
も
、
当
人
の
行
為
の
影
響
が
そ
の
当
人
に
だ
け
及
ぶ
と
い
う
「
業
」
の
「
個
人
主
義
的
」
解
釈
を
鈴
木
は
拒
否
す
る
。
自
分

の
お
こ
な
っ
た
業
の
帰
結
が
自
分
自
身
に
の
み
返
っ
て
く
る
と
い
う
「
業
の
個
人
主
義
的
原
理
」
に
小
乗
仏
教
は
忠
実
だ
っ
た
が
、
大

乗
仏
教
で
「
菩
薩
」
が
本
人
の
自
己
満
足
的
な
至
福
を
求
め
ず
に
大
衆
を
救
う
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
が
理
想
化
さ
れ
る
と
、
自
分
の

徳
行
の
果
報
を
大
衆
の
救
済
に
振
り
向
け
る
と
い
う
「
廻
向
」
説
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
法
身
の
顕
現
で
あ
る
一

切
衆
生
は
本
質
的
に
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
法
身
の
唯
一
性
（oneness

）」
に
基
づ
い
て
い
る
（pp.283 -284 , 

佐
々
木
訳
二
九

六
～
二
九
七
頁
）。

善
行
に
せ
よ
悪
行
に
せ
よ
、
為
さ
れ
た
行
為
は
共
同
体
（
社
会
）
全
体
に
波
紋
を
も
た
ら
す
。
人
間
は
決
し
て
孤
立
し
て
い
な
い
。
互

い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
道
徳
的
影
響
力
と
し
て
の
「
業
」
は
家
系
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
芸

術
作
品
に
作
者
の
業
が
存
続
し
て
い
て
、
見
る
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
も
あ
る
。「
業
に
よ
る
因
果
の
連
鎖
」
が
見
る
者
を
「
感
応
」

（
14
）



二
二

さ
せ
、「
共
鳴
」
さ
せ
る
（p.210 , 

佐
々
木
訳
二
二
八
頁
）。
科
学
技
術
の
進
展
に
お
い
て
、
前
の
世
代
の
発
明
者
か
ら
後
の
世
代
の
発
明

者
へ
と
ア
イ
デ
ア
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
人
の
業
の
存
続
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（pp.210 -211 , 

佐
々
木
訳
二
二
八
～
二
二
九

頁
）。
七
回
生
ま
れ
変
わ
っ
て
天
皇
を
守
る
と
最
期
に
叫
ん
だ
楠
正
成
の
精
神
に
今
日
の
日
本
国
民
が
感
銘
を
受
け
る
こ
と
も
「
業
の
不

滅
性
（the im

m
ortality of karm

a

）」
を
表
し
て
い
る
と
鈴
木
は
言
う
（p.213 , 

佐
々
木
訳
二
三
一
頁
）。

鈴
木
は
植
物
の
「
業
」
を
想
定
し
た
り
（p.205 , 

佐
々
木
訳
二
二
三
頁
）、
水
素
原
子
や
酸
素
原
子
の
「
業
」
も
指
摘
し
て
い
る
（p.150 , 

佐
々
木
訳
一
六
二
頁
）。

「
業
は
物
理
世
界
に
お
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
存
則
と
な
り
、
生
物
学
の
領
域
で
は
進
化
や
遺
伝
な
ど
の
原
理
と
な
り
、
そ
し
て

道
徳
世
界
に
お
い
て
は
行
為
不
滅
性
の
原
理
と
な
る
。」（p.182 , 

佐
々
木
訳
一
九
七
頁
）

つ
ま
り
鈴
木
は
、
因
果
性
全
般
を
「
業
」
と
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
感
応
力
、
影
響
力
一
般
と
し
て

「
業
」
を
捉
え
る
鈴
木
の
見
解
は
、
大
乗
仏
教
の
一
般
的
な
立
場
と
は
言
い
難
い
。
通
常
の
仏
教
の
業
説
を
逸
脱
し
て
い
る
。
歴
史
上
の

大
乗
仏
教
と
は
何
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
の
著
作
の
目
的
を
、
鈴
木
は
こ
こ
で
は
忘
却
、
逸
脱
し
、
本
来
あ
る
べ
き
と
彼
が
考
え

る
新
し
い
仏
教
理
論
を
創
作
し
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
鈴
木
の
新
し
い
仏
教
理
論
に
は
今
日
の

読
者
を
共
感
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
大
い
に
あ
る
。
我
々
も
ま
た
、
善
人
の
不
幸
や
悪
人
の
幸
福
を
前
世
の
業
の
帰
結
と
見
て
正
当
化
す
る

現
状
追
認
的
な
解
釈
に
は
疑
念
を
も
つ
し
、
む
し
ろ
自
分
自
身
を
超
え
て
他
人
へ
と
関
わ
る
影
響
力
・
感
化
力
を
「
業
」
と
見
る
解
釈

に
斬
新
さ
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
込
め
ら
れ
た
特
徴
的
な
思
想
七
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
○
○
概
論
（outline

）」
と
今
日
我
々
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
領
域
を
全
体
的
に
見
渡
し
て
片
寄
り
な
く
一
般
的
に
解
説
す
る
こ

と
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
し
か
し
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
そ
の
よ
う
な
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
大
乗
仏
教
の
中
の
い
く
つ
か
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二
三

の
論
点
を
と
り
だ
し
、
時
に
は
そ
こ
に
新
た
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。「
あ
る
べ
き
」
大
乗
仏
教
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ

う
な
鈴
木
の
見
解
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
っ
た
。
批
判
や
評
価
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
の
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、

こ
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
仏
教
思
想
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
受
け
入
れ
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
な
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
鈴
木

が
手
が
か
り
に
し
た
思
想
家
の
一
人
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
は
鈴
木
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と

の
思
想
的
関
係
を
テ
ー
マ
と
す
る
。

二
　
ア
ル
ト
ゥ
ー
ア
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
鈴
木
大
拙

（1） 『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』

ア
ル
ト
ゥ
ー
ア
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
一
七
八
八
～
一
八
六
〇
年
）
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』	　
（
初
版
一
八
一
九
年
）
と

い
う
著
作
は
、
明
治
後
期
の
日
本
人
の
宗
教
的
思
索
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た	　

。
一
つ
の
思
潮
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
言
っ
て

よ
い
。
実
は
、
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
も
ま
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
の
骨
組
み
を
下
敷
き
に
し
て
仏
教
論
を
展
開
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表

象
と
し
て
の
世
界
』
の
う
ち
、
鈴
木
が
継
承
し
た
り
反
発
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
論
点
を
あ
ら
か
じ
め
紹
介
し
て
お
こ
う
。

こ
の
著
作
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
意
志
（W

ille

）」
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
人
間
の
意
志
に
つ
い
て
の
確
信
を
「
全
自
然

の
内
奥
の
本
質
を
認
識
す
る
た
め
の
鍵
」
と
し
て
、
全
自
然
の
内
的
本
質
を
意
志
だ
と
考
え
る
。「
動
物
」
に
も
意
志
を
認
め
る
の
み
な

ら
ず
、「
植
物
」
を
生
長
さ
せ
る
力
も
、「
結
晶
」
を
形
成
す
る
力
も
、
磁
力
も
重
力
も
、「
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
現
象
に
お
い
て
の
み
異

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
的
本
質
に
お
い
て
は
同
一
だ
と
認
識
さ
れ
る
」（S.170 , 
西
尾
訳
Ⅰ
二
四
二
～
二
四
三
頁
）。
そ
し
て
、
個
々
の

個
体
の
意
志
は
、
本
体
と
し
て
の
一
つ
の
意
志
の
現
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
意
志
は
、「
個
別
化
の
原
理
（principium

 individuationis

）」

（
15
）

（
16
）



二
四

の
埒
外
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
一
つ
」
で
あ
り
、「
分
割
不
可
能
」
で
あ
る
（S.193 , 

西
尾
訳
Ⅰ
二
八
四
頁
）。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

は
「
意
志
」
を
、
カ
ン
ト
が
認
識
の
対
象
外
に
あ
る
と
し
た
「
物
自
体
」
に
あ
た
る
と
考
え
る
。
意
志
と
い
う
本
質
は
「
自
然
の
い
か

な
る
事
物
の
中
に
も
、
い
か
な
る
生
物
の
中
に
も
、
そ
っ
く
り
全
体
の
ま
ま
に
分
割
さ
れ
ず
に
現
存
し
て
い
る
」（S.195 , 

西
尾
訳
Ⅰ
二

八
七
頁
）
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。

さ
ら
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
苦
し
み
を
与
え
る
側
の
人
間
と
苦
し
み
を
受
け
る
側
の
人
間
と
が
区
別
さ
れ
て
見
え
る

の
は
、「
個
別
化
の
原
理
」

―
「
マ
ー
ヤ
ー
の
ベ
ー
ル
」

―
に
と
ら
わ
れ
た
「
現
象
」
世
界
で
の
見
え
方
に
す
ぎ
な
い
（
第
六
三

節
）。
苦
し
み
を
与
え
る
側
の
人
間
も
苦
し
み
を
受
け
る
側
の
人
間
も
別
々
な
の
で
は
な
く
本
来
一
体
で
あ
る
と
い
う
自
他
一
体
の
認
識

を
直
接
的
に
表
現
し
た
の
が
、
イ
ン
ド
の
古
代
思
想
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の>

tat tw
am

 asi<

、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
（dies 

bist du

）」
と
い
う
「
大
格
語
（M

ahavakya

）」
だ
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
（S.485 , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
一
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
に
真
理
を

表
現
し
た
イ
ン
ド
の
思
想
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
高
く
評
価
し
、
当
時
の
西
洋
人
は
イ
ン
ド
人
に
対
し
て
一
般
に
優
越
感
を
も
っ
て

い
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
「
イ
ン
ド
人
の
英
知
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逆
流
し
、
我
々
［
西
洋
人
］
の
知
識
と
思
索
と
に
根
本
的
な
変
革
を
産
み

出
す
だ
ろ
う
。」（S.487 , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
一
三
頁
）
と
書
い
て
い
る
。

意
志
に
お
け
る
連
帯
性
が
追
求
さ
れ
る
一
方
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
最
終
的
に
は
こ
の
「
生
へ
の
意
志
」
を
否
定
し
放
棄
す

る
こ
と
に
帰
着
す
る
（
第
六
八
節
）。
意
志
に
は
「
目
標
」
が
な
い
（S.240 , 

西
尾
訳
Ⅰ
三
六
六
頁
）。
彼
に
よ
れ
ば
、「
絶
え
間
な
い
消
滅
、

取
る
に
足
ら
な
い
努
力
、
内
的
な
抗
争
、
た
え
ざ
る
苦
悩
」
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
世
界
の
「
全
体
（G

anze

）」
の
本
質
を
認
識
す
る
と
、

こ
の
認
識
は
「
い
っ
さ
い
の
意
欲
の
鎮
静
剤

0

0

0

（Q
uietiv

）」
と
な
り
、
生
へ
の
意
志
を
否
定
し
、「
自
発
的
な
断
念
（Entsagung

）、
諦
念

（R
esignation

）、
真
の
落
ち
着
き
（G

elassenheit

）、
完
全
な
無
意
志
（W

illenlosigkeit

）
の
状
態
」（S.515 , 

西
尾
訳
Ⅲ
一
六
五
～
一
六
六
頁
）

を
も
た
ら
す
と
言
う
。
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二
五

（2） 

鈴
木
に
よ
る
批
判
的
受
容

こ
の
よ
う
な
骨
組
み
か
ら
成
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
を
下
敷
き
に
し
て
、
鈴
木
は
そ
こ
に
大
乗
仏
教
の
何
を
重
ね
合
せ
、

何
を
対
立
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
見
究
め
て
い
き
た
い
。

『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
次
の
一
節
（
す
で
に
一
度
引
用
し
た
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

「
我
々
は
本
来
、
法
身
に
お
い
て
は
一
体
な
の
だ
が
、
マ
ー
ヤ
ー
の
ベ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
主
観
的
無
知
が
、
法
身
の
普
遍
的
光
明
を

認
識
す
る
の
を
一
時
的
に
妨
げ
る
。
し
か
し
、
人
の
心
へ
の
法
身
の
反
映
で
あ
る
菩
提
す
な
わ
ち
知
性
と
い
う
も
の
が
完
全
に
目

覚
め
た
と
き
に
は
、
我
々
は
も
は
や
霊
的
な
眼
の
前
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
人
工
的
障
壁
を
築
く
こ
と
は
な
く
な
る
。
我
と
汝
と
の
区

別
は
消
し
去
ら
れ
、
い
か
な
る
二
元
主
義
も
、
我
々
を
も
つ
れ
さ
せ
る
網
を
投
じ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
私
は
あ
な
た
の
中
に
自

己
を
見
出
し
、
あ
な
た
は
私
の
中
に
あ
な
た
自
身
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。『
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
（tat tw

am
 asi

）。』」（p.47 , 

佐
々
木
訳
六
四
頁
）

「
マ
ー
ヤ
ー
の
ベ
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
や
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
我
々
の
本
来

の
一
体
性
を
説
明
し
て
い
る
論
じ
方
に
、
鈴
木
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
鈴
木
は
「
個

別
化
の
原
理
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
、
万
物
に
顕
現
す
る
本
体
と
し
て
の
一
つ
の
意
志
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
意
志
」
が
鈴

木
大
拙
に
お
い
て
は
「
法
身
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
鈴
木
に
と
っ
て
「
法
身
」
と
は
、
宇
宙
の
中
の
す
べ
て
の
個
々
の
存
在
を
成
り

立
た
し
め
る
存
在
根
拠
で
あ
る
。
仏
教
で
「
神
」
に
相
当
す
る
の
が
「
法
身
」
で
あ
る
。
法
身
は
宇
宙
に
「
遍
満
」
し
て
い
る
。「
法

身
」
は
、
我
々
人
間
を
も
含
め
て
地
上
の
す
べ
て
の
存
在
に
遍
く
「
顕
現
」
す
る
。

意
志
が
法
身
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
の
包
括
性
、
自
他
一
体
性
と
い
う
局
面

に
限
ら
れ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
が
全
面
的
に
鈴
木
の
「
法
身
」
と
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー



二
六

の
「
意
志
」
は
「
盲
目
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
法
身
」
は
我
々
に
方
向
性
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
盲
目
的
で
は

な
い
。
絶
対
者
が
歴
史
に
お
い
て
自
己
の
本
質
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
拒
否
し
て

い
た
の
だ
が
、
鈴
木
の
法
身
論
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
着
想
も
混
入
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る	　

。

第
八
章
の
中
で
鈴
木
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
名
を
出
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「『
無
始
［
以
来
］
の
無
明
』
と
は
自
然
の
中
に
普
遍
的
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
『
意
志
』
す

な
わ
ち
盲
目
的
活
動
に
相
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
無
明
は
、
真
如
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
現
れ
で
あ
っ
て
、
業
の
原
理
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
る
絶
え
間
な
い
活
動
を
特
性
と
す
る
現
象
世
界
の
始
ま
り
、
展
開
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（p.181 , 

佐
々
木
訳
一

九
六
頁
）

つ
ま
り
、「
無
明
」
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
盲
目
的
」
な
「
意
志
」
に
対
応
す
る
と
鈴
木
は
考
え
て
い
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
そ
の
著
作
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
中
で
最
終
的
な
結
論
と
し
た
の
は
、「
生
へ
の
意
志
」
を
否

定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
見
、
欲
望
一
般
の
克
服
を
目
指
す
仏
教
の
理
想
と
同
じ
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
鈴
木
に
と
っ

て
の
大
乗
仏
教
の
目
指
す
生
き
方
は
、「
自
己
否
定
」
で
は
な
く
、
生
の
「
肯
定
」、「
成
就
」
で
あ
っ
た
。
自
分
の
安
ら
か
な
状
態
を
望

む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
衆
生
を
苦
難
か
ら
救
う
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
生
き
方
こ
そ
が
涅
槃
で
あ
る
。
煩
悩
の
世
界
か
ら

自
分
一
人
が
脱
け
出
し
て
「
無
為
」
や
「
永
遠
の
消
滅
の
状
態
」
に
と
ど
ま
る
「
隠
遁
主
義
（anchoretism

）」（p.356 , 

佐
々
木
訳
三
六
六

頁
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
積
極
的
に
煩
悩
の
世
界
に
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鈴
木
は
「
世
界
は
隠
遁
（self-seclusion

）
や

自
己
否
定
（self-negation

）
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。」（p.314 , 

佐
々
木
訳
三
二
六
頁
）
と
主
張
し
て
い
た
が
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
最
終
的
な
理
想
と
し
た
の
は
「
隠
遁
」、「
自
己
否
定
」
で
あ
っ
た
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
論
と
鈴
木
の
「
法
身
」
論
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
自
分
と
他
人
と
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
す
べ
て
は
本
体
と
し
て
の
「
意
志
」
の
現
象
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
し

（
17
）
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て
い
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
立
場
を
鈴
木
は
継
承
し
、
す
べ
て
は
本
体
で
あ
る
「
法
身
」
の
現
象
だ
と
主
張
し
た
。
と
は
い
え
、

規
範
性
が
な
く
「
盲
目
的
」
だ
と
言
わ
れ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
と
は
異
な
っ
て
、「
法
身
」
は
規
範
的
で
生
の
目
的
を

与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
鈴
木
は
考
え
る
。
そ
の
際
、「
盲
目
的
」
な
の
は
「
法
身
」
で
は
な
く
て
「
無
明
」
な
の
だ
と
し
て
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
の
「
盲
目
」
性
を
も
「
無
明
」
論
に
お
い
て
継
承
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の

「
意
志
」
の
本
体
性
・
根
源
性
は
鈴
木
の
「
法
身
」
や
「
真
如
」
に
継
承
さ
れ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
の
「
盲
目
性
」
は

「
無
明
」
論
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
最
終
的
に
「
生
へ
の
意
志
」
の
否
定
を
提
唱
す
る
こ
と
に
は

鈴
木
は
追
随
せ
ず
、
む
し
ろ
生
の
肯
定
・
成
就
を
大
乗
的
「
涅
槃
」
と
し
て
説
い
た
の
で
あ
る
。

（3） 「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
」

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
と
り
だ
し
て
自
他
一
体
の
境
地
を
示
す
も
の
と
し
て
言
及
し
た
「
そ
れ
が
お
ま
え

で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

「
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
」
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
の
古
典
が
成
立
し
た
の
は
紀
元
前
の
八
〇
〇
～
五
〇
〇
年
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
。
多
様
な

諸
個
物
は
、
究
極
的
に
は
、
す
べ
て
一
つ
の
も
の
が
転
化
し
た
諸
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
や
が
て
再
び
こ
の
一
な
る
も
の

に
た
ち
か
え
る
、
と
い
う
思
想
が
、『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
第
六
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る	　

。

父
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
ニ
は
、
子
シ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
に
語
る
。

「
太
初
に
は
、
愛
児
よ
、
こ
の
世
界
に
は
『
有
』
だ
け
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
唯
一
の
も
の
で
、
第
二
の
も
の
は
な
か
っ
た
。」

太
初
に
あ
っ
た
の
は
、「
無
」
で
は
な
く
「
有
」
だ
と
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
は
言
う
。
こ
の
「
有
」
か
ら
熱
・
水
・
食
物
と
い
う
三
つ
の
も
の

が
生
じ
る
。
有
か
ら
生
じ
た
熱
・
水
・
食
物
を
混
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
個
々
の
形
態
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
個
物

に
は
「
生
命
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
形
で
入
り
込
ん
で
い
る
の
は
「
有
」
で
あ
る
。
様
々

（
18
）
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な
個
別
の
川
の
水
も
一
つ
の
海
へ
と
流
れ
注
い
だ
あ
と
は
、
も
は
や
個
別
性
は
な
く
、
す
べ
て
一
体
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

す
べ
て
は
「
有
」
に
お
い
て
一
体
で
あ
る
。

「
こ
の
微
細
な
も
の
、

―
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
は
そ
れ
を
本
質
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
真
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
ア
ー
ト

マ
ン
で
あ
る
。
シ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
よ
、
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
。」

「
こ
の
微
細
な
も
の
」
と
は
、「
生
命
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
で
あ
る
。「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
（tat tw

am
 asi

）。」「
お
ま
え
」
と

い
う
個
人
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
も
の
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
と
も
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
源
に
あ
る
「
有
」
で
も
あ
る
。「
お
ま

え
」
は
、
本
来
「
有
」
が
「
シ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
」
と
い
う
一
つ
の
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
は
「
シ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー

ト
ゥ
」
と
い
う
個
別
性
を
剥
奪
さ
れ
、「
有
」
と
い
う
全
体
に
た
ち
か
え
る
存
在
な
の
だ
。
個
別
的
存
在
は
普
遍
的
存
在
の
現
れ
で
あ

り
、
や
が
て
は
普
遍
的
存
在
に
再
び
帰
一
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
別
的
存
在
は
本
来
は
普
遍
的
存
在
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
の
『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
第
六
章
の
「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
を
〝
自
分
と
他
人
（
あ
る
い
は
、
動
物
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
者
）
と
は
一
体
で
あ
る
〟
と
い
う
倫
理
的
な
意
味

と
し
て
理
解
し
た
。
こ
れ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
す
れ
ば
外
れ
た
解
釈
で
あ
り
、
生
き
と
し
生
け
る
者
へ
の
「
同
情
」
と
い
う
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
倫
理
思
想
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
に
は
存
在
し
な
い	　

。

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
と
普
遍
と
の
い
わ
ば
垂
直
的
関
係
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
は
、
個
体
ど
う
し
の
水
平
的
関
係
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
す
べ
て
の
個
体
が
普
遍
者
と
一
体
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
す
べ
て
の
個
体
は
一
体
で
あ
り
、
連
帯
性
を
も
つ
、
と
い
う
の
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
着
想
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
論
理
的

に
は
前
者
か
ら
の
帰
結
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
本
来
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
そ
の
よ
う
な

連
帯
性
の
主
張
は
な
か
っ
た
。

（
19
）
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二
九

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
盲
目
的
な
「
意
志
」
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
有
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
た
し
か
に
、
両

者
は
永
遠
で
不
滅
と
い
う
点
で
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
は
人
が
そ
の
否
定
を
望
む
べ
き
だ
と

さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
有
」
は
決
し
て
そ
の
否
定
が
望
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
人
は
い
つ
か
は
「
有
」
に
帰
着
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、
全
体
的
な
本
体
と
個
別
的
な
現
象
と
の
対
応
を
想
定
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」

説
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
有
」
説
と
は
一
致
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
〝
本
体
〟
の
内
実
は
だ
い
ぶ
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
第
六
章
に
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
」

は
の
ち
に
「
梵
我
一
如
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
際
の
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
有
」・「
生
命
と
し
て
の
ア
ー

ト
マ
ン
」
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
よ
り
も
む
し
ろ
永
遠
・
全
知
の
神
性
で
あ
る
。「
有
」
よ
り
も
一
層
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う

「
盲
目
的
」
な
「
意
志
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
思
想
は
仏
教
と
い
う
よ
り
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
近
い
と
い
う
批

判
が
あ
る	　

。
は
た
し
て
仏
教
の
法
身
を
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
て
よ
い
の
か
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
本
来
の
仏
教
は
実
体
視

を
拒
否
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鈴
木
が
描
い
た
「
法
身
」
は
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い

え
、
法
身
の
現
れ
だ
か
ら
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
者
に
慈
悲
の
感
情
を
抱
く
と
い
う
鈴
木
の
着
想
は
、「
有
」
や
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」

の
理
論
か
ら
は
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
論
を
介
す
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
大
乗
仏
教
」
と
い
う
東
洋
思
想
を
論
じ
つ
つ
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
い
う
西
洋
思
想
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
内
容
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
明
治
時
代
の
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
と
の
交
流
の
一
つ
の
産
物
で
あ
る
（「
法
身
」
の

遍
在
的
顕
現
と
そ
れ
ゆ
え
の
相
互
の
一
体
性
・
愛
と
い
う
思
想
が
そ
も
そ
も
仏
教
思
想
の
中
に
あ
っ
て
、
鈴
木
が
そ
れ
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
を
〝
形
だ
け
〟
援
用
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
に
導
か
れ
て
仏
教
思
想
の
中
に
そ
の
よ

（
20
）



三
〇

う
な
思
想
を
鈴
木
が
投
入
し
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
保
留
に
し
て
お
く
）。

（4） 

ド
イ
セ
ン
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
中
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
を
も
う
一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。

パ
ウ
ル
・
ド
イ
セ
ン
（
一
八
四
五
～
一
九
一
九
年
）
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
高
校
時
代
以
来
の
親
友
で
、
ニ
ー
チ
ェ
に
勧
め
ら
れ
て
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
読
み
、
感
銘
を
受
け
て
イ
ン
ド
学
者
に
な
っ
た
。
一
八
九
三
年
、
イ
ン
ド
に
旅
行
し
、
ボ
ン
ベ
イ
で
「
ヴ
ェ
ー
ダ
ー

ン
タ
哲
学
に
つ
い
て

―
西
洋
の
形
而
上
学
と
の
関
係
に
お
い
て
」
と
題
す
る
講
演
を
す
る
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
福
音
書
は
正
し
く
道
徳
の
最
高
原
理
と
し
て
『
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
』
と
い
う
原
理
を
定
め

る
。
だ
が
、
な
ぜ
私
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か

―
自
然
の
道
理
か
ら
言
え
ば
、
私
が
苦
や
快
を
感
じ
る
の
は

私
自
身
に
だ
け
で
、
私
の
隣
人
に
で
は
な
い
と
い
う
の
に
。
そ
の
答
え
は
聖
書

―
こ
の
立
派
な
書
は
、
セ
ム
族
の
現
実
主
義
を

免
れ
て
は
い
な
い

―
の
中
に
は
な
い
。
し
か
し
、
答
え
は
ヴ
ェ
ー
ダ
の
中
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
言
葉
に
お
い
て
形
而

上
学
と
道
徳
と
を
と
も
に
示
し
て
い
る
『
タ
ッ
ト
・
ト
ヴ
ァ
ム
・
ア
シ
［
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
］』
と
い
う
偉
大
な
定
式
の
中
に

あ
る
。
あ
な
た
が
あ
な
た
自
身
と
同
じ
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
す
る
の
は
、
あ
な
た
が

0

0

0

0

あ
な
た
の
隣
人
で
あ
る

0

0

0

か
ら
だ
。
あ

な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
と
は
違
う
何
物
か
だ
と
あ
な
た
に
信
じ
さ
せ
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。」	　

「
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
の
よ
う
に
愛
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
根
拠
は
聖
書
に
は
与
え
ら
れ

て
い
な
い
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
中
の
「『
タ
ッ
ト
・
ト
ヴ
ァ
ム
・
ア
シ
［
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
］』
と
い
う
偉
大
な
定
式
」
に
お
い
て
与
え

ら
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、「
あ
な
た
が

0

0

0

0

、
あ
な
た
の
隣
人
で
あ
る

0

0

0

」
か
ら
だ
と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
、
と
ボ
ン
ベ
イ
講
演
で
ド

イ
セ
ン
は
主
張
し
た
。

ド
イ
セ
ン
と
同
じ
論
理
を
使
っ
て
、
鈴
木
は
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
中
で
、
隣
人
愛
と
い
う
規
範
の
理
由
を
キ
リ
ス
ト
教
は
示
さ
な

（
21
）
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い
が
仏
教
は
そ
の
理
由
を
答
え
る
、
と
い
う
。

「
黄
金
律
（G

olden R
ule

）
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
理
由
は
一
切
示
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る

超
人
的
存
在
に
帰
せ
ら
れ
る
権
威
を
も
つ
命
令
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
知
的
に
養
成
さ
れ
た
精
神
に
と
っ
て
は
満
足
し
が
た
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
精
神
は
、
物
事
の
根
底
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
て
、
自
分
達
が
立
っ
て
い
る
基
盤
を
見
究
め
た
い
と
願
う

も
の
で
あ
る
か
ら
、
権
威
だ
か
ら
と
い
う
単
な
る
理
由
で
何
か
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
拒
否
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
は
、
そ
こ
か
ら
慈
悲
（love and sym

pathy

）
の
永
遠
の
流
れ
が
わ
き
で
る
法
身
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
事
物
は
そ
こ
に
お
い

て
一
体
化
し
て
い
る
（oneness

）
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
。」（p.54 , 

佐
々
木
訳
七
一
頁
）

つ
ま
り
、
鈴
木
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
隣
人
を
愛
す
べ
き
理
由
、
自
分
の
し
て
ほ
し
い
こ
と
を
他
人
に
す
べ
き
理

由
、
こ
れ
ら
の
理
由
を
キ
リ
ス
ト
教
は
問
わ
な
か
っ
た
が
、
感
情
よ
り
も
知
性
に
訴
え
る
傾
向
の
強
い
仏
教
は
こ
の
理
由
を
問
う
。
そ

の
理
由
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
、「
法
身
に
お
い
て
我
々
は
す
べ
て
一
つ
だ
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
（p.48 , 

佐
々
木
訳
六
五
頁
）。
別
の

文
脈
の
中
で
は
あ
る
が
、
鈴
木
は
ド
イ
セ
ン
の
当
該
講
演
に
註
で
言
及
し
て
い
る
（p.107 , 

佐
々
木
訳
四
一
〇
～
四
一
一
頁
）。

な
お
、
イ
ン
ド
思
想
家
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
（
一
八
六
三
～
一
九
〇
二
年
）
も
ま
た
、
ド
イ
セ
ン
の
影
響
を
受
け
、「
文
明
に
お

け
る
一
要
因
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
が
「
倫
理
的
規
範
」
の
「
理
由
（
根
拠

づ
け
）」
を
与
え
た
と
主
張
し
て
い
る
。

ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
弟
子
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
一
八
九
六
年
ド
イ
ツ
で
ド
イ
セ
ン
を
訪
ね
た
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
で

お
こ
な
っ
た
「
文
明
に
お
け
る
一
要
因
と
し
て
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
」
と
題
す
る
講
演
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
見
出
さ
れ
る
。

「
す
べ
て
の
宗
教
が
『
殺
す
な
、
傷
つ
け
る
な
、
あ
な
た
の
隣
人
を
あ
な
た
自
身
と
同
様
に
愛
し
な
さ
い
』
な
ど
の
倫
理
的
規
範
を

教
え
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
宗
教
は
そ
の
理
由
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
。
私
の
隣
人
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
の
は
何
故
な
の
か
。



三
二

た
ん
な
る
教
条
に
は
満
足
で
き
な
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
形
而
上
学
的
思
索
が
そ
の
答
え
を
導
き
出
す
ま
で
は
そ
の
問
い
へ
の
満

足
の
い
く
決
定
的
な
答
え
は
現
れ
な
か
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
こ
そ
は
絶
対
的
で
遍
在
的
で
、
そ
れ

ゆ
え
無
限
で
あ
る
。
無
限
な
も
の
は
二
つ
あ
り
え
な
い
、
互
い
に
限
定
し
合
い
有
限
に
な
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

個
人
の
魂
は
、
無
限
な
普
遍
的
魂
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
の
隣
人
を
傷
つ
け
る
と
、
そ
の
個
人
は
実
際
に
は
自
分
自

身
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
す
べ
て
の
倫
理
的
規
則
の
基
礎
を
な
す
根
本
的
な
形
而
上
学
的
真
実
な
の
で
あ
る
。」	　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
ド
イ
セ
ン
へ
と
受
け
継
が
れ
た
「
タ
ッ
ト
・
ト
ヴ
ァ
ム
・
ア
シ
」
の
倫
理
学
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

に
も
継
承
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
タ
ッ
ト
・
ト
ヴ
ァ
ム
・
ア
シ
」
の
倫
理
学
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
世
界
に
受
容
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
か
ら
発

し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ド
イ
セ
ン
が
受
け
入
れ
た
も
の
が
、
い
わ
ば
〝
逆
輸
入
〟
さ
れ
て
イ
ン
ド
に
流
入
し
た
。

規
範
の
根
拠
を
示
す
と
い
う
点
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
凌
駕
す
る
、
と
い
う
論
点
は
先
の
鈴
木
の
主
張
も
ド
イ
セ
ン
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
主
張
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
二
者
は
そ
れ
を
ヴ
ェ
ー
ダ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
特
質
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
鈴
木
は
仏
教
（
大
乗
仏
教
）
の
特
質
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
。

鈴
木
が
ア
メ
リ
カ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
会
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
存
在
を
知
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
自
ら
の
回
想
の
中
で
鈴
木
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
そ
の
こ
ろ
ま
た
こ
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
い
ふ
有
名
な
印
度
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
代
表
者
が
［
一
八
九
三
年
の
シ
カ

ゴ
で
の
万
国
宗
教
会
議
に
…
…
引
用
者
］
来
て
を
つ
た
で
す
ね
。
そ
い
つ
が
ま
あ
英
語
が
上
手
で
、
帰
り
に
、
色
々
そ
の
ア
メ
リ
カ

中
を
し
や
べ
り
歩
い
た
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
東
洋
に
関
す
る
関
心
が
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
涌
い
て
来
て
、
そ
れ
に
附
属
し
て
仏
教

に
対
し
て
の
興
味
も
ア
メ
リ
カ
人
が
持
つ
や
う
に
な
つ
て
来
た
わ
け
で
す
な
。」（
鈴
木
全
集
二
十
九
巻
一
五
七
頁
）

隣
人
愛
の
根
拠
は
自
他
の
一
体
性
だ
と
い
う
論
点
を
鈴
木
が
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
か
ら
継
承
し
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
鈴
木
が
ド
イ
セ
ン
論
文
を
読
ん
で
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
論
文
が
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
註
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の （
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で
明
ら
か
だ
が
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
へ
の
言
及
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（5） 

鈴
木
大
拙
に
と
っ
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

以
上
、『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
思
想
的
関
係
を
論
じ
て
き
た
。
こ
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
い
う
著
作
以

外
で
鈴
木
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

①
「
妄
想
録
」
と
「
基
教
徒
の
謬
見
二
、
三
を
弁
ず
」

雑
誌
『
日
本
人
』
第
七
二
～
七
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
妄
想
録
」
の
中
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
の
雑
誌
の

刊
行
は
一
八
九
八
年
八
～
九
月
で
あ
り
、
そ
の
と
き
鈴
木
は
す
で
に
ア
メ
リ
カ
に
い
る
。
こ
の
論
文
の
後
半
（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
六
三

～
一
七
一
頁
）
は
「
自
然
の
大
化
（
進
化
）」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。「
世
に
進
化
論
は
宇
宙
を
器
械
視
し
、
唯
物
論
的
に
す
る
と
思
ひ
、

之
を
非
難
す
る
宗
教
家
往
々
に
し
て
之
れ
あ
れ
ど
も
、
余
は
進
化
論
に
思
ひ
到
る
毎
に
吾
生
涯
の
目
的
を
自
覚
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。」（
鈴

木
全
集
三
〇
巻
一
六
五
頁
）
と
鈴
木
は
言
う
。
鈴
木
は
「
進
化
論
」
を
自
然
科
学
上
の
進
化
論
か
ら
逸
脱
さ
せ
て
い
く
。
宇
宙
は
「
何
と

も
形
容
し
や
う
な
き
目
的
に
向
ひ
つ
つ
あ
る
」
が
、
そ
の
目
的
は
「
理
」
で
は
把
握
で
き
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
と
て
把
握
で
き
な
い
が

宗
教
は
人
を
「
宇
宙
の
大
化
と
渾
融
し
」
て
生
き
る
こ
と
に
帰
着
さ
せ
（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
六
五
～
一
六
六
頁
）、「『
自
然
』
の
大
化
と

円
融
し
て
無
礙
自
在
、
活
卓
々
の
妙
用
を
捕
捉
」（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
六
四
頁
）
す
る
こ
と
、「
一
身
を
捨
て
て
絶
対
的
に
大
化
の
為
す

に
任
せ
」（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
一
六
六
頁
）
る
こ
と
へ
と
い
ざ
な
う
。

こ
の
「
自
然
の
大
化
」
の
話
の
延
長
上
に
次
の
よ
う
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
凡
理
論
［panlogism

］
よ
り
も
シ
ョ
ッマ

マ

ペ
ン
ハ
ア
ー
の
意
欲
論
こ
そ
面
白
け
れ
。
併
し
彼
は
意
欲
の
目
的
を
存
在
に

止
め
て
、
其
以
外
に
著
眼
せ
ざ
り
し
故
、
自
か
ら
不
健
全
な
る
厭
世
主
義
と
な
り
、
意
欲
を
滅マ

マ絶
し
て
、
始
め
て
解
脱
す
べ
し
と

曰
ふ
に
至
り
ぬ
。
是
は
哲
学
の
分
別
の
境
に
迷
ひ
て
超
然
独
脱
す
る
能
は
ざ
る
見
解
な
り
。
さ
は
い
へ
哲
学
に
て
は
是
以
上
を
説
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き
難
か
る
べ
き
か
。
た
と
ひ
意
欲
の
目
的
は
存
在
せ
ん
と
す
る
処
に
あ
ら
ず
し
て
、
存
在
は
畢
竟
手
段
に
過
ぎ
ず
、
究
竟
は
善
に

在
り
と
か
、
美
に
在
り
と
か
曰
ふ
も
、
や
は
り
分
別
了
知
の
境
を
出
で
ぬ
故
、
矛
盾
を
見
て
は
明
な
り
。
如
か
じ
、
有
る
は
有
る

に
任
せ
、
無
き
も
強
ひ
て
、
求
め
ず
、『
自
然
』
の
大
化
そ
の
も
の
と
共
に
遊
戯
三
昧
の
妙
境
に
住
せ
ん
の
み
。」（
鈴
木
全
集
三
〇

巻
一
七
〇
～
一
七
一
頁
）

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
生
へ
の
意
志
」
を
究
極
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
「
面
白
」
い
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
意
欲
」（
意
志
）
が
目
的
と
す
る
も
の
は
た
ん
な
る
「
存
在
」（
生
）
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
意
欲
の
目
的
を
、
代
わ
り
に
「
善
」

と
か
「
美
」
と
か
言
う
の
も
「
哲
学
」
的
な
「
分
別
」
で
あ
っ
て
、
鈴
木
は
そ
こ
に
新
た
な
目
的
を
提
示
し
て
見
せ
る
よ
う
な
こ
と
は

せ
ず
、「
自
然
の
大
化
」
に
随
順
し
た
生
き
方
（「
有
る
は
有
る
に
任
せ
」）
へ
と
帰
着
さ
せ
る
。

一
方
、
一
九
〇
〇
年
に
『
桑

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

港
仏
教
青
年
会
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
基
教
徒
［
キ
リ
ス
ト
教
徒
］
の
謬
見
二
、
三
を
弁
ず
」
の

中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
宗
教
と
云
へ
ば
何
れ
の
宗
教
か
厭
世
な
ら
ざ
ら
ん
。
厭
世
を
以
て
恐
る
べ
き
も
の
と
な
す
は
基
教
を
知
ら
ず
、
仏
教
を
知
ら
ざ
る

も
の
な
り
。
…
…
シ
ョ
ッマ

マ

ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
基
教
と
仏
教
と
を
以
て
共
に
厭
世
の
宗
教
と
な
す
は
、
説
の
当
を
得
た
る
も
の
な
り

と
知
る
べ
し
。」（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
二
一
五
頁
）

こ
こ
で
鈴
木
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
厭
世
」
観
を
評
価
し
て
い
る
。「
厭
世
」
と
い
う
こ
と
を
「
宗
教
」
の
一
つ
の
局
面
と
し
て

認
め
て
い
る
。「
厭
世
」
と
は
現
世
を
い
っ
た
ん
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
の
端
緒
と
し
て
の
「
厭
世
」
を
認
め
る
と
は

い
え
、
宗
教
が
「
厭
世
」
で
終
わ
っ
て
よ
い
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
い
っ
た
ん
現
世
を
拒
否
し
た
上
で
反
転
し
て
現
世
で
の
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
活
動
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
る
。「
否
定
」
か
ら
「
肯
定
」
へ
、
で
あ
る
。

の
ち
の
『
日
本
的
霊
性
』（
一
九
四
四
年
）
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
二
度
生
ま
れ
」
の
議
論
を
踏
ま
え
て
現
世
否
定
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は
「
霊
性
」
に
と
っ
て
不
可
欠
な
局
面
だ
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る	　

。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
厭
世
」
へ
の
評
価
は
一
九
五

二
年
の
『
宗
教
入
門
』
で
も
次
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

「
苦
し
い
こ
と
を
余
計
に
感
ず
る
と
い
ふ
の
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
厭
世
的
考
へ
方
の
も
と
で
す
な
。
…
…
仏
教
を
厭
世
教
と

申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
厭
世
教
で
な
い
宗
教
は
な
い
。
私
等
も
子
供
の
時
よ
く
い
は
れ
て
を
つ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
楽
天
教
、
仏

教
は
厭
世
教
で
い
け
な
い
と
い
は
れ
て
、
な
る
ほ
ど
さ
う
か
と
思
つ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
厭
世
教
で
な
い
宗
教
は
宗
教
で

な
い
。
み
ん
な
厭
世
と
い
ふ
も
の
が
入
つ
て
を
る
。」（
鈴
木
全
集
一
〇
巻
四
一
〇
～
四
一
一
頁
）

宗
教
の
原
点
に
「
厭
世
」（
現
世
否
定
）
が
あ
る
。
こ
の
点
で
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の

見
解
に
鈴
木
は
共
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
『
神
秘
主
義
』

『
大
乗
仏
教
概
論
』
以
後
の
鈴
木
の
著
作
に
、〝
本
体
と
し
て
の
「
法
身
」
か
ら
の
現
象
〟
と
い
う
図
式
は
見
出
せ
な
く
な
る
。
こ
の

図
式
は
、
背
景
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
表
面
に
は
現
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
よ

う
に
、「
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
」
と
い
う
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
章
句
を
も
ち
だ
し
て
、
個
々
人
の
間
の
本
来
の
一
体
性
を
そ
も
そ
も
同

じ
本
体
か
ら
の
現
象
だ
か
ら
だ
と
説
明
す
る
こ
と
は
後
期
の
著
作
に
は
も
は
や
な
い
。「
法
身
」
と
い
う
、
宇
宙
に
普
遍
的
な
究
極
的
実

在
が
個
々
の
姿
に
現
象
す
る
と
い
う
着
想
、
す
な
わ
ち
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
類
似
し
た
発
想
は
、
少
な
く
と
も
『
日
本
的
霊
性
』

や
『
仏
教
の
大
意
』
と
い
っ
た
後
期
の
著
作
で
は
も
は
や
見
出
せ
な
い
。

『
神
秘
主
義
』
と
題
し
て
一
九
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
英
文
著
作
が
あ
る	　

。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
代
表
的
思
想
家
で
あ
る
マ

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
二
六
〇
年
頃
～
一
三
二
七
年
）
の
思
想
と
大
乗
仏
教
思
想
（
禅
と
浄
土
真
宗
）
と
の
親
近
性
を
テ
ー
マ
と

し
て
い
る
。『
神
秘
主
義
』
の
中
に
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
言
及
を
見
出
せ
る
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
仏
教
哲
学
で
は
「
渇
愛
（thirst

）」
こ
そ
が
「
事
物
を
存
在
せ
し
め
る
第
一
原
理
」
で
あ
り
、
渇
愛
が
「
自
己
表
現
、

（
23
）

（
24
）
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つ
ま
り
自
己
主
張
の
た
め
に
形
を
も
つ
こ
と
を
希
求
す
る
」（p.106 , 

坂
東
・
清
水
訳
一
七
三
頁
）。
渇
愛
が
空
を
飛
び
た
い
と
思
え
ば
鳥

に
な
り
、
水
の
中
を
泳
ぎ
た
い
と
思
え
ば
魚
に
な
り
、
咲
き
誇
り
た
い
と
思
え
ば
花
に
な
る
。「
創
造
主
で
あ
る
か
ら
、
渇
愛
こ
そ
個
別

化
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
限
り
な
い
多
様
性
を
も
つ
世
界
を
創
り
出
す
。」（p.107 , 

坂
東
・
清
水
訳
一
七
四
頁
）「
渇
愛
は
我
々
の

存
在
の
中
で
意
識
を
構
成
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」（p.108 , 

坂

東
・
清
水
訳
一
七
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
「
渇
愛
」
を
説
明
し
た
上
で
、
鈴
木
は
こ
れ
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
意
志
」
と
比
較
し
て
み
せ
る
。

「
ひ
ょ
っ
と
し
て
渇
愛
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
〝
生
へ
の
意
志
〟
と
対
比
し
た
い
と
思
う
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
私
の
言
う
渇
愛
は
、
彼
の
意
志
よ
り
は
も
っ
と
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
の
考
え
て
い
る
意
志
は
、
す
で
に
死

や
破
滅
に
抵
抗
し
て
生
き
ん
と
努
力
す
る
意
志
と
し
て
識
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
意
志
は
二
元
的
思
考
を
宿
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
渇
愛
は
、
い
わ
ば
い
ま
だ
創
造
の
仕
事
に
と
り
か
か
ら
な
い
神
の
心
の
中
に
じ
っ
と
潜
在
し
て
い
る
。
こ
の
動
き
が
渇
愛

な
の
で
あ
る
。
活
動
が
渇
愛
な
の
だ
。
神
を
し
て
『
光
あ
れ
』
と
発
令
さ
せ
た
も
の
こ
そ
渇
愛
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
渇
愛
は
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
の
背
後
に
あ
る
。
渇
愛
は
意
志
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
概
念
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
、

意
志
は
盲
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
渇
愛
は
盲
目
で
も
非
盲
目
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
と
も
渇
愛
に
対
し
て
い
ま
だ
付
け

ら
れ
て
い
な
い
述
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
渇
愛
は
ま
だ
何
物
で
も
な
い
。
純
粋
意
志
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」（p.108 , 

坂
東
・
清
水
訳
一
七
六
頁
）

つ
ま
り
、「
渇
愛
」
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
「
意
志
」
よ
り
も
深
く
、
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
「
意
志
」
は
「
盲
目
的
」
だ
が
、「
渇
愛
」
は
、
盲
目
的
と
も
非
盲
目
的
と
も
形
容
す
る
以
前
の
「
純
粋
意
志
」
だ
と
鈴
木
は
言

う
。こ

の
よ
う
な
渇
愛
論
を
踏
ま
え
て
鈴
木
は
「
輪
廻
」
に
つ
い
て
、「
我
々
は
死
後
に
な
っ
て
初
め
て
そ
れ
を
体
験
し
た
り
、
測
り
知
れ
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な
い
長
い
時
が
経
つ
の
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
現
世
を
生
き
て
い
る
間
の
ど
の
瞬
間
に
も
、
輪
廻
そ
の
も
の
を
現
に
お
こ
な
い
つ
つ
あ

る
」（p.110 , 

坂
東
・
清
水
訳
一
七
九
頁
）
と
い
う
興
味
深
い
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
輪
廻
を
通
時
的
な
も
の
で
は
な
く
共
時
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
犬
も
花
も
同
じ
渇
愛
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
と
っ
た
も
の
だ
と
鈴
木
は
考
え
る
。
通
常
、
花
（
植
物
）
が

輪
廻
す
る
と
は
見
做
さ
れ
な
い
が
、
鈴
木
に
と
っ
て
は
花
も
石
も
一
括
さ
れ
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
よ
り
「
根

本
的
」
な
「
渇
愛
」
を
想
定
し
て
論
じ
て
い
る
と
は
い
え
、
人
間
・
動
物
・
植
物
・
鉱
物
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
「
意
志
」
の
現
れ
だ

と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
着
想
の
痕
跡
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
「
渇
愛
」
論
は
次
の
文
章

―
駒
澤
大
学
教
化
研
究
所
編
『
禅
と
念
仏
』（
一
九
六
〇
年
、
講
談
社
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
正
力
氏

の
坐
禅
体
験
に
つ
い
て
」（
原
英
文
）
よ
り

―
と
重
ね
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェマ

マ

ー
の
『
生
き
る
意
志
』
に
は
ま
だ
私
た
ち
に
訴
え
る
な
に
も
の
か
が
あ
る
と
思
う
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と

だ
が
、
こ
の
意
志
の
概
念
は
余
り
に
も
狭
く
、
余
り
に
も
特
殊
で
、
十
分
透
徹
し
た
も
の
で
は
な
い
、
こ
れ
は
最
高
の
水
準
に
ま

で
高
め
ら
れ
、
岩
の
存
在
、
海
の
う
ね
り
、
星
の
輝
き
に
ま
で
す
す
め
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
こ

と
は
す
べ
て
ひ
と
し
く
意
志
の
発
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
志
が
魚
を
泳
が
せ
、
鳥
を
飛
ば
せ
、
人
を
愛
さ
せ
、
…
…
」（
鈴
木

全
集
三
四
巻
二
〇
六
頁
）

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
意
志
」
と
い
う
概
念
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、「
生
へ
の
」
と
い
う
特
定
の
方
向
性
を
与
え

て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
魚
を
泳
が
せ
、
鳥
を
飛
ば
せ
、
人
を
愛
さ
せ
」
る
の
は
、『
神
秘
主
義
』
で
は
「
渇
愛
」
で
あ
っ
た
。

「
生
へ
の
」
と
い
う
特
定
化
を
除
い
た
「
意
志
」
は
「
渇
愛
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
一
九
五
二
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
の
講
義
録	　

の
中
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
「
意
志
」
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う

な
文
章
が
あ
る
。『
神
秘
主
義
』
と
同
じ
趣
旨
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

（
25
）



三
八

「
と
く
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
意
志
は
啓
発
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
、
大
文
字
のW

ill

（
意
志
）
は
普
通
の
意
味
の
意
志
で
は
な
く
、
ま
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
『
生
へ
の
意
志
』

の
よ
う
な
単
な
る
生
物
学
的
次
元
の
意
味
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
最
も
深
遠
な
意
味
で
の
『
意
志
』
で
あ
り
、
生
命
そ
の

も
の
と
同
一
の
、
自
己
存
在
の
全
体
性
と
一
体
の
『
意
志
』
な
の
で
す
。」（『
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
セ
ミ
ナ
ー
講
義
』、
英
文p.24 , 

重
松

訳
三
二
頁
）

こ
こ
で
「
大
文
字
のW

ill

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
『
神
秘
主
義
』
に
お
け
る
「
渇
愛
」
と
考
え
て
よ
い
。

一
八
九
八
年
の
「
妄
想
録
」
で
、
意
志
の
目
的
は
た
ん
な
る
生
で
は
な
い
、
か
と
い
っ
て
意
志
の
目
的
を
善
と
か
美
と
か
い
う
分
別

知
で
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
主
張
し
て
い
た
鈴
木
の
立
場
が
半
世
紀
を
経
て
こ
れ
ら
の
論
考
に
も
一
貫
し
て
い
る
。
そ
も

そ
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
」
に
つ
い
て
、
鈴
木
は
「
生
へ
の
」
と
い
う
限
定
が
不
要
だ
と
か
、
意
志
は
否
定
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
、
と
い
う
批
判
を
表
明
し
て
い
る
と
は
い
え
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
万
物
の
背
後
に
「
意
志
」
と
い
う
不
可
知
の
原

動
力
を
想
定
し
た
こ
と
に
共
感
を
抱
き
続
け
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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三
九

註原
文
の
隔
字
体
（
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）
お
よ
び
斜
字
体
の
部
分
に
は
訳
文
で
は
傍
点
を
施
し
、
そ
れ
ら
の
原
語
を
記
す
場
合
に
は
斜
字
体
で
表
記
し
た
。
邦
訳
の
あ

る
も
の
に
つ
い
て
は
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
訳
文
は
必
ず
し
も
そ
れ
ら
に
従
っ
て
い
な
い
。［ 

］
内
は
引
用
者
の
挿
入
で
あ
る
。

『
鈴
木
大
拙
全
集
（
増
補
新
版
）』
全
四
〇
巻
（
一
九
九
九
～
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
、『
鈴
木
大
拙
全
集
（
増
補
新
版
）』
第
八
巻

（
一
九
九
九
年
、
岩
波
書
店
）
五
頁
を
「
鈴
木
全
集
八
巻
五
頁
」
と
略
記
す
る
。

（
1
）	　

D
aisetz Teitaro Suzuki, O

utlines of M
ahāyāna Buddhism

, 1907 , London: Luzac and C
om

pany. 

佐
々
木
閑
（
訳
）『
大
乗
仏
教
概
論
』（
二
〇
〇
四
年
、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
岩
波
文
庫
）。
本
稿
で
は
文
庫
版
の
ほ
う
の
頁
を
示
す
。

　
　

	　

参
考
ま
で
に
、
筆
者
が
閲
覧
し
た
東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
のO

utlines of M
ahāyāna Buddhism

に
は
、“To Prof. J. Takakusu / w

ith com
plim

ents /
A

uthor / Tokyo, 1909 ”

と
い
う
鈴
木
大
拙
の
サ
イ
ン
が
書
か
れ
て
い
る
。
献
本
さ
れ
た
の
は
高
楠
順
次
郎
（
一
八
六
六
～
一
九
四
五
年
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）	　

管
見
の
限
り
で
知
り
え
た
資
料
・
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
鈴
木
が
釈
宗
演
に
宛
て
て
書
い
た
十
二
通
の
書
簡
を
紹
介
し
て
い
る
井

上
禅
定
「
ア
メ
リ
カ
遊
学
中
に
お
け
る
大
拙
先
生
の
書
簡
」（『
鈴
木
大
拙
の
人
と
学
問
』、
一
九
九
二
年
、
春
秋
社
、
所
収
）、
秋
月
龍
珉
『
世
界
の
禅
者

―

鈴
木
大
拙
の
生
涯
』（
一
九
九
二
年
、
岩
波
書
店
）
第
十
三
章
「
ラ
サ
ー
ル
の
十
年
」、
竹
村
牧
男
『
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙

―
そ
の
魂
の
交
流
に
聴
く
』

（
二
〇
〇
四
年
、
大
東
出
版
社
）
第
一
章
第
二
節
「
大
拙
の
渡
米
後
、
帰
国
ま
で
」、『
大
乗
仏
教
概
論
』（
前
掲
）
の
邦
訳
者
佐
々
木
閑
に
よ
る
「
訳
者
後
記
」、

Judith Snodgrass, “Publishing Eastern B
uddhism

: D
. T. Suzuki’s Journey to the W

est”, Thom
as D

avid D
ubois （ed.

）, C
asting Faiths: Im

perialism
 

and the Transform
ation of Religion in East and Southeast Asia, 2009 , H

am
pshire: Palgrave M

acm
illan, pp.46 -72 , 

そ
し
て
近
年
刊
行
さ
れ
た
安
藤
礼

二
『
大
拙
』（
二
〇
一
八
年
、
講
談
社
）
が
あ
る
。

　
　

	　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ス
ノ
ッ
ド
グ
ラ
ス
の
論
文
「
東
方
仏
教
の
提
唱

―
D
・
Т
・
鈴
木
の
西
洋
へ
の
旅
」
は
、
ラ
・
サ
ー
ル
の
ポ
ー
ル
・
ケ
イ
ラ
ス
の
も

と
に
い
た
鈴
木
の
十
一
年
の
「
徒
弟
期
間
（apprenticeship

）」
に
つ
い
て
「
明
治
日
本
の
仏
教
復
興
と
い
う
広
い
文
脈
」（p.47

）
と
い
う
視
野
か
ら
考
察
し

て
い
る
。

　
　

	　

安
藤
礼
二
の
近
著
『
大
拙
』
は
、
鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
ア
メ
リ
カ
時
代
と
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
点
で
、
私
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
重
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
安
藤
は
言
う
。

　
　
　
　
「『
大
乗
仏
教
概
論
』
は
大
拙
思
想
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
。」（
七
九
頁
）



四
〇

　
　

	　
「
研
究
」
と
は
距
離
を
置
い
た
「
文
芸
批
評
」
と
い
う
立
場
（
一
三
、
三
五
〇
頁
）
か
ら
の
、
鈴
木
思
想
の
多
面
性
へ
の
安
藤
の
目
配
り
は
啓
発
的
な
示
唆

に
満
ち
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
①
ポ
ー
ル
・
ケ
イ
ラ
ス
の
著
作
の
鈴
木
訳
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
藤ふ

じ
む
ぜ
ん

無
染
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
鈴
木
の
思
想
が
折
口
信

夫
の
「
産む

す
び霊

」
の
民
俗
学
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
（
第
一
章
）、
②
ブ
ラ
ヴ
ァ
ッ
キ
ー
が
説
い
た
「
神
智
学
」
を
信
奉
し
真
言
密
教
を
探
究
し
て
い
た
ビ
ア
ト

リ
ス
夫
人
と
の
影
響
関
係
（
第
一
・
四
章
）、
③
胡こ

て
き適

に
よ
る
禅
の
「
歴
史
」
的
理
解
と
鈴
木
に
よ
る
禅
の
「
体
験
」
的
理
解
（
第
六
・
七
章
）、
④
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
思
想
を
ア
メ
リ
カ
に
紹
介
し
老
子
『
道
徳
経
』
を
英
訳
し
た
ブ
レ
イ
ク
ニ
ー
へ
の
鈴
木
の
共
感
（
第
六
章
）、
⑤
一
九
〇
〇
年
に
敦
煌
莫
高
窟
で
発

見
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
初
期
禅
宗
史
に
関
わ
る
神じ

ん
ね会

の
北
宗
批
判
の
文
書
へ
の
着
目
（
第
七
章
）、
⑥
禅
思
想
史
に
お
け
る
、
白
隠
に
よ
る
看
話
禅
（
臨

済
宗
の
公
案
禅
、
瞬
間
の
悟
り
、「
頓
」、
慧え

の
う能

の
法
脈
「
南
宗
」）
と
、
沈
黙
の
坐
禅
の
立
場
（
曹
洞
宗
の
黙
照
禅
、
持
続
す
る
坐
禅
に
よ
る
悟
り
、「
漸
」、
神じ

ん
し
ゅ
う秀

の
法

脈
「
北
宗
」）
と
の
対
立
と
、
禅
に
と
っ
て
は
公
案
も
坐
禅
も
不
要
と
見
做
し
た
盤
珪
の
不
生
禅
、
と
い
う
禅
の
三
類
型
（
第
七
章
）、
⑦
神
会
の
法
系
で
あ

り
「
華
厳
宗
」
第
五
祖
で
あ
る
圭け

い
ほ
う
し
ゅ
う
み
つ

峯
宗
密
の
『
原
人
論
』（
道
教
・
儒
教
・
仏
教
の
総
合
）
に
お
け
る
「
霊
性
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
（
第
七
章
）
な
ど
、
論

点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
学
び
う
る
こ
と
は
多
い
。
た
だ
、
い
く
つ
か
疑
問
も
あ
る
。

　
　

	　
『
大
乗
起
信
論
』
あ
る
い
は
鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
の
思
想

―
そ
れ
は
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
っ
て
「
現
象
即
実
在
論
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
し
、
私

は
「
本
体
／
現
象
」
図
式
と
呼
ん
だ
り
も
し
て
い
る
し
、「
梵
我
一
如
」
類
型
と
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

―
を
安
藤
は
し
ば
し
ば
端

的
に
「
如
来
蔵
思
想
」
と
表
現
す
る
（
た
と
え
ば
、
九
～
一
〇
頁
）
の
だ
が
、
そ
れ
は
適
切
だ
ろ
う
か
。
如
来
の
素
質
を
す
べ
て
の
衆
生
が
含
み
込
ん
で
い

る
と
い
う
「
如
来
蔵
」
思
想
を
『
大
乗
起
信
論
』
が
含
ん
で
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
は
一
面
に
す
ぎ
ず
、『
大
乗
起
信
論
』
を
代
表
さ
せ
る
概
念

と
し
て
「
如
来
蔵
」
を
鈴
木
が
強
調
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
安
藤
が
「
如
来
蔵
思
想
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
安
藤

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
中
で
、
折
口
信
夫
の
「
産
霊
」
と
鈴
木
の
「
如
来
蔵
」
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
）。「
如
来
蔵
思
想
」
が
「
唯
識

派
の
流
れ
の
な
か
か
ら
」
生
み
出
さ
れ
た
（
四
七
頁
）
と
い
う
系
譜
は
正
し
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

　
　

	　

鈴
木
思
想
の
一
貫
性
（
あ
る
い
は
変
化
）
に
関
わ
る
安
藤
の
次
の
よ
う
な
記
述
も
、
た
だ
ち
に
肯
定
し
て
よ
い
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

	「『
大
乗
仏
教
概
論
』
刊
行
の
後
、
大
拙
は
正
面
か
ら
『
大
乗
仏
教
』
や
如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
論
じ
な
く
な
る
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
禅
を
論
じ
、

真
宗
を
論
じ
る
。
佐
々
木
閑
は
そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
大
拙
は
著
作
の
な
か
で
一
貫
し
て
如
来
蔵
思
想
に
言
及
し

て
い
る
。『
禅
』
や
『
真
』（
浄
土
真
宗
）
が
成
り
立
っ
た
背
景
に
も
如
来
蔵
思
想
は
伏
在
し
て
お
り
、
大
拙
は
そ
う
し
た
事
実
を
な
ん
ら
隠
そ
う
と
は

し
て
い
な
い
。」（
四
九
頁
）

　
　
　
　

	「
大
拙
は
『
大
乗
仏
教
概
論
』
で
依
拠
し
た
『
如
来
蔵
』
と
い
う
考
え
を
生
涯
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
そ
れ
を
よ
り
論
理
的
か
つ
実
践
的
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四
一

に
深
め
て
行
っ
た
。」（
八
〇
頁
）

　
　

	「
如
来
蔵
思
想
」
と
い
う
言
葉
の
適
否
は
措
く
と
し
て
、『
大
乗
起
信
論
』
的
な
〝
本
体
／
現
象
〟
図
式
は
、
鈴
木
の
後
期
の
思
想
に
も
「
伏
在
し
」、「
一

貫
し
て
」
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、『
大
乗
仏
教
概
論
』
と
『
日
本
的
霊
性
』
と
を
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
方
向
性
の
違
い
を
感
じ
る
。

鈴
木
が
『
日
本
的
霊
性
』
で
「『
如
来
蔵
』
と
『
真
如
』
と
の
関
係
を
、『
霊
性
』
と
い
う
言
葉
…
…
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
新
し
く
読
み
替
え
」（
五
〇
～
五

一
頁
）
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
鈴
木
は
『
日
本
的
霊
性
』
で
「
霊
性
」
と
「
真
如
」
な
い
し
「
如
来
蔵
」
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
な
い
。

そ
の
関
係
を
連
続
的
な
も
の
と
見
て
よ
い
か
は
検
討
を
要
す
る
。

　
　

	　

以
上
示
し
た
よ
う
に
、
安
藤
の
『
大
拙
』
は
啓
発
的
な
本
で
は
あ
る
が
、
思
想
へ
の
内
在
的
分
析
に
関
し
て
私
は
い
く
つ
か
疑
問
を
感
じ
て
お
り
、
そ

の
点
を
本
稿
の
研
究
で
克
服
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
3
）	　

本
稿
の
研
究
内
容
に
関
し
て
は
、
そ
の
つ
ど
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
、
次
の
六
つ
の
学
会
や
研
究
会
で
口
頭
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
①
エ
ア
フ
ル
ト

（
ド
イ
ツ
）
で
の
国
際
宗
教
学
会
で
の
口
頭
発
表
（“D

aisetz Suzuki’s O
utlines of M

ahāyāna Buddhism
 and its influence upon M

ax W
eber’s sociology of religion”, 

21 th Q
uinquennial W

orld C
ongress of the International A

ssociation for the H
istory of R

eligions （IA
H

R

）, 27
A

ugust 2015 , Erfurt, G
erm

any

）、
②
北
京
（
中
国
）

で
の
世
界
哲
学
会
議
で
の
口
頭
発
表
（“A

 point of contact betw
een D

aisetz Suzuki and M
ax W

eber: O
n Suzuki’s O

utlines of M
ahāyāna Buddhism

 and W
eber’s 

reference to it”, 24 th W
orld C

ongress of Philosophy, 16
A

ugust 2018 , Peking, C
hina

）、
③
日
本
宗
教
学
会
で
の
口
頭
発
表
（「
鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』

に
関
し
て
」、
日
本
宗
教
学
会
第
七
七
回
学
術
大
会
、
二
〇
一
八
年
九
月
八
日
、
大
谷
大
学
）、
④
九
州
大
学
哲
学
会
で
の
口
頭
発
表
（「
鈴
木
大
拙
の
『
大
乗
仏
教
概

論
』

―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
関
連
に
着
目
し
て
」、
二
〇
一
八
年
九
月
二
九
日
、
九
州
大
学
）、
⑤
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に

関
す
る
国
際
会
議
で
の
講
演
（“Suzuki’s O

utlines of M
ahāyāna Buddhism

 and its relation w
ith Schopenhauer”, International C

onference: The W
orld as W

ill and 

Representation R
e-read - The W

hole C
onception, the C

entral Them
es and <

Schopenhauer and “the O
rient”>

, 21 . February 2019 , Ryukoku U
niversity, K

yoto

）、

⑥
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
の
会
合
で
の
口
頭
発
表
（「
鈴
木
大
拙
と
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
」、
ウ
ェ
ー
バ
ー
シ
ン
ポ
準
備
会
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
二
日
、
東
洋
大

学
）。

（
4
）	　

鈴
木
の
『
大
乗
仏
教
概
論
』
に
光
を
あ
て
る
に
あ
た
っ
て
、
鈴
木
の
思
想
の
全
体
像
の
理
解
が
必
要
だ
と
考
え
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
著
と
い
わ
れ
る
こ

と
の
多
い
『
日
本
的
霊
性
』
を
中
心
に
考
察
し
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
拙
稿
「
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
つ
い
て
の
考
察
（
上
）」（
九
州
大
学
大
学

院
人
文
科
学
研
究
院
編
『
哲
學
年
報
』
第
七
七
輯
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
二
五
～
七
六
頁
）
お
よ
び
「
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
）」（
同

『
哲
學
年
報
』
第
七
八
輯
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
一
～
五
四
頁
）
に
示
し
た
。



四
二

（
5
）	　

目
次
に
は
「
実
践
的
大
乗
仏
教
（Practical M

ahāyānism

）」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
本
文
中
（p.216 , 

佐
々
木
訳
二
三
六
頁
）
で
「
実
践
的
仏
教
（Practical 

B
uddhism

）」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
誤
植
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）	　

鈴
木
は
大
乗
仏
教
の
思
想
に
肯
定
的
な
態
度
を
と
る
と
は
い
え
、
大
乗
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
が

―
小
乗
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
と
は
異
な
っ
て

―
釈
迦
を

超
人
化
・
神
格
化
し
荘
厳
で
神
秘
的
な
物
語
を
つ
く
り
だ
し
た
「
架
空
」
性
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（pp.242 -246 , 

佐
々
木
訳
二
六
一
～
二
六
四

頁
）。

　
　

	　
「
大
乗
仏
教
」
と
「
小
乗
仏
教
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　

	「
大
乗
仏
教
と
小
乗
仏
教
と
の
違
い
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
は
自
由
で
進
歩
的
だ
が
、
多
く
の
点
で
あ
ま
り
に
形
而
上
学
的
す
ぎ
る
。

し
ば
し
ば
見
事
な
卓
越
性
を
示
す
深
い
思
索
的
思
想
に
満
ち
て
い
る
。
他
方
、
小
乗
仏
教
は
い
く
ぶ
ん
保
守
的
で
あ
り
、
多
く
の
点
で
単
な
る
合
理

的
な
倫
理
シ
ス
テ
ム
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。」（p2 , 

佐
々
木
訳
一
六
頁
）

　
　

	「
小
乗
仏
教
」
は
倫
理
シ
ス
テ
ム
で
保
守
的
、「
大
乗
仏
教
」
は
進
歩
的
で
思
索
的
だ
と
い
う
（「
小
乗
仏
教
」
と
い
う
名
称
が
大
乗
仏
教
側
か
ら
の
片
寄
っ
た
呼

称
だ
と
い
う
こ
と
は
鈴
木
も
認
め
て
い
る
）。「
小
乗
仏
教
」
は
セ
イ
ロ
ン
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）、
シ
ャ
ム
（
タ
イ
）、
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
に
維
持
さ
れ
、「
大
乗

仏
教
」
は
ネ
パ
ー
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
へ
と
広
が
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
乗
仏
教
は
「
南
方
仏
教
」、
大
乗
仏
教
は
「
北
方
仏
教
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
仏
教
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
今
日
で
も
語
ら
れ
る
一
般
的
な
理
解
だ
と
言
え
る
。

　
　

	　

た
だ
、
鈴
木
は
こ
の
二
分
法
に
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
わ
り
こ
ま
せ
る
。「
東
方
仏
教
（Eastern B

uddhism

）」
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
に
は

な
い
が
、
中
国
や
日
本
で
は
展
開
し
た
仏
教
思
想
、
た
と
え
ば
浄
土
系
思
想
の
展
開
な
ど
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　

	「
中
国
や
日
本
に
は
あ
り
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
北
方
仏
教
つ
ま
り
北
イ
ン
ド
で
花
開
い
た
仏
教
の
中
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
も
、
そ
れ
と
類
似
す

る
も
の
も
な
い
よ
う
な
流
派
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
や
中
国
の
極
楽
を
説
く
流
派
の
よ
う
な
も
の
は
ネ
パ
ー
ル
に
も
チ
ベ
ッ
ト
に
も
な
い
。
…
…

仏
教
を
地
理
的
に
分
類
す
る
な
ら
、
二
つ
で
は
な
く
三
つ
に
分
け
る
ほ
う
が
よ
い
。
す
な
わ
ち
南
方
仏
教
、
北
方
仏
教
、
そ
し
て
東
方
仏
教
で
あ
る
。」

（pp.3 -4 , 

佐
々
木
訳
一
七
頁
）

　
　

	　
『
大
乗
仏
教
概
論
』
で
「
東
方
仏
教
徒
（Eastern B

uddhists

）」
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
の
は
「
法
身
」
論
の
中
（pp.220 , 222 , 

佐
々
木
訳
二
四
〇
、
二
四
二

頁
）
で
あ
り
、「
東
方
」
性
の
強
調
と
「
法
身
」
の
重
視
と
は
連
関
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
東
方
仏
教
」
と
い
う
言
葉
を
彼
は
こ
の
先
も
使
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、
真
宗
大
谷
大
学
の
教
授
に
就
任
し
た
鈴
木
は
、
学
内
に
「
東
方
仏
教
協
会
」
を
設
立
し
、
英
文
雑
誌
『
イ
ー

ス
タ
ン
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
』
を
創
刊
す
る
。



鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

四
三

（
7
）	　

宇
井
伯
寿
・
高
崎
直
道
（
訳
注
）『
大
乗
起
信
論
』（
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）。
鈴
木
大
拙
は
こ
の
『
大
乗
起
信
論
』
の
英
訳
を
一
九
〇
〇
年
に
刊
行
し

て
い
る
。Açvaghosha’s D

iscourse on the Aw
akening of Faith in the M

ahāyāna, translated by Teitaro Suzuki, 1900 , C
hicago: The O

pen C
ourt 

Publishing C
om

pany. 

鈴
木
に
お
け
る
『
大
乗
起
信
論
』
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
8
）	　
『
大
乗
起
信
論
』（
前
掲
）
の
本
文
を
挙
げ
て
お
く
（
表
現
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。

　
　
　
　

	「
真
如
の
自じ

し
ょ
う性

は
有
相
に
も
非
ず
、
無
相
に
も
非
ず
、
非
有
相
に
も
非
ず
、
非
無
相
に
も
非
ず
、
有う

む
く
そ
う

無
倶
相
に
も
非
ず
、
一
相
に
も
非
ず
、
異
相
に
も

非
ず
、
非
一
相
に
も
非
ず
、
非
異
相
に
も
非
ず
、
一
異
倶
相
に
も
非
ず
」（
二
七
頁
、
鈴
木
に
よ
る
前
掲
英
訳
書
で
はp.59 .

）

（
9
）	　

鈴
木
は >

principium
 individuationis<

を>
principium

 individuum
<

と
誤
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
個
別
化
の
原
理
」
に
つ
い
て
は
第
二
章

の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
論
で
後
述
。

（
10
）	　
「
真
如
」
論
が
主
と
し
て
『
大
乗
起
信
論
』
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
法
身
」
論
で
は
『
華
厳
経
』
か
ら
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）	　

鈴
木
は>

panentheism
<

を
意
識
し
て>

entheistic<

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。>

panentheism
<

（
万
有
在
神
論
）
に
関
し
て
は
、

前
掲
拙
稿
「
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
つ
い
て
の
考
察
（
下
）」
第
四
章
第
三
節
お
よ
び
そ
の
註
50
を
参
照
。

（
12
）	　
「
法
身
」
を
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
と
同
じ
だ
と
し
た
上
で
、

　
　
　
　

		「
そ
の
神
は
、
彼
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
中
に
自
分
の
姿
を
現
す
。
そ
の
神
は
歴
史
上
の
特
定
の
時
期
に
だ
け
現
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
ど
こ
で
も
、
そ
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
現
れ
る
。
彼
の
栄
光
は
、
人
類
の
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
認
識
さ
れ
る
。」（pp.261 -262 , 

佐
々
木
訳
二

七
八
頁
）

　
　

	

と
鈴
木
は
書
い
て
い
る
。
い
か
な
る
時
代
に
も
、
い
か
な
る
地
域
に
も
神
が
顕
現
す
る
と
い
う
着
想
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
た
新
渡
戸
稲
造
（
一
八
六

二
～
一
九
三
三
年
）
や
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
～
一
九
三
〇
年
）
が
抱
い
て
い
た
神
観
に
近
い
。
新
渡
戸
は
、
神
は
世
界
中
の
い
か
な
る
地
域
に
も
（
し
た
が
っ

て
日
本
に
も
）
関
わ
っ
て
き
た
、
日
本
民
族
に
お
い
て
「
神
の
国
」
の
理
想
を
体
現
し
て
き
た
の
が
「
武
士
道
」
だ
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
拙
稿
「
新
渡
戸

稲
造
の
『
武
士
道
』
に
描
か
れ
た
規
範
体
系
」（
平
成
十
二
～
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
１
）
研
究
成
果
報
告
書
『
価
値
語
の
様
態
と
そ
の
構
造
』

（
研
究
代
表
者
：
野
崎
守
英
）、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
一
四
五
～
一
六
九
頁
）
第
三
章
「
武
士
道
と
キ
リ
ス
ト
教
」
を
参
照
。

（
13
）	　
「
業
」
は
行
為
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
理
論
よ
り
は
実
践
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
前
半
に
理
論
、
後
半
に
実
践
を
扱
う
と
い
う
『
大
乗
仏
教
概

論
』
の
構
成
の
中
で
、「
業
」
が
理
論
グ
ル
ー
プ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
た
だ
、
実
体
と
し
て
の
個
我
（
霊
魂
）
は
存
在
せ
ず
（「
無

我
」）、
個
々
人
は
死
を
迎
え
る
が
、
個
人
の
行
為
の
影
響
力
は
当
人
の
死
後
も
残
り
続
け
る
（
不
死
で
あ
る
）、
と
い
う
後
述
の
『
閑
葛
藤
』
に
見
出
せ
る
見



四
四

地
を
考
慮
す
れ
ば
、
第
七
章
「
無
我
説
」
の
次
に
第
八
章
「
業
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
。

（
14
）	　

社
会
主
義
へ
の
共
感
は
、『
六
合
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
社
会
民
主
党
の
結
党
禁
止
に
つ
き
て
（
社
会
主
義
の
宗
教
的
基
礎
）」（
一
九
〇
一
年
）
に
も
表
現

さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
全
集
三
〇
巻
二
六
五
～
二
六
九
頁
）。「
社
会
主
義
」
が
ま
だ
弾
圧
さ
れ
な
い
時
代
だ
っ
た
。
天
皇
暗
殺
計
画
を
謀
っ
た
と
い
う
容
疑
で
僧

侶
三
名
を
含
む
社
会
主
義
者
た
ち
が
処
刑
な
い
し
無
期
懲
役
と
さ
れ
た
大
逆
事
件
は
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

（
15
）	　

A
rthur Schopenhauer, D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung I, Säm
tliche W

erke B
and 1 , Suhrkam

p Taschenbuch W
issenschaft, 1986 , Stuttgart: 

Suhrkam
p. 

西
尾
幹
二
（
訳
）『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界　

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』（
二
〇
〇
四
年
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
中
央
公
論
新
社
）。

（
16
）	　

西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」

（
九
州
大
学
哲
学
会
編
『
哲
学
論
文
集
』
第
五
五
輯
、
二
〇
一
九
年
九
月
、
一
～
三
三
頁
）
で
考
察
し
た
。

（
17
）	　

明
治
の
日
本
人
に
お
い
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
な
盲
目
的
意
志
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
知
と
が
接
合
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
西

田
幾
多
郎
の
『
善
の
研
究
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」
第
四
章
「
明
治
日
本
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
受
容
の
あ
り
方
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
18
）	　

長
尾
雅
人
（
責
任
編
集
）『（
中
公
バ
ッ
ク
ス　

世
界
の
名
著
）
バ
ラ
モ
ン
教
典
・
原
始
仏
教
』（
一
九
七
九
年
、
中
央
公
論
社
）、
一
一
八
～
一
二
四
頁
。

（
19
）	　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
の
一
部
を
十
七
世
紀
に
モ
ハ
メ
ッ
ド
・
ダ
ー
ラ
シ
ャ
コ
ー
（M

oham
m

ed D
araschekoh

）
が
ペ
ル

シ
ア
語
に
翻
訳
し
た
も
の
を
『
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
』
と
呼
ぶ
。
こ
の
書
を
ア
ン
ク
チ
ル
・
デ
ュ
ペ
ロ
ン
（A

nquetil D
uperron

）
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
す
る
（
一

八
〇
一
～
一
八
〇
二
年
、
パ
リ
で
出
版
）。
福
島
直
四
郎
「
全
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
（
奥
義
）
解
題
」（『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
全
書
』
七
、
一
九
二
三
年
、
世
界
文
庫
刊
行
會
、

四
〇
九
～
四
二
六
頁
）、
参
照
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
読
ん
だ
の
は
こ
の
ラ
テ
ン
語
訳
『
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
』
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　

	　
『
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
』
の
ド
イ
ツ
語
訳D

as O
upnek’hat （übertragen von Franz M

ischel, 1882 , D
resden: K

om
m

issions-Vertrag und D
ruck von K

. H
einrich

）

の
第
一
章
第
一
四
節
（S.32 -36

）
は
、『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
第
六
章
の
第
八
～
一
六
節
（
長
尾
編
一
一
七
～
一
二
四
頁
）
に
対
応
し

て
い
る
。
こ
の
中
に
何
度
か “O

 Sopatkit!  Tatoum
es, d. i. jener ātm

a bist du! ” （「
シ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
よ
、
そ
れ
が
お
ま
え
で
あ
る
。」）
と
い
う
言
葉
が

登
場
す
る
。

　
　

	　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
理
解
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ル
・
ハ
ッ
カ
ー
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
。Paul H

acker, 

Schopenhauer und die Ethik des H
induism

us, idem
, K

leine Schriften, 1978 , W
irsbaden: Franz Steiner Verlag G

M
B

H
, S.531 -564 . 

西
尾
幹
二

「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
人
間
像
」（
同
責
任
編
集
『
中
公
バ
ッ
ク
ス　

世
界
の
名
著
45　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
』、
一
九
八
〇
年
、
中
央
公
論
社
、
所

収
）、
七
三
頁
、
湯
田
豊
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
イ
ン
ド
哲
学
』（
一
九
九
六
年
、
晃
洋
書
房
）、
一
二
一
～
一
二
九
頁
、
参
照
。



鈴木大拙の『大乗仏教概論』についての考察（上）

四
五

（
20
）	　

た
と
え
ば
、
佐
々
木
閑
「
訳
者
後
記
」（
同
訳
『
大
乗
仏
教
概
論
』、
前
掲
、
所
収
）。

（
21
）	　

Paul D
eussen, “O

n the Philosophy of the Vedānta in its relations to occidental M
etaphysics”, in: idem

, Erinnerungen an Indien, 1904 , K
iel: 

Verlag von Lipsius &
 Tischer, S.250 -251 .

（
22
）	　

Sw
am

i Vivekananda, “Vedānta as a factor in civilization”, The Com
plete W

orks of Swam
i Vivekananda, Volum

e 1 , N
inth Edition, 1955 , Calcutta: 

A
dvaita A

shram
a, pp.383 -384 .

（
23
）	　

前
掲
拙
稿
「
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
つ
い
て
の
考
察
（
上
）」、
三
一
～
三
二
、
三
四
、
七
一
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
24
）	　

D
. T. Suzuki, M

ysticism
: C

hristian and Buddhist （1957 , 2002 , N
ew

 York: R
outledge

）. 

坂
東
性
純
・
清
水
守
拙
（
訳
）『
神
秘
主
義

―
キ
リ
ス
ト
教

と
仏
教
』（
二
〇
〇
四
年
、
岩
波
書
店
）。

（
25
）	　

重
松
宗
育
・
常
盤
義
伸
（
編
訳
）『
鈴
木
大
拙　

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
セ
ミ
ナ
ー
講
義
』（
二
〇
一
六
年
、
公
益
財
団
法
人
松
ヶ
岡
文
庫
発
行
）。

紙
幅
の
制
約
の
た
め
、
第
三
～
五
章
は
次
号
以
降
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。




