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近
代
日
本
思
想
史
上
、
京
都
学
派
と
呼
ば
れ
る
哲
学
者
の
一
群
が
日
本
独

自
の
思
想
潮
流
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
田
幾
多
郎

の
哲
学
、
そ
し
て
そ
れ
と
対
決
し
た
田
辺
元
の
哲
学
を
筆
頭
と
し
て
、
彼
ら

の
影
響
下
に
あ
っ
た
哲
学
者
た
ち
は
西
洋
の
哲
学
を
自
ら
の
う
ち
に
取
り

入
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
批
判
的
に
昇
華
し
て
独
自
の
体
系
へ
と
組
み
上
げ
て
い

っ
た
。
そ
の
際
、
西
洋
哲
学
に
対
す
る
東
洋
的
思
惟
と
し
て
参
照
さ
れ
た
も

の
が
仏
教
、
特
に
禅
と
浄
土
教
な
ど
の
大
乗
仏
教
で
あ
っ
た
。
京
都
学
派
の

哲
学
者
の
中
に
は
西
田
幾
多
郎
の
先
例
に
倣
い
、
み
ず
か
ら
禅
に
参
じ
、
理

性
を
超
え
た
原
理
を
そ
の
体
験
の
中
に
見
出
し
、
そ
の
視
座
か
ら
宗
教
哲
学

を
構
築
し
て
い
っ
た
も
の
が
い
る
。
そ
う
し
て
禅
を
主
題
と
す
る
哲
学
を
構

築
し
て
い
っ
た
も
の
た
ち
の
代
表
と
し
て
、
久
松
真
一
と
西
谷
啓
治
の
名
を

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
う
ち
、
特
に
久
松
真
一
は
禅
の
哲
学
を
構
築
す
る
の
み
な
ら
ず
、
実

践
的
な
在
家
禅
道
場
の
設
立
運
営
に
従
事
し
て
い
る
。
彼
は
一
九
四
四
年
に

京
都
帝
国
大
学
に
学
道
道
場
を
設
け
、
の
ち
に
そ
れ
を
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
と
し
て

発
展
さ
せ
て
い
る
。
西
洋
近
代
の
学
問
を
摂
取
し
な
が
ら
禅
を
論
じ
た
と
い

う
点
で
、
久
松
真
一
は
鈴
木
大
拙
と
の
関
わ
り
も
深
い
。
久
松
の
師
で
あ
る

西
田
幾
多
郎
は
、
禅
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
禅
を
主
題
化
さ
せ
る
よ
り
も
西
田

哲
学
と
言
わ
れ
る
独
自
の
体
系
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い

た
。
禅
と
哲
学
の
融
合
と
い
う
点
で
久
松
も
西
田
の
学
問
的
な
課
題
を
継
承

し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
久
松
の
禅
哲
学
は
、
禅
を
主
題
化
し
た
と
い
う
点

で
は
む
し
ろ
大
拙
の
禅
思
想
に
近
い
。 

無
論
、
同
級
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
の
間
の
影
響
関
係
は
濃
厚

で
あ
り
、
こ
の
二
人
は
互
い
に
呼
応
し
な
が
ら
、
各
々
の
哲
学
思
想
を
構
築

し
て
い
っ
た
。
久
松
が
西
田
を
師
と
仰
ぐ
と
同
時
に
、
師
の
親
友
で
あ
る
大

拙
か
ら
も
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
た

め
、
久
松
と
大
拙
は
論
述
の
文
脈
や
ス
タ
イ
ル
こ
そ
違
う
も
の
の
、
禅
の
理

解
と
い
う
点
で
は
非
常
に
似
通
っ
た
語
り
口
を
有
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
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両
者
の
禅
論
は
全
く
同
一
構
造
の
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
な
理
解
に
お
い

て
軌
を
一
に
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
宗
教
思
想
に
お
い
て
異
な

っ
た
姿
を
現
す
こ
と
と
な
る
。 

 

久
松
の
禅
哲
学
が
対
比
さ
れ
る
場
合
、
彼
の
師
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
の
哲

学
か
、
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
危
機
神
学
が
主
な
対
象
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ

も
久
松
の
宗
教
哲
学
を
闡
明
す
る
上
で
必
須
の
研
究
で
あ
る
が
、
久
松
の
禅

論
を
理
解
す
る
上
で
は
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
久
松

の
禅
哲
学
と
大
拙
の
禅
思
想
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
着

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
両
者
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
た
い
。 

 

第第
一一
節節  

久久
松松
とと
大大
拙拙
のの
体体
用用
論論 

  

久
松
真
一
が
禅
を
哲
学
的
に
論
じ
た
主
著
と
し
て
、『
東
洋
的
無
』（
一
九

三
九
年
）
と
『
絶
対
主
体
道
』（
一
九
四
八
年
）
の
二
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。

加
え
て
、
大
乗
仏
教
に
対
す
る
久
松
の
理
解
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
『
起
信

の
課
題
』（
一
九
四
七
年
）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
主
に
こ
の
三
書
に
基
づ
い

て
久
松
の
禅
哲
学
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

 

久
松
は
禅
に
見
性
と
い
う
宗
教
的
経
験
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
伝

統
的
な
臨
済
禅
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。 

 

禅
に
お
け
る
宗
教
的
善
は
見
性
と
い
う
宗
教
的
体
験
に
よ
っ
て
の
み

成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
禅
に
お
い
て
は
、
見
性
し
な
か
っ
た
な
ら
ば

善
悪
共
に
非
で
あ
る
。
禅
に
お
け
る
真
の
善
行
為
と
は
見
性
の
外
に
な

い
の
で
あ
る
。（H

S1:191-192

）
  (1) 

 

久
松
は
道
徳
律
と
宗
教
律
を
区
別
す
る
議
論
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
久
松
は
道
徳
の
領
域
を
理
性
の
活
動
と
し
、
宗
教
を
超
理
性
の
活
動

と
し
て
区
分
し
た
。
久
松
の
禅
哲
学
、
も
し
く
は
宗
教
哲
学
は
、
こ
の
超
理

性
な
る
も
の
と
、
理
性
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
て
い
る
か
を
め
ぐ
っ
て

議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
仏
教
に
限
ら
ず
、
宗
教
性
や
神
性
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
性
を
人
間
学
的
に
捉
え
よ
う
と

す
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
人
間
の
生
理
状
態
や
感
性
、
理
性
へ
と
宗
教
性
を

還
元
す
る
こ
と
は
、
無
限
な
る
宗
教
を
、
人
間
の
有
限
な
理
解
の
枠
内
に
押

し
込
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
か
え
っ
て
、
宗
教
性
は
宗

教
性
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
性
か
ら
そ
の
是
非
を
判
断
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
そ
れ
を
久
松
は
「
人
間
学
」
と
評
す
る
。
本
来
の
宗
教
性
は
人

間
の
理
解
の
範
疇
を
常
に
超
え
出
る
も
の
で
、
人
間
の
理
性
が
何
ら
か
の
存

在
と
し
て
限
定
で
き
る
「
有
」
で
は
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
、「
有
」
で
な

い
と
い
う
意
味
で
「
無
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
よ

う
な
「
無
」
は
「
有
」
と
の
相
対
概
念
で
あ
り
、
結
局
人
間
理
性
の
対
象
と

な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
、
久
松
の
い
う
超
理
性
は
、「
絶
対
無
」
と

し
て
ま
ず
は
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
田
幾
多
郎
の
哲
学

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
久
松
は
人
間
理
性
を
超
え
た
こ
の
宗
教
性
を
単
に
「
絶
対
無
」
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と
し
て
示
す
だ
け
で
は
、
そ
の
実
態
を
表
現
す
る
の
に
不
十
分
と
考
え
、「
絶

対
無
的
主
体
の
絶
対
有
的
妙
用
」（H

S2:351

）の
語
を
用
い
た
。す
な
わ
ち
、

久
松
の
哲
学
に
お
い
て
、
宗
教
性
は
単
に
人
間
の
活
動
を
超
え
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
作
用
と
し
て
働
き
出
し
て
、「
有
」
の
世
界
に
現
れ

出
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
本
来
「
無
」
で
あ
る

は
ず
の
超
理
性
的
な
宗
教
性
が
、
自
己
自
身
を
「
有
」
の
世
界
へ
と
自
己
を

限
定
し
た
と
言
え
る
。 

 

久
松
は
以
上
の
よ
う
な
宗
教
の
構
造
を
仏
教
の
文
脈
に
お
い
て
「
智
体
悲

用
」
の
語
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
智
慧
を
体
と
し
て
慈
悲
を
用

と
す
る
体
用
論
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
体
用
の
範
疇
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
覚
の
矛
盾
す
る
二
面
性
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
体
そ
の
も
の
は
、
時
間
も
空
間
も
超
越
し
た
全
く
の
無
限
定
な
真
理
そ

の
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
無
限
定
な
る
体
が
、
自
己
自
身
を
有

と
し
て
限
定
す
る
作
用
に
よ
っ
て
、
時
間
と
空
間
の
世
界
に
そ
の
覚
が
現
れ

出
て
来
る
と
い
う
二
面
性
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
し
て
そ
の
覚
す
る
も
の
は
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
来

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
体
は
用
す
な
わ
ち
働
き
を
自
ら
の
内
か
ら

起
こ
し
て
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
体
を
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に

そ
こ
に
そ
の
働
き
を
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

体
の
働
く
方
向
が
、
す
な
わ
ち
浄
土
教
の
言
い
表
わ
し
方
で
の
還
相
で

あ
り
、
華
厳
で
の
起
動
で
あ
り
ま
す
。（H

S2:319

） 

 

こ
れ
は
『
絶
対
主
体
道
』（
一
九
四
八
年
）
に
お
け
る
論
述
で
あ
る
が
、
久

松
の
こ
の
体
用
論
は
、
彼
の
『
起
信
の
課
題
』（
元
は
一
九
三
六
年
の
講
演
）

に
お
い
て
既
に
十
全
に
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
久
松
は
『
大
乗
起
信
論
』

以
来
の
真
如
の
三
大
（
体
大
・
相
大
・
用
大
）
に
お
け
る
体
用
を
踏
ま
え
て

お
り
、
大
乗
仏
教
、
特
に
如
来
蔵
思
想
の
基
本
的
構
造
に
則
っ
て
い
る
。 

 

真
如
が
体
と
い
わ
れ
る
の
は
、
は
た
ら
き
す
な
わ
ち
用
の
主
体
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
覚
は
用
と
一
体
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
覚
は
用
の
体
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
真
如
は
一
切
の
用
の
そ
れ

自
身
覚
し
て
い
る
絶
対
主
体
で
あ
る
。（H

S6:36

） 

 

体
は
用
の
体
で
あ
り
、
用
は
体
の
用
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
体
用
は
不
二

で
あ
る
。
久
松
の
禅
哲
学
は
こ
の
「
体
」
を
「
絶
対
無
的
主
体
」
と
し
、
分

別
的
主
体
と
し
て
の
自
己
を
徹
底
し
て
否
定
す
る
こ
と
で
、
こ
の
絶
対
無
的

主
体
を
覚
し
、
そ
の
絶
対
無
的
主
体
の
働
き
と
一
体
と
な
っ
て
現
実
に
活
動

す
る
こ
と
を
説
く
。 

 

久
松
の
禅
哲
学
を
こ
の
よ
う
に
概
略
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ

の
構
造
は
一
見
す
る
と
鈴
木
大
拙
の
禅
思
想
と
同
一
の
も
の
と
み
な
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
大
拙
の
禅
思
想
も
ま
た
体
用
不
二
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る

  (2)
。 

 

鈴
木
大
拙
は
、
一
九
四
〇
年
以
降
、「
即
非
の
論
理
」
を
提
唱
す
る
こ
と

155



4 
 

で
、
独
自
の
禅
思
想
を
展
開
し
た
。
矛
盾
の
自
己
同
一
を
内
容
と
す
る
そ
の

「
即
非
の
論
理
」
が
論
理
的
に
可
能
と
な
る
下
地
と
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
上

述
し
て
き
た
体
用
不
二
論
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
一
九
三
〇
年
代
を
通
じ
て
、

敦
煌
で
出
土
し
た
初
期
禅
宗
文
献
の
研
究
を
通
じ
て
、
禅
の
思
想
的
な
原
理

が
『
六
祖
壇
経
』
や
『
神
会
録
』
に
て
用
い
ら
れ
る
体
用
不
二
論
で
あ
る
こ

と
に
気
付
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
即
非
の
論
理
」
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

以
下
は
体
用
に
対
す
る
大
拙
の
論
で
あ
る
。 

 

こ
の
体
と
用
と
い
ふ
こ
と
を
仏
教
で
云
ひ
ま
す
が
、
体
は
用
で
、
用
は

体
で
あ
つ
て
、
体
だ
け
が
あ
る
と
い
ふ
理
窟
は
な
い
の
で
、
吾
々
の
考

へ
の
上
か
ら
は
別
別
の
や
う
で
あ
る
が
、
実
際
の
上
か
ら
は
、
用
が
体

で
、
体
が
用
で
す
。
だ
か
ら
、
力
と
い
ふ
も
の
、
は
た
ら
き
と
い
ふ
も

の
は
ど
う
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
は
た
ら
き
が
、
仏
教

に
お
い
て
は
、
無
か
ら
有
が
出
る
と
い
ふ
具
合
で
あ
る
。

（D
TS22:214

） 

 

体
は
用
の
体
、
用
は
体
の
用
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
大
拙
の
体
用
論
は
久
松

の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
、
両
者
は
微
妙
な
差
異

を
見
せ
て
い
る
。
体
は
用
の
体
、
用
は
体
の
用
、
と
い
う
関
係
か
ら
、「
体

だ
け
が
あ
る
と
い
う
理
屈
は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
大
拙
の

体
用
不
二
論
は
、
も
し
覚
と
い
う
体
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
分
別
の
世
界

に
働
く
作
用
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
用
を

離
れ
た
体
は
、
観
念
上
の
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
実
の
「
体
」
で
は
な
い

と
い
う
。
極
論
す
れ
ば
、
大
拙
の
体
用
不
二
論
は
内
実
と
し
て
は
「
用
」
に

還
元
さ
れ
る
。 

 

他
方
、
久
松
の
体
用
論
は
、
体
用
不
二
で
あ
る
と
い
う
点
で
大
拙
の
そ
れ

と
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
重
点
は
「
用
」
で
は
な
く
「
体
」
に
置
か
れ
て

い
る
。
ま
ず
最
初
に
覚
体
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
覚
体
が
働
き
出
す
作
用
と
い

う
論
述
が
為
さ
れ
る
。
覚
体
と
そ
の
作
用
は
別
の
概
念
と
し
て
独
立
し
て
い

る
。
大
拙
が
先
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
、
覚
体
と
い

う
独
立
し
た
概
念
を
想
定
し
た
時
点
で
既
に
「
覚
体
」
の
概
念
が
覚
体
の
実

態
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
概
念
と
実
態
の
誤
差
を
是
正
す

る
た
め
に
、
大
拙
は
体
用
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
覚
の
二
面
性
を
、

「
用
」
へ
と
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

大
拙
の
こ
の
体
用
論
は
、
必
ず
し
も
久
松
の
禅
哲
学
を
念
頭
に
置
い
て
の

も
の
で
は
な
い
。
大
拙
は
、
体
を
覚
し
、
そ
の
後
に
そ
の
覚
を
用
と
し
て
働

か
せ
る
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
拙
が

依
拠
し
た
『
六
祖
壇
経
』
や
『
神
会
録
』
と
い
っ
た
南
宗
禅
の
祖
録
が
、
禅

定
を
修
し
て
智
慧
を
発
す
と
す
る
北
宗
禅
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
こ
と

に
由
来
し
て
い
る
。 

む
し
ろ
久
松
の
方
が
体
用
論
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
大
拙
の
禅
思
想
を
意

識
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
少
な
く
と
も
彼
は
自
身
の
論
じ
よ
う
と
し

た
体
用
不
二
論
が
、
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
う
る
か
自
覚
的
で
あ
っ
た
。 
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仏
教
に
お
い
て
、
動
よ
り
も
静
、
生
滅
よ
り
も
不
生
不
滅
が
重
ん
ぜ
ら

れ
る
の
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
寂
静
が
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

用
は
体
に
依
っ
て
有
り
、
動
は
静
に
依
っ
て
有
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

逆
で
は
な
い
、『
妄
尽
還
源
観
』
に
「
起
は
必
ず
真
に
依
る
」
と
言
わ

る
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
体
は
、
作
用
絶
対
主
義
の
よ
う
に
体
が
用

に
即
す
る
の
で
は
な
く
し
て
体
に
用
が
即
す
る
の
で
あ
る
。
作
用
す
る

時
、
初
め
て
体
が
現
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
体
が
自
体
現
の
時
初
め

て
作
用
が
依
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
作
用
の
時
で
な
け
れ
ば
体
は
現

れ
な
い
と
す
る
考
え
方
は
、
体
を
単
に
比
量
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
体
の
現
量
が
究
竟
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
。
勿
論
体
は
用
に
よ
っ
て
現
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
生
滅
的

に
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
不
生
不
滅
的
に
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。

（H
S6:96-97

） 

 

『
大
乗
起
信
論
』
の
解
釈
を
す
る
中
で
久
松
は
以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
「
作
用
絶
対
主
義
」
と
は
大
拙
の
禅
思
想
の
内
容

を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。『
起
信
の
課
題
』
の
こ
の
文
章
が
大
拙
を
直
接

の
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い

  (3)
。
し
か
し
、
内

容
的
に
言
っ
て
大
拙
の
禅
思
想
は
「
作
用
絶
対
主
義
」
と
評
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
久
松
は
「
用
が
現
れ
る
と
き
初
め
て
体
も
現
れ
る
の
で
は
な
い
」

と
い
う
。
こ
れ
は
大
拙
の
説
へ
の
正
面
か
ら
の
批
判
と
な
る
。
大
拙
の
い
う

よ
う
な
、「
用
と
な
ら
な
い
体
は
体
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
を
考
え
る
と

き
、
そ
の
「
用
と
な
ら
な
い
体
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
否
定
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
用
と
し
て
働
き
出
さ
な
い
観
念

的
な
体
は
、
体
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
の
実
態
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
ふ

さ
わ
し
く
な
い
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
用
」
と
い
う
具
体
的

な
形
を
と
っ
て
現
れ
な
い
「
体
」
は
、
真
如
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

久
松
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
体
」
の
理
解
に
対
し
て
、「
作
用
の
時

で
な
け
れ
ば
体
は
現
れ
な
い
と
す
る
考
え
方
は
、
体
を
単
に
比
量
の
対
象
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
体
の
現
量
が
究
竟
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

久
松
と
大
拙
の
両
者
は
、
こ
の
よ
う
に
体
用
論
を
め
ぐ
っ
て
相
反
す
る
言

説
を
も
っ
て
互
い
に
否
定
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
者

の
説
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
実
際
は
非
常
に
近
接
し
て
い
る
。

両
者
は
と
も
に
体
と
用
の
不
二
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

「
体
」
を
理
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
「
体
」
と
い
う
概
念
と
し
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
、「
体
」
の
超
理
性
的
特
質
を
誤
解
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
哲
学
や
思
想
と
し
て
「
体
用
」
を
扱
う
上
で
、「
体
」
が
単
な
る

理
性
的
推
論
（
比
量
）
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
両
者
は
そ
れ

ぞ
れ
独
自
に
体
用
論
を
論
じ
て
い
る
。
大
拙
は
、「
体
」
を
「
用
」
に
還
元

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
体
」
の
無
限
定
で
動
的
な
性
格
を
表
現
し
よ
う

と
し
た
。
久
松
は
、
あ
く
ま
で
も
「
体
」
を
「
体
」
と
し
て
守
り
つ
つ
、
そ

の
「
体
」
を
究
竟
の
直
接
経
験
（
現
量
）
と
し
て
示
そ
う
と
し
た
。
大
拙
は
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「
用
」
と
し
て
働
か
な
い
真
如
を
本
当
の
真
如
で
な
い
、
と
い
う
論
法
で
「
作

用
」
の
強
調
に
傾
き
、
久
松
は
「
用
」
の
在
り
よ
う
に
関
わ
り
な
く
不
生
不

滅
で
あ
る
「
体
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
真
如
の
「
本
体
」
を
第
一
の
原
理

と
し
て
守
っ
て
い
る
。
動
的
作
用
に
対
す
る
寂
静
不
動
と
い
う
内
容
を
持
っ

た
体
、
も
し
く
は
、
用
と
の
相
対
観
念
と
し
て
の
体
を
否
定
す
る
と
い
う
点

で
、
二
人
は
共
通
し
て
い
る
。 

 

第第
二二
節節  

久久
松松
とと
大大
拙拙
のの
修修
道道
論論 

  

以
上
の
よ
う
な
体
用
論
の
対
比
は
、
両
者
の
禅
哲
学
・
禅
思
想
の
中
心
構

造
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
表
現
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
は
と
も
に

体
用
の
不
二
を
論
じ
な
が
ら
、
理
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
「
体
」
の
理
解

を
退
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
両
者
の
禅
理
解
に
さ
ほ
ど
の
隔
た

り
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
両
者
の
体
用
論
を
、
覚
体
（
真
如
）
の

在
り
よ
う
と
い
う
実
在
論
で
は
な
く
、
仏
教
者
の
実
践
論
と
し
て
捉
え
よ
う

と
す
る
と
、
そ
こ
に
若
干
の
差
異
が
現
れ
て
く
る
。
次
に
そ
の
問
題
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。 

 

大
拙
の
修
道
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た

  (4)
。
大
拙

の
体
用
論
は
、
実
践
論
に
お
い
て
は
禅
定
と
智
慧
の
関
係
に
当
て
は
め
ら
れ

る
。
体
は
定
、
用
は
慧
で
あ
る
。
こ
の
定
慧
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
示
さ
れ

る
か
は
、
大
拙
思
想
の
展
開
段
階
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
。
筆
者

が
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
い
る
大
拙
思
想
の
三
期
区
分
の
う
ち
、
体
用
が
扱

わ
れ
る
の
は
中
期
以
降
で
あ
る
。
中
期
思
想
に
お
け
る
体
用
論
は
「
従
定
発

慧
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
禅
定
を
修
め
て
無
分
別
の
覚
体

を
証
し
、
そ
の
覚
体
の
作
用
を
智
慧
と
し
て
働
か
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
む

し
ろ
後
述
す
る
久
松
の
実
践
論
に
近
似
し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
修

道
過
程
は
大
乗
仏
教
の
基
本
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
は
戒
定
慧

の
三
学
を
順
に
修
し
て
い
く
こ
と
で
、
悟
り
を
目
指
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

戒
に
よ
っ
て
定
を
発
し
、
そ
の
定
に
よ
っ
て
慧
を
発
す
。
こ
の
よ
う
に
順
序

を
追
っ
て
悟
り
を
体
得
し
て
い
く
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
禅
定
と
智
慧
は
、

密
接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
の
、
互
い
に
異
な
る
実
践
項
目
と
し
て
想
定
さ

れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
大
拙
は
敦
煌
文
献
の
校
訂
を
通
じ
て
体
用
論
を
さ
ら
に
発
展
さ

せ
た
形
で
論
じ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
「
体
用
不
二
」
と
い
う
よ
う
に
な
る

と
、
定
と
慧
は
「
定
慧
不
二
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
智
慧
の
働
く

と
こ
ろ
に
不
動
の
禅
定
が
成
立
す
る
、
と
い
う
不
二
の
関
係
を
意
味
し
て
い

る
。
先
の
「
従
定
発
慧
」
の
関
係
に
お
い
て
は
、
禅
定
を
契
機
と
し
て
、
目

的
で
あ
る
智
慧
を
発
す
と
い
う
先
後
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、

「
定
慧
不
二
」
の
関
係
に
お
い
て
は
、
契
機
と
な
る
禅
定
と
そ
こ
か
ら
求
め

ら
れ
る
目
的
と
し
て
の
智
慧
は
区
別
さ
れ
ず
、
不
可
分
な
関
係
を
呈
す
。
こ

れ
は
一
つ
の
働
き
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。 

 
即
ち
慧
能
及
び
神
会
の
一
派
は
「
定
慧
一
等
」
又
は
「
定
慧
体
一
不
二
」

を
主
張
す
る
も
の
で
、
此
不
二
の
処
が
頓
悟
で
見
性
な
の
で
あ
る
。
階
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漸
を
逐
う
て
定
を
修
し
て
、
そ
れ
か
ら
慧
を
得
る
の
で
な
く
て
、
定
の

と
こ
ろ
が
慧
で
、
慧
の
と
こ
ろ
に
定
が
あ
る
と
、
彼
等
は
主
張
す
る
。

慧
は
定
の
用
で
、
定
は
慧
の
体
で
あ
る
が
、
体
用
は
元
来
同
一
主
体
を

知
性
的
に
そ
の
両
面
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
慧
に
即
し
て
の
定
、

定
に
即
し
て
の
慧
で
あ
る
。（D

TS 1:86

） 

 

慧
能
や
神
会
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
中
期
思
想
か
ら
後
期
思
想
へ
と
自
身
の

宗
教
思
想
を
発
展
さ
せ
た
大
拙
は
、
そ
の
際
に
体
用
論
に
基
づ
く
実
践
論
の

内
実
も
変
容
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
も
は
や
覚
体
を
証
す
る
た
め
に
坐
禅
を
修

し
、
そ
こ
か
ら
智
慧
を
発
す
る
と
い
う
段
階
的
な
実
践
理
解
は
退
け
ら
れ
、

そ
の
代
わ
り
に
智
慧
の
発
現
が
そ
の
ま
ま
で
坐
禅
で
あ
る
と
い
う
坐
禅
に

対
す
る
新
た
な
理
解
が
示
さ
れ
る
。 

 

大
拙
は
一
般
的
な
禅
定
を
「
印
度
伝
来
の
精
神
的
訓
練
法
か
ら
出
て
来
る

凝
坐
不
動
の
情
意
的
心
理
態
」（D

TS 2:282

）
と
規
定
し
な
が
ら
、
自
身
の

定
慧
不
二
論
に
基
づ
い
て
坐
禅
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。 

 

そ
れ
故
に
、
坐
禅
は
静
慮
だ
と
云
つ
て
も
、
慮
は
静
め
ら
れ
る
も
の
で

な
い
。
静
ま
ら
ぬ
の
が
慮
で
あ
る
。
そ
の
静
ま
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
慮
の
本

体
を
捉
へ
る
。
こ
れ
が
静
慮
で
あ
る
、
坐
禅
で
あ
る
。（D

TS 7:111

） 

 

三
昧
は
、
坐
禅
し
て
定
の
極
限
に
で
も
達
せ
ぬ
と
得
ら
れ
ぬ
も
の
の
や

う
に
思
ふ
が
、
さ
う
で
な
い
、
三
昧
は
揚
眉
瞬
目
で
あ
る
。
波
羅
蜜
は

必
ず
し
も
六
度
の
義
で
は
な
い
、
大
慈
悲
の
行
で
は
な
い
と
布
施
で
な

い
と
考
へ
ら
れ
も
し
よ
う
が
、
さ
う
で
な
い
。
朝
起
き
て
顔
見
合
わ
せ

て
「
お
早
う
」
と
云
ふ
、
茲
に
六
度
が
あ
る
、
蝉
の
鳴
く
の
を
聞
く
と

こ
ろ
に
も
六
度
が
あ
る…

…

（D
TS 1:324

） 

 

大
拙
は
覚
体
の
体
用
二
側
面
の
う
ち
、
用
を
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の

定
慧
を
め
ぐ
る
実
践
論
に
お
い
て
も
慧
を
強
調
す
る
。
大
拙
自
身
の
枠
組
み

で
言
え
ば
、
体
は
無
分
別
、
用
は
分
別
に
配
当
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
慧
の

強
調
は
、
分
別
作
用
の
強
調
で
あ
り
、
同
時
に
具
体
的
な
身
体
的
行
為
の
強

調
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
は
上
述
の
よ
う
に
、
分
別
の
静
ま
ら
ぬ
と
こ
ろ
、

揚
眉
瞬
目
と
し
て
語
ら
れ
る
。
定
慧
の
現
場
は
必
ず
し
も
坐
禅
に
限
定
さ
れ

な
い
。
大
拙
の
禅
思
想
に
お
い
て
坐
禅
が
定
慧
の
場
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、

大
用
現
前
と
し
て
の
坐
禅
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
道
元
の
只
管
打
坐
が
挙

げ
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
定
慧
不
二
の
修
道
論
は
、
悟
り
を
求
め
る
た
め
の
実
践
で
は

な
く
し
て
、
悟
り
を
現
わ
す
た
め
の
実
践
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
如
何
に
し

て
悟
る
か
」
と
い
う
問
い
は
背
景
に
退
い
て
お
り
、
悟
る
た
め
の
過
程
は
直

接
に
は
語
ら
れ
な
い
。
定
慧
不
二
論
に
お
い
て
は
、
如
何
に
し
て
悟
る
か
、

と
い
う
問
い
自
体
が
、
不
要
な
二
元
論
を
も
た
ら
す
と
み
な
さ
れ
る
。
本
来

全
時
空
を
包
む
覚
体
を
不
必
要
に
悟
り
と
迷
い
に
区
別
し
て
、
そ
の
上
で
迷

い
か
ら
悟
り
を
目
指
す
と
い
う
営
み
は
、
一
元
的
な
覚
体
を
二
元
的
な
分
別

に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
徒
労
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
定
慧
不
二
論
に
基
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づ
く
大
拙
の
後
期
思
想
に
お
い
て
は
、
議
論
の
初
め
か
ら
悟
り
が
前
提
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
そ
の
悟
り
が
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
中
に
作
用
し

て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
大
拙
思
想
の
多
面
性
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

無
論
大
拙
が
、
何
ら
の
実
践
的
前
提
も
な
く
い
き
な
り
大
用
の
現
前
が
可

能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
大
拙
自
身
も
若
き
時
代
の
熱
烈
な

参
禅
修
行
を
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
、
定
慧
不
二
の
自
覚
的
な
活
動
を
可
能

に
す
る
た
め
に
は
、
敢
え
て
悟
り
を
求
め
る
参
究
弁
道
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
う
し
た
参
究
弁
道
そ
れ
自
体

も
、
実
践
者
の
自
覚
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
真
如
の
覚
体
の
は
た
ら
き
の
一

部
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
作
為
的
な
参
究
弁
道
と
大
用
現
前
の
定
慧
不
二
の
転

換
点
こ
そ
、
大
拙
の
い
う
宗
教
体
験
（
見
性
）
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
拙
の
禅
思
想
は
、
悟
り
以
後
の
実
践
を
論
じ

は
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
至
る
た
め
の
実
践
過
程
を
明
確
に
位
置
付
け
て
は

い
な
い
。
実
際
の
修
道
上
、
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
ず
し
て
大
拙
の
言
う
よ

う
な
定
慧
不
二
論
を
実
践
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
拙
は
、

そ
の
よ
う
な
過
程
的
実
践
を
、
自
身
の
禅
思
想
の
中
心
構
造
か
ら
切
り
離
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
修
道
論
を
空
洞
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

次
に
久
松
の
禅
哲
学
に
お
け
る
実
践
論
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
大
拙
が

定
と
慧
を
も
っ
て
実
践
の
二
大
原
理
と
し
た
の
に
対
し
て
、
久
松
は
止
観
の

概
念
を
用
い
た
。 

 

止
観
雙
運
に
し
て
は
じ
め
て
、
一
心
の
修
行
は
完
き
を
得
る
の
で
あ
る
。

止
と
観
と
は
一
心
に
お
い
て
元
来
不
可
離
な
る
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
止
に
よ
っ
て
一
心
は
一
切
を
離
れ
な
が
ら
、
し
か
も
一
切
の
根

源
に
帰
し
、
観
に
よ
っ
て
一
心
は
一
切
の
根
源
た
る
ゆ
え
ん
を
表
わ
す

の
で
あ
る
。
止
に
お
い
て
一
心
は
一
で
あ
り
、
観
に
お
い
て
一
心
は
多

で
あ
る
。（H

S6:91

） 

 

久
松
は
、
止
と
観
を
そ
れ
ぞ
れ
一
と
多
を
示
す
原
理
と
し
て
示
す
。
止
と
は

śam
atha

、
観
と
はvipaśyanā

で
あ
る
。
久
松
の
こ
の
文
は
『
大
乗
起
信
論
』

を
主
題
と
し
た
『
起
信
の
課
題
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。『
起
信
論
』
は
、

実
践
行
と
し
て
の
「
五
行
」
と
し
て
、
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
、
そ
し

て
止
観
を
挙
げ
る
（
こ
の
止
観
を
止
（
禅
定
）
と
観
（
智
慧
）
に
分
け
る
と

六
波
羅
蜜
と
な
る
）。
久
松
は
こ
こ
で
は
『
起
信
論
』
を
取
り
上
げ
て
い
る

た
め
、
実
践
行
と
し
て
は
定
慧
で
は
な
く
止
観
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
本
質
的
な
内
容
は
同
一
と
言
っ
て
よ
い
。 

 

一
切
を
一
と
い
う
根
源
に
帰
す
る
止
と
、
そ
の
一
な
る
根
源
が
多
に
現
れ

出
る
と
こ
ろ
を
捉
え
る
観
、
久
松
は
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
則
り
こ
れ
ら
の
双

修
を
説
く
。
久
松
は
哲
学
的
に
体
用
の
二
原
則
の
う
ち
、「
体
」
を
よ
り
根

本
の
も
の
と
み
な
す
が
、
実
践
と
し
て
は
止
観
に
優
先
順
位
を
設
け
て
は
い

な
い
。 

 

特
に
こ
こ
で
着
目
し
た
い
点
は
、
久
松
が
「
止
」
を
単
に
「
寂
静
を
め
ざ

す
兀
坐
」
と
は
み
な
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。 
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止
を
修
す
る
と
い
え
ば
、
止
を
対
象
的
に
観
照
す
る
こ
と
の
よ
う
に
や

や
も
す
る
と
考
え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
で
な
く
し
て
止

が
主
体
的
に
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ぬ
。（H

S6:91

） 

 

ま
ず
禅
定
を
修
め
て
無
分
別
を
証
し
、
そ
の
後
に
智
慧
を
発
す
る
。
大
拙
が

否
定
し
た
の
は
、
従
定
発
慧
に
お
け
る
定
が
固
定
的
に
見
ら
れ
、
静
的
な
観

念
と
し
て
、
二
元
的
分
別
の
対
象
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
定
が

そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
実
践
者
が
た
だ
ひ
た
す
ら
に
寂
滅
を
求
め
る
兀
坐

に
終
始
し
て
し
ま
う
在
り
方
を
、
大
拙
は
真
実
の
禅
で
あ
る
と
は
み
な
さ
な

か
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
久
松
も
「
止
」
を
観
照
の
対
象
と
し
て
、
寂
静

の
境
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
時
間
と
空
間
の
差
別
す
ら
成
立
す
る
以

前
の
元
時
空
へ
の
還
帰
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。 

 

止
を
修
す
る
時
に
、
心
が
散
じ
て
外
境
に
馳
せ
な
い
よ
う
に
心
を
内
に

摂
住
す
る
と
い
う
の
は
、
畢
竟
時
空
的
な
る
も
の
を
元
時
空
へ
収
摂
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
修
止
と
し
て
の
端
坐
は
、
こ
の
意
味
に
お
い

て
身
心
以
前
の
坐
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（H

S6:93

） 

 

外
境
に
馳
せ
る
心
を
摂
取
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
外
境
と
差
別
さ
れ
た

別
の
内
境
に
心
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
境
を
現
わ
し
て
い
る

空
間
、
時
間
そ
の
も
の
す
ら
も
成
立
す
る
以
前
の
と
こ
ろ
が
「
止
」
の
実
践

の
関
わ
る
べ
き
領
域
と
な
る
。
久
松
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
時
間
と
空
間
す

ら
も
、
止
の
は
た
ら
き
と
広
が
り
を
抽
象
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。「
体
」

は
時
間
と
空
間
を
成
立
さ
せ
る
根
源
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
時
空
を
超
越

し
て
い
る
。 

そ
し
て
そ
の
「
体
」
は
仏
教
的
に
は
諸
仏
の
法
身
、
も
し
く
真
如
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
の
真
如
が
差
別
の
相
へ
と
は
た
ら
き
出
す
そ
の
主
体
性
と
帰

一
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
「
止
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
も
し
く
は
、

無
分
別
を
「
寂
静
境
」
と
い
う
対
象
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
無
分
別

が
分
別
へ
と
は
た
ら
き
だ
す
主
体
的
は
た
ら
き
の
と
こ
ろ
へ
、
自
己
の
作
為

分
別
を
否
定
し
な
が
ら
同
化
し
て
い
く
こ
と
が
「
止
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
久
松
の
止
観
理
解
は
大
拙
の
定
慧
理
解
と
同
様

に
、
体
が
用
へ
と
は
た
ら
き
出
す
と
こ
ろ
を
自
己
同
一
的
に
捉
え
る
と
い
う

実
践
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
大
拙
は
、
禅
定
と
智
慧
も
し
く
は
、
止

と
観
を
綜
合
し
た
も
の
が
真
の
智
慧
、
定
慧
不
二
で
あ
る
と
論
じ
る
。
久
松

は
体
用
の
二
原
理
の
う
ち
、
体
を
用
の
根
源
と
み
な
し
つ
つ
も
、
そ
の
体
を

固
定
的
な
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
主
体
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
、
そ
こ
へ

帰
一
す
る
止
観
を
論
じ
る
。
大
拙
は
「
用
」
の
中
に
「
体
」
を
見
出
そ
う
と

す
る
の
に
比
し
て
、
久
松
は
「
体
」
の
中
に
「
用
」
を
含
意
さ
せ
て
よ
う
と

し
て
い
る
と
言
え
る
。
大
拙
は
体
と
用
の
不
二
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
禅
思
想

の
論
理
で
あ
る
「
即
非
の
論
理
」
を
導
き
出
し
た
が
、
久
松
に
お
い
て
体
は

あ
く
ま
で
も
用
の
「
根
源
」
で
あ
っ
て
、
両
者
を
無
条
件
の
相
即
関
係
と
は

見
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
久
松
の
禅
哲
学
か
ら
「
即
非
の
論
理
」
が
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創
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
第第
三三
節節  

禅禅
とと
諸諸
宗宗
教教 

 

そ
し
て
両
者
の
禅
思
想
に
お
い
て
、
さ
ら
に
明
確
な
差
異
は
実
践
の
形
式

に
見
ら
れ
る
。
大
拙
は
体
用
の
「
用
」
に
重
き
を
置
く
た
め
、
人
間
の
あ
ら

ゆ
る
活
動
を
、
無
分
別
の
活
動
の
場
と
し
て
認
め
る
。「
無
分
別
の
分
別
」

と
い
う
形
式
を
有
し
て
い
れ
ば
、
大
拙
は
如
何
な
る
宗
教
伝
統
の
行
為
で
あ

っ
て
も
対
等
に
論
じ
て
い
る
。
特
に
大
拙
は
『
日
本
的
霊
性
』（
一
九
四
四

年
）
やM

ysticism
: Chiristianand Buddhist, 1957

と
い
っ
た
著
作
に
お
い

て
、
浄
土
教
の
祖
師
や
妙
好
人
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
思
想
の
マ
イ
ス
タ

ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
取
り
挙
げ
て
い
る
。
日
本
的
霊
性
の
構
想
に
お
い
て
、

禅
と
浄
土
教
は
共
に
日
本
宗
教
史
の
二
大
伝
統
と
し
て
示
さ
れ
る
。
西
洋
の

伝
統
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
禅
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
た
び
た
び
論

じ
ら
れ
る
。 

無
論
、
大
拙
は
無
条
件
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
思
想
を
同
質
の
も
の
と
し
て
論

じ
る
の
で
は
な
い
。
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
大
拙
は
自
身
の
定
慧
不
二
論

の
文
脈
に
沿
う
も
の
を
選
ん
で
い
る
。
諸
宗
教
全
体
を
整
合
的
に
統
一
的
に

秩
序
付
け
よ
う
と
い
う
大
拙
自
身
が
強
く
意
図
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
が
、
大
拙
の
宗
教
論
が
諸
宗
教
の
優
劣
を
一
定
の
秩
序
に
基
づ
い
て
位
置

付
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
秩
序
と
は
体
用
論
、
即
非
の
論
理

と
と
も
に
後
期
大
拙
思
想
の
中
心
概
念
と
な
っ
た
華
厳
の
四
法
界
で
あ
る
。  

大
拙
は
著
作
活
動
の
早
い
段
階
（『
禅
の
立
場
か
ら
』（
一
九
一
六
年
））

か
ら
神
秘
主
義
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
諸
宗
教
の
類
型
化
を
図
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
四
〇
年
以
降
の
後
期
思
想
に
お
い
て
、
大
拙
は
神
秘
主
義
に

対
す
る
評
価
を
否
定
的
な
も
の
に
翻
す
。
こ
の
と
き
、
大
拙
が
諸
宗
教
の
優

劣
を
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
た
も
の
が
華
厳
の
四
法
界
で
あ
る
。
事
法
界
、

理
法
界
、
理
事
無
礙
法
界
、
事
事
無
礙
法
界
の
四
つ
の
観
点
か
ら
、
諸
宗
教

の
思
想
や
神
秘
主
義
思
想
を
切
り
分
け
て
い
っ
た
。 

有
限
な
る
自
己
を
滅
す
る
こ
と
で
、
無
限
な
る
も
の
、
絶
対
な
る
も
の
、

超
理
性
的
な
真
理
、
神
、
宗
教
性
と
い
っ
た
領
域
に
合
一
し
て
い
く
と
い
う

教
え
は
、
華
厳
思
想
に
お
い
て
は
理
事
無
礙
法
界
に
該
当
す
る
。
大
拙
に
と

っ
て
「
神
秘
主
義
」
思
想
の
多
く
は
、
不
可
説
の
神
秘
へ
と
一
体
化
し
て
い

く
の
み
で
、
そ
の
神
秘
が
有
限
な
る
世
界
に
具
体
的
に
は
た
ら
く
側
面
が
希

薄
で
あ
る
と
捉
え
た
。
そ
の
た
め
、
事
事
無
礙
法
界
に
至
ら
な
い
も
の
と
し

て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
一
段
低
い
評
価
を
与
え
て
い
た
。
徹
底
し
た
宗
教

性
は
事
事
無
礙
法
界
の
中
に
見
ら
れ
る
と
さ
れ
、
禅
や
妙
好
人
、
そ
し
て
神

秘
主
義
思
想
の
中
で
も
特
に
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
そ
の
よ
う
な

宗
教
的
な
在
り
方
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
。 

 

大
拙
が
諸
宗
教
間
の
優
劣
を
見
る
と
き
、
そ
の
価
値
基
準
の
基
盤
と
な
る

視
点
が
、
こ
の
事
事
無
礙
法
界
を
理
想
と
す
る
華
厳
の
四
法
界
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
大
拙
は
禅
の
研
究
者
で
あ
り
な
が
ら
、
必
ず
し
も
た
だ

「
禅
」
の
み
を
挙
揚
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。 

 

絶
対
無
限
定
な
る
真
如
の
理
が
、
有
限
の
現
実
世
界
に
は
た
ら
き
出
し
、
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そ
の
は
た
ら
き
の
中
に
お
い
て
、
理
の
観
念
が
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
る
程
に

は
た
ら
き
自
体
に
徹
底
す
る
時
、
理
は
事
の
中
に
姿
を
消
し
、
た
だ
事
と
事

が
理
の
作
用
と
し
て
相
即
相
入
す
る
。
そ
う
し
た
在
り
方
を
実
現
す
る
形
式

に
つ
い
て
、
大
拙
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
が
そ
の
現
場
に
な
り
う
る
と
考
え
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
伝
統
の
宗
教
的
実
践
は
、
人
の
生
が
そ
う
し
た
在
り
方
へ

と
転
換
し
て
い
く
契
機
と
し
て
想
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
事
事
無
礙
の
在
り

方
そ
の
も
の
は
そ
う
し
た
伝
統
的
宗
教
の
実
践
の
形
式
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
先
に
「
揚
眉
瞬
目
」
と
い
う
語
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
人

間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
理
の
作
用
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
大

乗
仏
教
の
基
本
的
性
格
を
表
す
よ
う
に
、
世
間
的
営
為
が
出
世
間
的
営
為
と

し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
妙
好
人
浅
原
才
市
が
下
駄
職
人
と
し

て
働
い
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
大
拙
が
世
間
的
生
活
の
中
に
大
用
の
現
前
を

見
出
し
た
好
例
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
拙
自
身
も
禅
の
学
者
で
あ
っ
て

も
形
式
と
し
て
は
在
家
者
と
し
て
の
生
活
を
選
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
、
禅
の
叢

林
の
中
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
禅
の
悟
り
の
世
界
を
、
大
拙
は
仏
教
僧
団
の

外
側
の
世
界
に
お
い
て
語
る
こ
と
で
、
社
会
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
禅

の
実
践
領
域
と
し
て
開
放
し
た
の
で
あ
る
。 

 

大
拙
が
依
拠
し
た
定
慧
不
二
論
、
も
し
く
は
事
事
無
礙
法
界
の
世
界
は
、

思
想
的
に
は
中
国
唐
代
の
禅
宗
の
伝
統
で
現
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
六
祖
慧

能
、
荷
澤
神
会
の
南
宗
禅
、
そ
し
て
そ
の
大
機
大
用
の
禅
を
継
承
し
て
い
っ

た
馬
祖
道
一
の
系
譜
か
ら
臨
済
義
玄
が
出
て
、
以
後
日
本
の
臨
済
宗
へ
と
連

な
っ
て
い
く
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
国
唐
代
の
禅
僧
た
ち
は
皆
、
出
家

者
集
団
の
中
に
生
き
て
い
た
。
彼
等
は
仏
教
僧
と
し
て
受
戒
得
度
し
て
お
り
、

ま
た
当
時
新
た
に
成
立
し
て
き
た
禅
宗
の
叢
林
に
は
、
禅
宗
独
自
の
規
範
で

あ
る
「
清
規
」
が
制
定
さ
れ
、
教
団
は
そ
れ
ら
の
条
項
に
よ
っ
て
心
理
的
に

も
行
為
的
に
も
規
制
さ
れ
な
が
ら
運
営
さ
れ
て
い
た
。
禅
籍
に
見
ら
れ
る
禅

僧
た
ち
の
闊
達
自
在
な
振
る
舞
い
と
は
裏
腹
に
、
彼
ら
の
生
活
は
内
的
に
も

外
的
に
も
規
範
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
大
用
現
前
、
軌
則
を
存
せ

ず
」
と
い
っ
た
禅
語
か
ら
、
規
範
意
識
を
超
越
し
た
禅
僧
の
姿
が
理
想
視
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
際
は
「
戒
」
や
「
清
規
」
を
守
る
こ
と
は
、
語
ら

れ
る
必
要
も
な
い
程
に
浸
透
し
て
い
た
前
提
事
項
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
な
い
姿
が
敢
え
て
禅
籍
に
特
筆
す
べ
き

話
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

大
拙
が
こ
う
し
た
戒
や
清
規
を
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
戒
定

慧
の
う
ち
、
定
と
慧
を
「
定
慧
不
二
」
と
し
て
示
す
も
の
の
、
残
さ
れ
た
戒

を
強
調
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
禅
籍
に
お
い
て
禅
僧
の
持
戒
の
様

子
が
と
り
た
て
て
注
目
さ
れ
な
い
の
と
同
様
、
宗
教
的
熱
情
に
燃
え
る
本
人

に
と
っ
て
戒
を
守
っ
て
仏
教
的
生
活
を
送
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、

取
り
立
て
て
強
調
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
ず
に
、「
定
慧
不
二
」
の
禅
、
そ

し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
場
面
が
そ
の
ま

ま
で
仏
心
の
現
れ
で
あ
る
」
と
い
う
馬
祖
禅
や
盤
珪
禅
の
教
え
が
語
ら
れ
る

と
き
、
そ
れ
を
聞
い
た
者
に
は
、
当
然
、
戒
や
清
規
と
い
っ
た
前
提
は
共
有

さ
れ
な
い
。 
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日
本
に
お
い
て
そ
の
問
題
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
。
大
拙
の
読
者
や
聴
衆

は
、
彼
の
背
後
に
伝
統
的
な
宗
門
の
禅
が
あ
る
こ
と
を
容
易
に
見
通
す
こ
と

が
で
き
た
た
め
、
大
拙
が
禅
を
宗
門
の
外
に
解
放
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

た
だ
ち
に
無
秩
序
な
現
実
肯
定
に
つ
な
が
る
恐
れ
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
問
題
が
顕
在
化
し
た
の
は
、
大
拙
が
晩
年
に
活
動
し
た
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
大
拙
の
禅
思
想
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「ZEN

」

と
し
て
受
容
さ
れ
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
日
本
の
禅
宗
の
伝
統
は
根
付
い

て
い
な
い
。
大
拙
の
禅
思
想
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
の
は
、
反

社
会
的
な
ビ
ー
ト
ニ
ク
ス
や
、
脱
社
会
的
な
ヒ
ッ
ピ
ー
た
ち
で
あ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
に
は
そ
の
後
、
曹
洞
宗
の
鈴
木
俊
隆
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン

タ
ー
を
、
臨
済
宗
の
佐
々
木
承
周
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ

に
、
同
じ
く
臨
済
宗
の
嶋
野
榮
道
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
禅
堂
を
設
立
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
地
で
の
実
践
的
な
伝
道
を
行
っ
て
き
た
。 

以
上
の
よ
う
に
大
拙
の
後
期
思
想
は
、
実
践
的
側
面
を
空
洞
化
さ
せ
た
ま

ま
、
悟
り
の
世
界
と
そ
の
可
能
性
を
直
截
に
語
り
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教
、
思
想
、
信
念
の
持
ち
主
に
も
受
容
さ
れ
う
る
多
面
性
を
も

っ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
禅
の
伝
統
か
ら
見
る
と
、
逸
脱

に
陥
る
危
険
性
も
常
に
伴
っ
て
い
た
。 

次
に
久
松
の
禅
哲
学
が
、
諸
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。
微
妙
な
差
異
を
孕
み
つ
つ
も
、
久
松
の
禅
哲
学
と
大
拙
の
禅

思
想
は
、
共
通
し
た
基
本
構
造
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
微
妙
な
差

異
が
結
果
的
に
二
人
の
方
向
性
を
違
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。 

久
松
の
実
践
論
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
基
づ
く
止
観

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
拙
が
体
用
の
「
用
」
を
重
視
し
た
の

に
対
し
て
、
久
松
は
「
体
」
を
よ
り
根
本
の
も
の
と
し
て
守
っ
た
。
そ
の
た

め
、「
体
」
を
直
接
に
証
す
べ
き
止
観
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

の
止
観
の
内
容
も
、
大
拙
の
よ
う
な
読
み
替
え
が
為
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

結
跏
趺
坐
の
観
法
と
し
て
の
止
観
で
あ
る
。 

し
か
し
、「
体
」
を
証
す
る
た
め
に
止
観
、
す
な
わ
ち
坐
禅
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
自
体
は
、
久
松
独
特
の
も
の
で
は
な
い
。
大
拙
の
禅
思
想

も
事
事
無
礙
法
界
の
行
為
と
し
て
は
多
面
的
な
宗
教
性
を
認
め
て
い
た
が
、

そ
こ
に
至
る
過
程
と
し
て
は
坐
禅
や
看
話
の
参
禅
修
行
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
否
定
し
な
い
。
無
論
、
坐
禅
を
唯
一
の
行
と
し
て
限
定
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
浄
土
系
の
人
間
で
あ
れ
ば
念
仏
を
修
め
る
こ
と
が
行
と
み
な
さ
れ
る
。

大
拙
は
看
話
と
念
仏
の
心
理
学
的
な
比
較
研
究
を
も
残
し
て
い
る
。 

久
松
が
大
拙
と
異
な
る
の
は
、
禅
を
他
の
宗
教
に
比
し
て
一
段
高
い
位
置

を
与
え
る
点
に
あ
る
。
特
に
顕
著
な
点
は
、
彼
の
妙
好
人
へ
の
評
価
で
あ
る
。

妙
好
人
を
高
く
評
価
し
た
大
拙
に
対
し
て
、
久
松
は
妙
好
人
と
禅
者
の
間
に

優
劣
を
見
出
す
。 

 
真
宗
が
仏
教
で
あ
る
と
は
、『
教
行
信
証
』
の
証
巻
に
説
か
れ
て
い
る

薗
林
遊
戯
地
門
と
い
う
の
が
究
極
の
人
間
の
在
り
方
、
凡
夫
の
真
の
在

り
方
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。
私
ど
も
が
本
来
還
相
行

164



13 
 

者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
実
の
在
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
外

に
別
に
仏
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
其
処
に
仏
教
の
本
質
が

あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
妙
好
人
は
ま
だ
そ
う
い
う
も

の
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
処
に
、
真
宗
の
妙
好
人
の
不
徹
底
性
が
あ
る

わ
け
で
あ
る
。
妙
好
人
と
い
う
も
の
は
、
真
宗
教
義
で
は
正
定
聚
位
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ち
ゃ
ん
と
規
定
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
そ
れ
を
還
相
位
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
真

宗
の
宗
義
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（H

S2:376

） 

 

こ
の
よ
う
な
妙
好
人
批
判
は
、
続
い
て
浄
土
真
宗
そ
の
も
の
へ
と
向
け
ら
れ

る
。 

 

し
か
し
そ
の
反
す
る
処
に
ま
た
浄
土
真
宗
の
不
徹
底
が
あ
る
の
で
あ

る
。
浄
土
真
宗
で
は
、
本
当
い
う
と
、
現
生
に
お
い
て
は
、
誰
も
正
定

聚
位
に
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
正
定
聚
位
は
む
し
ろ
往
相
位
で
あ
る
。（
中

略
）
わ
れ
わ
れ
は
何
時
か
は
死
ん
で
行
き
ま
す
が
、
死
ん
だ
時
に
は
わ

れ
わ
れ
は
極
楽
に
往
生
し
て
、
そ
し
て
極
果
を
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
死
ん
で
か
ら
で
な
く
て
は
、
す
な
わ
ち
現
生
か
ら
去
ら
ぬ
こ
と

に
は
、
極
果
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
そ
こ
の
処
が
、
浄
土
真

宗
で
も
、
若
い
人
た
ち
に
は
納
得
ゆ
か
な
い
点
で
あ
る
。（H

S2:376

） 

 

こ
こ
に
久
松
の
禅
哲
学
が
も
つ
特
質
が
表
れ
て
い
る
。
仏
教
そ
の
も
の
の
伝

統
か
ら
す
れ
ば
、
修
行
者
は
死
し
て
輪
廻
し
て
、
次
の
生
へ
と
転
じ
、
宿
業

に
よ
っ
て
再
び
新
た
な
生
を
送
る
。
そ
の
永
遠
の
輪
廻
の
繰
り
返
し
の
中
で
、

仏
道
を
修
し
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
で
、
そ
の
輪
廻
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
仏
教
本
来
の
思
想
か
ら
い
え
ば
、
現
生
に
お
い
て
極
果
が

得
ら
れ
な
い
か
ら
そ
の
教
え
に
納
得
が
で
き
な
い
と
い
う
批
判
は
、
む
し
ろ

現
実
の
生
の
枠
内
に
宗
教
的
時
間
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
え
っ
て
三

世
に
亘
る
仏
教
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
矮
小
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
久
松
に
と
っ
て
は
、
現
実
の
生
を
能
動
的
に
生
き
る
こ
と
こ
そ

が
、
伝
統
的
な
仏
教
教
理
そ
の
も
の
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ

た
の
だ

  (5)
。
久
松
の
学
問
が
単
な
る
伝
統
的
な
仏
教
教
理
学
で
な
く
、
独
自

の
禅
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
強
く
表
れ
て
い
る
。
久
松
は
自

身
の
生
き
た
時
代
意
識
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。 

 

久
松
は
『
絶
対
主
体
道
』
に
お
い
て
、
悟
り
の
も
つ
後
近
代
的

（Post-m
odern

）
な
意
義
を
論
ず
る
た
め
に
、
人
間
を
四
種
類
に
類
型
化

す
る
。
①
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
、
②
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

人
間
像
、
③
セ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
有
神
論
的
人
間
像
）、
④
悟
り
の
人
間
像

で
あ
る
。 

 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
否
定
的
な
契
機
を

含
み
な
が
ら
も
、
人
間
が
未
来
に
お
い
て
絶
対
肯
定
に
達
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
人
間
の
文
化
や
科
学
が
進
歩
し
て
い
き
、
人
間
も
肯
定
の
方
向

に
進
む
と
考
え
る
楽
観
的
な
人
間
像
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
同
じ
近
代
的

人
間
像
で
あ
っ
て
も
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
に
お
い
て
は
、
死
と
い
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う
不
可
避
の
事
実
に
直
面
す
る
こ
と
で
人
間
が
絶
対
の
否
定
に
終
わ
る
と

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
生
命
の
絶
え
ざ
る
不
安
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
は
死
の
不
安
に
よ
っ
て
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
人
間
像
へ
と
転
ず
る
。
そ
し
て
そ
の
否
定
性
も
、
第
三
の
有
神
論

的
人
間
像
に
お
い
て
、
他
者
的
神
に
よ
っ
て
絶
対
肯
定
へ
と
転
ぜ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
人
間
の
肯
定
も
否
定
も
す
べ
て
他
者
的
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
愛
も
、
人
間
の
行
為
の
法
則
も
、
神
に
与
え
ら
れ
る
こ
と

で
、
人
間
は
た
だ
そ
れ
に
随
順
す
る
中
世
的
他
律
的
な
在
り
方
に
終
始
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
段
階
を
乗
り
越
え
た
も
の
が
第
四
の
悟
り
の
人
間

像
で
あ
る
。
こ
の
悟
り
の
人
間
像
に
お
い
て
、
有
神
論
的
人
間
像
に
お
け
る

受
動
性
、
他
律
性
、
神
律
性
が
克
服
さ
れ
て
、
人
は
絶
対
的
に
自
律
的
能
動

的
に
な
る
と
い
う
。 

 

さ
と
り
の
人
間
像
と
は
、
物
に
も
、
心
に
も
、
仏
に
さ
え
も
繋
縛
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
相
無
く
し
て
一
切
の
相
を
現
じ
、
現
じ
な
が

ら
、
現
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
じ
た
も
の
に
も
、
現
ず
る
こ
と
自
身

に
も
、
繋
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
空
間
的
に
無
辺
に
世
界
を
形
成
し
、

時
間
的
に
無
限
に
歴
史
を
創
造
す
る
、
絶
対
主
体
の
自
覚
で
あ
る
。
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
自
覚
で
あ
っ
て
、
外
部
知
覚
に
も
、
内
部
知
覚
の
対

象
に
も
な
ら
な
い
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
で
目
覚
め
て
お
る
能
動
的

主
体
で
あ
る
。（H

S2:344-345

） 

 

こ
れ
は
久
松
の
悟
り
の
叙
述
そ
の
も
の
で
あ
る
。
久
松
は
『
東
洋
的
無
』
に

続
く
哲
学
的
著
作
『
絶
対
主
体
道
』
に
お
い
て
、
仏
教
の
悟
り
が
も
つ
「
主

体
性
」
を
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
人
間
像
に
必
要
な
も
の
と
し
て
提
示
し
た
の

で
あ
る
。 

 

今
や
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
中
世
的
な
神
律
性
や
他
律
性
を
脱
却
し
、

人
間
の
自
律
性
に
目
覚
め
て
、
驚
嘆
す
べ
き
近
代
世
界
を
創
造
し
つ
つ

あ
る
近
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
の
盲
目
的
オ
プ
テ

ィ
ミ
ズ
ム
を
切
開
し
、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
像
の
深
刻
な
る
ペ

シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
棄
揚
し
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

よ
り
お
こ
る
セ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
依
他
的
人
間
像
の
前
近
代
的
他
律

性
を
離
脱
し
て
、
絶
対
自
律
的
な
さ
と
り
の
人
間
像
に
目
覚
め
な
け
れ

な
な
ら
な
い
時
点
に
来
て
お
る
の
で
あ
る
。（H

S2:345

） 

 

以
上
の
よ
う
に
、
久
松
の
禅
哲
学
に
お
い
て
は
、
禅
（
仏
教
）
と
は
多
元
的

な
宗
教
の
中
の
一
つ
で
は
な
く
、
他
の
宗
教
伝
統
に
対
し
て
、「
主
体
性
」

を
も
つ
点
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
時
代
で
は
価
値
あ
る
宗
教
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

   
  

結結 

  

以
上
、
久
松
真
一
と
鈴
木
大
拙
の
思
想
を
比
較
し
な
が
ら
、
両
者
の
特
質
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を
考
察
し
て
き
た
。
悟
り
の
哲
学
的
な
説
明
に
お
い
て
共
通
す
る
基
盤
を
持

つ
両
者
で
あ
っ
た
が
、
体
用
の
強
調
点
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照

的
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。 

 

禅
を
中
心
と
す
る
宗
教
観
と
し
て
対
比
す
る
な
ら
ば
、
大
拙
は
同
時
代
の

「
西
洋
と
東
洋
」
と
い
う
空
間
軸
に
お
い
て
禅
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
と

言
え
る
。
大
拙
の
宗
教
理
解
が
も
つ
包
括
的
な
性
格
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
共
通
の
基
盤
か
ら
比
較
考
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教
や
思
想
に
禅
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
広
が
り
を
持
っ
た
解

釈
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
大
拙
自
身
の
活
動
も
、
日
本
国
内
に
と
ど
ま

ら
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
で
、
禅
を
外
へ
と
弘
め
る
方
向
へ
尽
力
し
て
い

っ
た
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
久
松
は
新
た
な
時
代
を
創
造
す
る
原
理
と
し
て
、
歴
史

の
時
間
軸
上
で
禅
を
活
か
そ
う
と
し
た
。
久
松
は
禅
を
多
元
的
な
宗
教
の
一

つ
と
は
せ
ず
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
最
良
の
も
の

と
考
え
て
い
た
。
体
用
に
お
い
て
も
、
様
々
な
活
動
に
は
た
ら
く
用
よ
り
も
、

そ
の
根
源
で
あ
る
体
を
重
視
し
た
。
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、
久
松
の
活
動
は

外
へ
の
展
開
よ
り
も
、
内
へ
の
深
ま
り
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
彼
の

活
動
の
主
た
る
も
の
は
講
演
に
よ
る
伝
道
よ
り
も
、
在
家
禅
教
団
に
よ
る
実

践
修
行
の
確
立
で
あ
っ
た
。
彼
は
京
都
大
学
仏
教
青
年
会
を
改
組
し
て
一
九

四
四
年
に
京
都
帝
国
大
学
学
道
道
場
を
、
さ
ら
に
は
一
九
五
九
年
に
は
そ
れ

を
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
と
改
め
、
伝
統
教
団
か
ら
離
れ
て
禅
の
行
と
学
と
を
実
践
で

き
る
環
境
整
備
に
力
を
尽
く
し
た
。「
無
相
の
自
己
に
目
覚
め
る
、
全
人
類

の
立
場
に
立
つ
、
歴
史
を
超
え
て
歴
史
を
創
る
」
と
い
う
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
の
基

本
方
針
を
実
現
す
る
た
め
に
、
協
会
員
の
実
践
修
行
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ

る
。 

 

大
拙
に
比
し
て
、
久
松
は
伝
統
的
な
大
乗
仏
教
の
枠
組
み
に
則
り
な
が
ら

禅
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
『
大
乗
起
信
論
』
に
多
く
依
っ
て
い
る
か

ら
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
仏
教
そ
の
も
の
を
評

価
し
て
い
く
。
他
方
の
大
拙
は
、
最
初
期
に
お
い
て
『
大
乗
起
信
論
』
の
英

訳
を
通
じ
て
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
最
終
的
に

は
南
宗
禅
や
華
厳
の
思
想
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
南
宗
禅
の

「
定
慧
不
二
論
」
は
そ
れ
ま
で
の
大
乗
仏
教
の
伝
統
的
な
「
戒
定
慧
」
の
実

践
論
か
ら
飛
躍
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
基
づ
く
大
拙
の
禅
思
想

は
、
や
は
り
大
乗
仏
教
の
教
学
的
な
枠
組
み
の
中
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
し
、

本
人
も
経
典
や
論
書
の
細
か
い
論
理
を
墨
守
す
る
こ
と
に
つ
い
て
さ
ほ
ど

の
熱
意
を
示
さ
な
か
っ
た
。 

久
松
と
大
拙
は
西
田
を
介
し
て
互
い
に
交
流
も
あ
っ
た
。
晩
年
は
大
拙
の

招
き
で
、
久
松
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
禅
を
講
じ
て
い
る
。
同
時
代
を
生
き
、

共
に
禅
の
思
想
を
展
開
し
て
い
な
が
ら
、
両
者
の
禅
理
解
の
違
い
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
久
松
に
つ
い
て
は
禅

を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
禅
の
枠
組
み
を
超
え
た
宗
教
哲
学
、
芸
術
論
、
茶
道

論
も
展
開
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
思
想
の
全
貌
を
見
通
す
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
が
、
本
稿
の
比
較
に
よ
っ
て
そ
の
中
心
と
な
る
禅
理
解
の
特
質
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
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 註 (1) 

本
稿
で
は
、
久
松
真
一
と
鈴
木
大
拙
の
著
作
か
ら
の
引
用
を
以
下
の
略
号
を

用
い
た
。D

TS

巻
数
：
頁
数
は
、『
鈴
木
大
拙
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六

八~

七
一
年
）
か
ら
、H

S

巻
数
：
頁
数
は
『
久
松
真
一
著
作
集
』（
理
想
社
、

一
九
六
九
～
八
〇
年
）
か
ら
の
引
用
を
示
す
。 

(2) 

筆
者
は
拙
著
『
鈴
木
大
拙 ―

そ
の
思
想
構
造
』（
春
秋
社
、
二
〇
二
〇
年
）

に
お
い
て
、
大
拙
の
思
想
を
三
期
の
時
代
に
区
分
し
た
。「
禅
思
想
」
と
は

一
九
四
〇
年
以
降
に
彼
の
著
作
上
に
現
れ
た
後
期
思
想
の
内
容
を
指
す
も

の
と
す
る
。
以
下
、
本
論
に
お
け
る
大
拙
思
想
に
関
す
る
論
述
は
、
原
則
と

し
て
本
書
の
内
容
に
則
る
も
の
で
あ
る
。 

(3) 

久
松
真
一
の
『
起
信
の
課
題
』
は
一
九
三
六
年
と
一
九
三
七
年
に
京
都
大
学

文
学
部
で
講
ぜ
ら
れ
た
「
起
信
論
に
於
け
る
哲
学
的
課
題
」
と
題
す
る
講
義

に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
講
演
が
『
起
信
の
課
題
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の

は
、
一
九
四
七
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
久
松
自
身
に
よ
る
「
は

し
が
き
」
に
よ
る
と
、「
本
書
の
大
部
分
は
、
講
義
の
全
体
か
ら
い
え
ば
、

そ
の
序
論
に
当
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
論
と
し
て
は
、
た
だ
そ
の
第
一
章

に
当
た
る
「
実
在
論
」
だ
け
が
編
入
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」（H

S6:11

）

と
述
べ
て
い
る
。「
作
用
絶
対
主
義
」
に
対
す
る
批
判
が
為
さ
れ
て
い
る
の

は
、
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
実
在
論
」
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
久
松
の
「
作
用
絶
対
主
義
」
批
判
は
、
一
九
三
六
年
、
一
九
三
七
年
の

講
義
に
お
い
て
既
に
為
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
大
拙
は
一
九

三
六
年
の
段
階
で
は
、
後
期
思
想
成
立
へ
の
端
緒
と
な
っ
た
敦
煌
文
献
の
研

究
の
う
ち
、『
六
祖
壇
経
』『
神
会
録
』、
そ
し
て
『
少
室
逸
書
』
を
校
訂
出

版
し
た
も
の
の
、
自
身
の
思
想
と
し
て
「
作
用
絶
対
主
義
」
的
な
論
を
展
開

す
る
に
は
い
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
。
久
松
の
い
う
「
作
用
絶
対
主
義
」
が
具

体
的
に
何
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

内
容
か
ら
鑑
み
れ
ば
、『
壇
経
』
や
『
神
会
録
』
と
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
い

る
大
拙
の
後
期
思
想
が
、「
作
用
絶
対
主
義
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
ま
ず
間

違
い
な
い
。 

(4) N
aotaka H

asunum
a, " Zazen in D

. T. Suzuki's religious thought"

（『
倫
理

学
』
第
三
四
号
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
） 

(5) 

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
大
拙
は
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
文
脈
を
意
図
的
に

読
み
替
え
る
と
い
う
方
法
で
、
問
題
視
し
な
い
。
大
拙
は
信
を
「
証
大
涅
槃

之
真
因
」
と
い
う
『
教
行
信
証
』
に
対
し
て
、「「
大
涅
槃
を
証
す
る
の
真
因

な
り
」
と
読
ま
ず
に
証
せ
ら
れ
た
大
涅
槃
そ
の
も
の
で
あ
る
と
読
み
た
い
」

と
明
言
し
て
い
る
。（D

TS6:217

） 

 

（
は
す
ぬ
ま
・
な
お
た
か 

筑
波
大
学
非
常
勤
研
究
員
） 
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