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於
け
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n
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a
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と
絶
対
無

沢

井

高

範

『K
a
u
s
i
t
a
k
i
 
U
p
a
n
i
s
a
d

』
(
以
下

『K
』
と
略
す
)
と

西
田
哲
学

と

は

「叡
知
我

(
p
r
a
j
n
a
t
m
a
n
)

」
と
絶
対
無
を
根
本
に
し
た
自
覚
体
系
で

あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は

『K
』
三

・
八
と
西
田
哲
学
を
比
較
検
討

し
て
み
る
。

『
K
』

で
は

「叡
知

(
p
r
a
j
n
a
)

」
ー

「叡
知
要
素
(
p
r
a
j
n
a
-
m
a
t
r
a
)

」

1

「存
在
要
素

(
b
h
u
t
a
-
m
a
t
r
a
)

」
1

「存
在

(
b
h
u
t
a
)

」
と
い
う
体
系

(1
)

を
も
ち
、
西
田
哲
学
で
は
絶
対
無
に
於
い
て
あ
る
理
念
が
意
志
を
介
し

て
、
自
己
限
定
し
、
自
己
実
現
し
て
、
世
界
を
形
成
す
る
。
時
間
、
空

間
、
因
果
関
係
も
こ
の
理
念

の
自
己
限
定
作
用
の
結
果
生

ず

る
。
「
一

(2
)

即
多
に
し
て
生
産
的
な
る
理
念
は
働
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら

ぬ
」
。

物
質
現
象
も
こ
の
理
念

の
発
展

の
一
面
で
あ
る
。

さ
て
、
「叡
知
我
」
と
絶
対
無
は
絶
対
の
主
体
と
し
て
、
そ
れ

ぞ

れ

の
体
系
を
成
立
せ
し
め
、
そ
れ
ら
を
包
み
、
根
本
的
に
知
る
と
い
う
性

格
を
も

つ
。

『
K
』
三

・
八
の
最
初
で
は
究
極
の
知
る
者

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

(3
)

い
る
。
「語
」
、
「
香
」
、
「
色
」
、
「
声
」
、
「味
」
、
「動
作
」
、
「
快
苦
」
、

「
歓
喜
-
燕
楽
-
生
殖
」
、
「
歩
行
」
、
「
意
」
等

に
於
い
て
、
本
当
に
語

っ
た
り
、
知

っ
た
り
、
味
わ

っ
た
り
、
楽
し
ん
だ
り
、
苦
し
ん
だ
り
、

行
動
し
た
り
、
考
え
た
り
す
る
主
体
は
誰
な
の
か
?

西
田
哲
学
で
も
本
当
の
知
る
者
を
求
め
て
主
体
的
に
反
省
す
る
。
西

田
哲
学
で
は
知
る
事
を
知
る
の
が
本
当
の
知
る
事
で
あ
る
。
判
断
的

一

般
者
の
主
語
を
中
心
と
す
る
立
場
で
は
、
物

の
世
界
が
成
立
し
、
そ
の

述
語
面

へ
と
深
く
起
越
す
る
と
自
覚
的

一
般
者
が
成
立
し
、
す
べ
て
は

意
識
現
象
と
な
り
、
自
己
限
定
作
用
が
見
ら
れ
、
そ
の
意
識
現
象
の
底

に
は
叡
知
的

一
般
者
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
叡
知
的

一
般
者
は
意
志
に
包

ま
れ
、
意
志
が
意
識
を
通
じ
て
自
ら
を
自
己
限
定
し
て
、
自
ら
を
投
射

し
て
、
客
観
的
世
界
を
創
造
す
る
。
物
自
体
も
、
感
覚
作
用
も
、
知
覚

作
用
も
、
概
念
作
用
も
、
判
断
作
用
も
、
推
論
作
用
も
意
志

の
自
己
実

現
作
用
で
あ
り
、
記
憶
作
用
も
、
想
像
作
用
も
同
様
で
あ
る
。
西
田
哲

学
で
は
こ
れ
ら
は
な
お
、
主
体
的
反
省
を
通
じ

て
見
ら
れ
た
内
容
で
あ

印
度
學
佛
教
學
研
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第
三
十
八
雀
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號
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 (沢

井
)

り
、
か
つ
働
き

に
す
ぎ
な
い
。
従

っ
て
真
に
知
る
老
で
は
な
い
の
で
あ

る
。真

に
知
る
者
は

『
K
』
で
も
西
田
哲
学
で
も
、
自
分
自
身
の
内
に
あ

る
各
機
能

や
働
き
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
超
え
た
も
の
で
あ

る
。
『
K
』
で
は

「叡
知

要
素
」
や

「存
在
要
素
」
や

「存

在
し
は
知

っ
た
り
、
感
じ
た
り
、
行
動
し
た
り
、
思
惟
し
た
り
す
る
働
き
で
あ

っ

た
り
、
そ

の
結
果
で
あ

っ
た
り
す
る
。
西
田
哲
学
で
も
、
我

々
の
身
体

や
感
情
や
思
惟
や
世
界
も
す
ぺ
て
、
意
志
が
自
己
限
定
作
用
を
通
じ
て

つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

真
に
知
る
者
は
こ
れ
ら
の
働
き
や
対
象
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ

れ
ら
す
べ
て
を
超
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
に
包
ん
だ
も
の
が
真

の
知
る
者

(4
)

な
の
で
あ

る
。
「
知
る
者
は
働
く
者
よ
り
も
大
き
い
」
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
働
き
と
い
う
面
で
は

『
K
』
と
西
田
哲
学
で
は
異

な
る
面
が
存
在
す
る
。
西
田
哲
学
で
は
真
実
在
に
せ
よ
、
物
自
体
に
せ

よ
、
理
念

に
せ
よ
、
そ
う
い
う
も
の
の
自
己
実
現
作
用
が
働
く
も

の
と

い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
直
観
内
容
の
理
念
が
様

々
な
自
己
限
定
作
用

の

段
階
を
通
じ
て
、
身
体
や
物
の
世
界
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
K
』

で
は
こ
の
様
に
は

っ
き
り
と
観
念
論
的
に
述
べ
ら
れ
て

は

い
な

い
。

「
存
在
要
素
」
を
産
出
す
る

「叡
知
要
素
」
は
素
朴
に
無
反
省
に

「叡

知
我
」
に
包
ま
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ぽ
感
官
に
つ
い
て
見

る
と
、
西
田
哲
学
で
は
、
は
っ
き
り
と
精
神
で
あ
る
意
識
的
自
己
の
自

(
5
)

己
限
定
面
が
感
官
で
あ
る
と
い
う
が

『
K
』
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

「叡
知
我
」
に
包
ま
れ
て
、
そ
の

一
部
に
な
り
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て

存
在
し
て
は
い
る
が
、
「叡
知
」
が
自
ら
自
己
限
定
し
て
、
感
官

を

創

造
し
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

二

さ
て
、
次
に

「上
記
の
十

の
存
在
要
素
は
叡

知
を
予
想
し
、
ま
た
十

の
叡
知
要
素
は
存
在
を
予
想
す
る
。
ま
こ
と
に
、
存
在
要
素
が
な
か
っ

た
な
ら
ぽ
叡
知
要
素
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
叡

知
要
素
が
な
か
っ
た
な

(6
)

ら
ば
存
在
要
素
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
段
落
は

『K
』
の
中
心

を
な
し
て
い
る
。
佐
保
田
氏
は
こ
こ
は
単
に
主
観
的
観
念
論
と
し
て
は

片
づ
け
る
事
は
出
来
ず
、
主
観
を
超
え
た
客
観
が
認
め
ら
れ
、
主
客
の

(
7
)

自
己
矛
盾
的
同

一
者
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

「存
在
」
を
形
成
す
る

「存
在
要
素
」
が

「
叡
知
」
を
予
想
す
る
と

は
客
体
的
要
素
で
あ
る

「存
在
要
素
」
が

「叡
知
我
」
に
於
い
て
あ
る

と
い
う
事
を
示
し
、
西
田
哲
学
で
は
存
在
で
あ

る
有
が
そ
の
裏
に
絶
対

無
の
限
定
を
受
け
て
存
在
し
て
い
る
と
い
い
、
両
者
は
対
応
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ

る
。
『
K
』

の

「名
」
や

「
香
」

や

「色
」
や

「
声
」
や

「味
」
や

「
動
作
」
や

「快
苦
」
や

「歓
喜
-
燕
楽
-
生
殖
」
や

「歩

行
」
や

「
静
思
-
願
望
」
な
ど
は
西
田
哲
学
の
立
場
で
は
す
べ
て
無
に

し
て
見
る
絶
対
無

の
ノ
エ
マ
面
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
記
に
引
用
し
た

「
十
の
叡
知
要
素
は
存
在

を

予

想

す

る
」
と
い
う
表
現
は
観
念
論
と
は
逆
の
発
想
で
あ
り
、
実
在
論
的
発
想
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で
あ
る
。

こ
こ
で
は
実
在
で
あ
る
対
象
が
眼
や
耳
な

ど

の

「叡

知

要

素
」
を
規
定
す
る
。
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

客
体
が

「叡
知
要
素
」
で
あ
る
諸
感
官
を
外
か
ら
刺
激
し
、
「存

在

要

素
」
を
生

み
出
す
と
考
え
ら
れ
る
。

西
田
哲
学
で
は
判
断
的

一
般
者
0
主
語

の
立
場
、

つ
ま
り
個
物
の
立

場
が
こ
れ

に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
判
断
的

一
般
者
の
主
語
の
立

場
は
ノ
エ
マ
面

へ
の
極
限
の
起
越
で
あ
り
、
そ
こ
に
物
の
世
界
が
成
立

し
、
自
然
界
が
成
立
す
る
。

こ
の
立
場
で
実
在
論
が
成
立
し
、
存
在
が

意
識
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
今
述
べ
た

『
K
』

の
実
在
論
的
立
場
が
上
記
に
引

用

し

た

「存
在
要
素
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
叡
知
要
素
も
な
い
」
と
い
う
表
現
に

よ
っ
て
強

調
さ
れ
る
。
即
ち
、
「
色
」
や

「声
」
が
な
け

れ

ば

「
眼
」

や

「
耳
」

は
な
い
。
又
引
き
続
い
て

「叡
知
的
要
素
が
な
か

っ
た
な
ら

ぽ
存
在
要
素
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
表
現
に
於
い
て
、
観
念
論
的

立
場
が
強
調
さ
れ
る
。
即
ち
、
「眼
」
や

「耳
」
が
な
け

れ
ぽ

「色
」

や

「声
」

は
存
在
し
な
い
。

さ
て
、

こ
の
…様
に

『
K
』
で
も
西
田
哲
学
で
も
矛
盾
す
る
観
念
論
的

立
場
と
実
在
論
的
立
場
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
す
る
二
つ

(8
)

の
立
場
の
統

一
面
が

『
K
』
で
は

「事
象

(昌
p
価
)」
と
呼
ば
れ
、
西
田

哲
学
で
は
現
実
と
呼
ば
れ
る
。
「
事
象
」
や
現
実
は
主
観
と
客
観

と

の

矛
盾
的
自

己
同

一
に
於
い
て
成
立
す
る
。
こ
の
主
客

の
統

一
と
し
て
の

「事
象
」
や
現
実
は
主
観
を
主
体
的
に
奥

へ
越
え
て
、
主
客
を
そ
こ
か

ら
内
に
包
む
と
い
う
立
場
に
於
い
て
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は

『
K
』

で
は

「存
在
要
素
は
叡
知
要
素
に
支
え
ら
れ
、
叡
知
要
素
は
生
気
に
支

(9
)

え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
段
落
で
表
わ
さ
れ
て

い
る
。
客
観
的
な

「存

在
要
素
」
を
形
成
す
る

「叡
知
要
素
」
で
あ
る
主
観
的
な
諸
感
官
を
そ

の
奥

へ
主
体
的
に
超
越
す
る
事
に
よ

っ
て

「生
気
」
に
達
し
、
そ

の
「
生

気
」

が
主
客
を
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
統

一
す
る
。
「事
象
」

は
、

主
客
を
超
越
し
、
こ
れ
を
内
に
包
む

「
生
気
」

の
立
場
で
成
立
す
る
。

(
1
0
)

正
に

「車
輪

の
輌
が
輻
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」

の
で

あ

り
、
「
生
気
」

と
い
う
主
体
的
な
場
に
於
い
て
、
主
客
が
お
互

い
に
支
え
合
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
西
田
哲
学
が
絶
対
無
に
於
い
て
、
主
客
を
統

一
す
る
と
い

う
考
え
と
共
通
し
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
に
に
は
同

一
で
あ
る
。

西
田
哲
学
で
は
理
念
た
る
イ
デ
ア
が
意
志
を
介
し
て
、

自

己

限
定

し
、
感
覚
や
知
覚
と
な
っ
て
意
識
を
構
成
し
、
述
語
面
を
形
成
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
述
語
面
を
対
象
的
に
ノ
エ
マ
的
に
自
己
限
定
し
て
、
超

越
す
れ
ば
、
主
語
が
成
立
し
、
個
物
が
成
立
す

る
。
そ
こ
で
は
主
語
は

述
語
を
従
え
て
、
判
断
的

一
般
者
の
立
場
が
成

立
し
、
物

の
世
界
で
あ

る
客
観
の
立
場
が
成
立
す
る
。
超
越
的
な
る
理
念
を
通
じ
、
主
観
が
自

己
を
限
定
し
て
、
客
観
に
な
り
、
こ
の
客
観
を
又
述
語
面

へ
と
超
越
す

れ
ぽ
主
観
と
な
る
。
即
ち
、
意
識
が
物
に
な
り
、
物
が
意
識
に
な
る
。

し
か
し
、
理
念
は
意
志
に
包
ま
れ
、
意
志
は
絶
対
無
に
於
い
て
あ
る
。

だ
か
ら
主
観
か
ら
客
観

へ
、
客
観
か
ら
主
観

へ
の
運
動
は
絶
対
無
に
於
、

い
て
成
立
す
る
と
い
え
よ
う
。
主
客
の
矛
盾
は
絶
対
無
に
於
い
て
矛
盾

K
a
u
s
i
t
a
k
i
 
U
p
a
n
i
s
a
d
 

に
於
け
る
 
p
r
a
j
n
a
t
m
a
n
 

と
絶
対
無

(沢

井
)
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井
)

的
自
己
同

一
と
し
て
統

一
さ
れ
る
。
こ
れ
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
に
み
て
、

「叡
知
我
=
生
気
」
に
於
い
て
、
主
客

の
矛
盾
的
自
己
同

一
と

し

て

「事
象
」
が
成
立
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
客
が
矛
盾
的
自
己
同

一
と
し
て
、
「叡
知
我
」
や

絶

対

無
に
於

い
て
成
立
し
て
い
る
と
は
い
え
、
客
観
た
る
物
の
成
立
に
於
い

て
は

『
K
』
で
は
例
え
ば

「
眼
」
が

「色
」
と
対
応
し
、
物
を
生
み
出

す
が
、

そ
こ
に
は
西
田
哲
学
の
様
に
自
己
限
定
的
思
惟
は
媒

介

さ

れ

ず
、
直
観
的
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
物
が
生
み
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

『
K
』

で
は
思
惟
は

「
意

(日
aぎ
s
)」
が
行
う
が
客
観
を
創
造
し
は
し

な
い
。
身
体
と
世
界
は
小
宇
宙
と
大
宇
宙
と
の
対
応
と
し
て
と
ら
え
る

伝
統
的
な
考
え
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
宇
宙
と
大
宇
宙

の
対
応

は
全
く
直
観
的
で
あ
る
。

西
田
哲
学
で
は
真
実
在
と
い
い
、
物
自
体
と
い
い
、
理

念

と

い
う

も
、
そ
れ
ら
が
我

々
を
通
じ
て
内
面
連
続
的
に
分
化
、
発
展
し
、
自
己

限
定
し
な
が
ら
世
界
を
形
成
す
る
。
即
ち
、
直
観
状
態
の
イ
デ
ア
が
感

覚
、
知
覚
、
概
念
、
判
断
、
推
論
に
ま
で
自
己
展
開
し
、
理
性
を
形
成

し
て
、
世
界
が
創
造
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
記
憶
作
用
や
創
造
作
用
も

こ
れ
に
加
わ
る
。

西
田
哲
学
で
は
自
己
限
定
的
な
思
惟
が
客
観
を
生
み
出
す
が
、
『
K
』

で
は

「
叡
知
要
素
」
と

「存
在
要
素
」
の
直
観
的
な
対
応
が
客
観
を
生

み
出
す
。

三

さ
て
、
『
K
』
三

・
八
の
後
半
に
於

い
て
、
「
こ
の
生
気
な
る
も
の
は

(
1
1
)

叡
知
我
で
あ

っ
て
歓
喜
、

不
老
、

不
死
で
あ
る
」
と
あ
る
が
こ
の

「叡

知
我
」
が
歓
喜
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
有

限
に
し
て
、
変
化
極
ま

り
な
い
世
界
と
喜
怒
衰
楽
を
主
体
的
に
包
み
、

そ
れ
ら
を
超
越
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
り
、
不
老
で
あ
る
と
い
う
の
は
時
空
に
制
限
さ
れ
た
身

体
を
越
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

不
死
が
得
ら
れ
る
。

同
様
に
し
て
西
田
哲
学

の
絶
対
無
の
ノ
エ
シ
ス
面
も
こ
の

「歓
喜
、

不

老
、
不
死
」

の
側
面
を
も

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
無
に
し
て
す

べ
て
の
有
を
越
え
て
、
こ
れ
を
限
定
す
る
絶
対
無
そ
の
も
の
に
於
い
て

は
同
様
に
し
て
歓
喜
が
生
じ
、
又
時
空
に
支
配

さ
れ
た
身
体
を
越
え
る

故
に
不
老
で
あ
り
、
従

っ
て
又
不
死
で
も
あ
る
。

又

「叡
知
我
」
は
す
べ
て
を
越
え
て
い
る
故

に
善
悪

の
行
為

の
結
果

生
ず
る
カ
ル
マ
の
法
則
を
受
け
な
い
。
西
田
哲
学
に
於

い
て
も
、

カ
ル

マ
論
は
存
在
し
、
「
自
己
限
定
の
底
に
過
去
幾
世
の
因
縁
を
見
る

と

共

(
1
2
)

に
、
過
去
幾
世

の
因
縁
を
自
己
限
定
と
な
す
」
と
あ
る
。

こ
の
西
田
哲

学
の
立
場
で
は
因
縁
を
自
己
限
定
し
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
て
、

囚
わ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
因
縁
に
支
配
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。

こ
の
因

縁
は
絶
対
無
の
ノ
エ
マ
面
に
於
け
る
自
己
限
定

面
に
於

い
て
あ
り
、

こ

れ
を
越
え
な
い
限
り
、
因
縁
に
支
配
さ
れ
る
。
脱
却
す
る
に
は
主
体
的

反
省
を
通
じ
て
、

ノ
エ
マ
面
を
す
べ
て
越
え
て
、
絶
対
無

の
ノ
エ
シ
ス
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面

へ
と
深

く
超
越
す
る
し
か
な
い
。

さ
て
、

又

『
K
』
に
於
い
て
は

「叡
知
我
」
は
我
々
に
善
い
行
い
を

(
1
3
)

さ
せ
た
り
、
悪
い
行
い
を
さ
せ
た
り
す
る
有
神
論
的
な
側

面

を

も

っ

が
、
西
田
哲
学
で
は
真
、
善
、

美
を
実
現
す
べ
く
理
念
か
ら
呼
び
か
け

ら
れ
た
り
、
理
念
否
定
の
悪

へ
の
意
志
に
支
配
さ
れ
た
り
す
る
が
そ
れ

ら
は
各
人

の
選
択
と
責
任
に
於
い
て
で
あ
り
、
西
田
哲
学
の
近
代
的
性

格
が
窺
え
る
。四

さ
て
、
最
後
に

「
叡
知
我
」
は
世
界
の

「護
持
者
」
で
あ

り
、
「
主

宰
者
」
で
あ
り
、
万
物
の

「
支
配
者
」
で
あ
り
、
「
自
我
」
で
あ

る

と

(
1
4
)

い
う
表
現
と
絶
対
無
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

も
と
も
と

「叡
知
我
」
も
絶
対
無
も
外
な
る
も
の
を
内
な
る
も
の
に

し
て
世
界
を
成
立
さ
せ
る
意
志

の
立
場
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
『
K
』

(
1
5
)

三

・
八
で
叡
知
に
ょ
る

一
切
取
得
が
語
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
を
包
ん
だ

り
、

一
切
を
取
得
す
る
と
い
う
性
格
か
ら

「
叡
知
我
」
は
世
界
の

「
護

持
者
」
や

「
主
宰
者
」
や

「支
配
者
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、

西
田
哲
学

の
立
場
で
も
同
様
に
し
て
、
絶
対
無
は
す
べ
て
を
包
む
と
い

う
性
格
か
ら

一
種

の
世
界
の
護
持
者
で
あ
り
、
主
宰
者
で
あ
り
、
万
物

の
支
配
者

で
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
?

た
だ
異

な

る

点

は

『
K
』
で
は

「
叡
知
我
」
は
有
神
論
的
な
側
面
を
も

つ
の
に
対
し
て
、

西
田
哲
学

の
絶
対
無
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

最

後

の

「
叡

知

我

」

は

「
自

我

」

で
あ

る
と

い
う
点

も

絶

対

無

が

「
自

己
」

で
あ

る
と

い
う

点

と

対

応

し

て

い
る
。

「
叡

知

我

」

も

絶

対

無

も
我

々

の
身

体

の
奥

に
超

越

し

た

も

の

で
あ

り
、

そ

こ

か

ら
我

々
の

身

体

と
世

界

を
包

み
、

成

立

さ

せ
て

い
る

主
体

で
あ

る
。

そ
れ

は
個

人

の
奥

に
個

人

を

越

え

た

も

の

で
あ

り
、

そ

れ
が

「
自

我

」

で
も

あ

り
、

「
自

己
」

で
も

あ

る
。

1

佐
保

田
鶴
治
訳

「
カ
ー
ウ

シ
ー
タ
キ

・
ウ
パ

ニ
シ
ャ

ッ
ド
」
(
『
ウ
パ

ニ

シ
ヤ

ッ
ド
』
、
平
河
出
版
社
、

一
九
七
九
年
)

一
八
〇
頁
。

2

西
田
幾
多
郎

『
西
田
全
集

W
』

(岩
波
書
店
、

一
九
七
九
年
)

七

二
頁
。

3

佐
保
田
訳
、
前
掲
書
、

一
七
九
頁
。

4

西

田
、
前
掲
書
、
一
一

一九
頁
。

5

西
田
幾
多
郎

『
西

田
全
集

V
』

(岩
波
書
店

一
九
七
九
年
)

二
八

一
頁
。

6

佐
保
田
訳
、
前
掲

書
、

一
八
○
頁
。

7

同
右
、

三
六
三
頁
-

三
六
四
頁
。

8

同
右
、

一
八
○

頁
。

9

同
右
、

一
八
○

頁
。

10

同
右
、

一
八
○
頁
。

11

同
右
、

一
八
○

頁
。

12

西
田
、
前
掲

『
全
集

V
』
、
四

一
二
頁
。

13

佐
保
田
訳
、
前
掲
書
、

一
八
○
頁
。

14

同
右
、

一
八
○
頁
。

15

同
右
、

一
七
八
頁
。

(
付
記
)

な

お
、

ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド

に
関

し

て

は

S
.
 R
a
dh
ak
r
is
h
n
an
,

ed
.
 
&
 
t
r
a
n
s
.
,
 

T
h
e
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
 
C
p
a
n
i
s
a
d
s
 

も
参
照
し
た
。

〈

キ
ー

ワ
ー
ド
V

叡
知
我
、

絶
対
無
、

矛
盾
的
自
己
同

一

(
立
命
館
大
学
哲
学
会
会
員
)

K
a
u
s
i
t
a
k
i
 
U
p
a
n
i
s
a
d
 

に
於
け
る
 
p
r
a
j
n
a
t
m
a
n
 

と
絶
対
無

(沢

井
)
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