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何
故

な

の

か

今

西

順

吉

一

　ユ
　

ア
ー
下

マ
ン

と
い
う
語
に
は
・
「自
己
」
を
は
じ
め
と
し
て

種
々
の
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
思
想
的
に
は
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
に
お

い
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
万
物
の
根
源
に
し
て
万
物

の
帰
趣
す
る
と
こ
ろ

う
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

「自
己
」
を
表
す

語
が
万
有

の
本
源
を
意
味
す
る
語
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
イ

ン
ド
思
想
史
に
お
い
て
は
あ
ま
り
に
も
初
歩
的
な
常
識
に
す
ぎ
な
い
と

は
い
え
、
常
に
顧
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
語
と
し
て
は

同
じ

で
あ

っ
て

も
、
「
自

己

」

と

ア
ー

ト

マ
ン
と

の
意

味

の
範

囲
が
同

一
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
守

「自
己
」
は
構
造
的

・
階
層

的
で
あ

っ
て
、
身
体
的
な
、
種
々
の
関
係
に
お
け
る
社
会
的
存
在

の
次

元
か
ら
始
ま

っ
て
、
対
象
化
し
え
な
い
究
極

の
主
体
ま
で
多
種
多
様

で

あ
る
の
に
対
し
て
、
万
有
の
本
源
と
し
て
の
ア
ー
ト

マ
ン
は
そ
れ
に
比

較
す
る
と
、
形
而
上
学
的
定
義

に
よ
っ
て
極
め
て
狭
く
限
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
形
而
上
学
的

ア
ー
ト

マ
ン
が
真
実
の
自
己
を
表
す
と

い
う
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
立
場
を
共
有

す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
立
場
を
異
に
す
る

場
合
に
は
、

「自
己
」
の
捉
え
方
、
「自
己
」
の
内
容
そ
の
も
の
が
異
な

る
こ
と
に
な
る
。

思
想
史
的
に
は
こ
こ
か
ら
厄
介
な
問
題
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ー

ト

マ
ン
と

い
う
極
め
て

一
般
的
な
語
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
規
定
す
る
こ
と

が
必
ず
し
も
容
易
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
ア
ー
ト

マ
ン
の
用
法
が
ま
さ
に
そ

の
典
型
的
な
例

で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド

一
般
と
も
共
通
す
る
日
常
的
な
ご

く
あ
り
ふ
れ
た
慣
用
的
な
用
法
が
頻
繁
に
用

い
ら
れ
る
の
は
当
然
と
し

て
も
、
そ
れ
以
外
に
も
、
漢
訳
で

「無
我
」
あ
る
い
は

「非
我
」
と
さ

れ
る
場
合

の

「我
」

の
用
法
が
あ
る
。
仏
教
と
言
え
ば
直
ち
に

「無
我

説
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
と
無
我
と
は
不
可
分

の
関
係
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン
に
否
定
詞
の
付
い
た

、

等
の
漢
訳
語
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
原
典
に
照
ら
し
て
も
こ
れ

が
仏
教
の
重
要
な
思
想
を
表
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
何
ら
の
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疑
問
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
無
我
の
意
味
に

つ
い
て
は
必
ず

し
も
明
確

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
日
本
語
に
お
け
る
無
我
の
ご
く
常

識
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、

一
般

の
辞
書
に
も

「自
分

へ
の
執
着
か
ら

脱
し
た
状
態

に
あ
る
こ
と
。
無
心
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

　
　
　

「無
我
の
境
地
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
無
我

の
用
法

は
通
常
の
日
本
語
と
し
て
は
極
め
て
普
通

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏

教
書
に
お

い
て
も
そ
れ
が
仏
教

の
基
本
的
考
え
方
で
あ
る
と
説
明
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー
ト

マ
ン
と
い
う
語
の
用
法
か
ら

い
え
ば
、
実
際
に
は
そ
れ
は
派
生
的
な
意
味
を

一
般
化
し
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
常
識
を
前
提
に
す
る
と
仏
典
そ

の
も
の
を
誤
解
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
無
理
に
難
解
な
も
の
に
さ
せ
か

ね
な
い
。
例
え
ば

「色
は
無
我
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
は
日
本
語

の
常

識
で
は
理
解
不
能
と
な

っ
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
と
も
、
だ
か
ら
こ
そ
難

解
で
深
遠

な
真
理
を
表
現
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
実
際

の
文
献
に
即
し
て
問
題
点
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ぼ
、
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
も
仏
教
も

「自

己

」

の
探
求
を
主
眼
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
何
等
変
わ
り

は
な
い
。
そ
し
て
自
己

の
探
求
に
お
け
る
先
覚
者
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

の
哲
人
達

で
あ
る
か
ら
、
仏
教
も
当
然
そ
れ
に
学
ん
で
い
る
。
し
か
し

仏
教
に
お
け
る
自
己

の
把
捉
の
仕
方
は
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
に

お

け

る

そ

れ

と

は

相

違

す

る

の

で
、
仏

教

は
ウ

パ

ニ
シ
ヤ

ッ
ド

の

ア
ー

ト
マ
ン
思
想
を
批
判
す
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
仏
教
と
の
間
に
存
在

す
る
基
本
的
な
関
係
そ
の
も
の
は
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
、
仏
教
は
ア
ー
ト

マ
ン
を
認
め
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ

う
な
問
題
提
起
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
「
ア
ー
ト

マ
ン
」
と

い
う
語

の
意
味
内
容
は
決
し
て

一
義
的
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

問
題

の
少
な
く
と
も
輪
郭
は
以
上
に
述
べ
た
と

こ
ろ
か
ら
も
容
易
に
理

解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
第

一
に
仏
教
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

の
ア
ー
ト

マ
ン
思
想
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
検
討
か
ら
始
め
る
こ
と
に

し
よ
う
。

二

仏
教

の
ア
ー
ト

マ
ン
批
判

の

一
つ
の
代
表
的
な
型
は

『非
我
相
経
』

(3
)

に
見

ら

れ

る
。
こ

こ

で

は
ま
ず

五

慈

の
色

に

つ
い

て
、

次

の
よ

う

に
説

か

れ

て

い
る

(
以
下

は
要
旨
)
。

色

は
ア
ー
ト

マ
ン
で
は
な

い

(非
我

)
。

も

し
も
色

が
ア
ー
ト

マ
ン
で
あ

る
な
ら
ば
、

こ
の
色

が
病

に
陥

る

こ
と

は
な

い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
色

に
対

し

て
、

「わ
が
色
は
か
く
あ
れ
」
、

「わ

が
色

は

か
く
あ

る
こ
と
な
か
れ
」
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
色
は

ア
ー
ト

マ
ン
で
は
な

い
か
ら
、
色

は
病

に
陥

る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
色

に
対

し
て
、

「
わ
が
色

は
か
く
あ
れ
」
、
「
わ
が
色

は
か
く
あ
る

こ
と
な
か
れ
」
と

い
う

こ
と
が

で
き
な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ

に
続

い
て
受

纏

等

に

つ

い

て
同

様

に
述

べ

て
か

ら

、
無

常

等

に

276



何
故

な

の
か

(今

西
)

つ

い

て
述

べ

る
。

色
は
無
常

で
あ

る
。
無

常

で
あ
り
苦

で
あ

つ
て
変
滅

す
る
性
質

の
あ
る
も

の

を
、

「
こ
れ
は
わ

が
も
の
で

あ
る
。

こ
れ

は
わ

が
ア
ー
ト

マ
ン

(11
自

己
)

で
あ
る
」

と
見

な
す

の
は
適

当

で
な

い
。

受

纏

等

に

つ
い

て

も
同

様

に

説

い

て
か

ら

、
次

に
五

薙

の
種

々

な

る

あ

り
方

に

つ
い

て
述

べ

る

が

、

そ

の
う

ち
色

に
関

す

る
部

分

を

引

用

す

る
。如

何

な
る
色

で
あ

っ
て
も
、
過
去

・
未
来

・
現
在

の
で
あ
れ
、
あ

る

い
は
内

的

で
あ
れ
外
的

で
あ

れ
、

粗
大

で
あ
れ
微

細

で
あ
れ
、
劣
悪
な

る
に
せ
よ
優

美

な
る

に
せ
よ
、

あ
る

い
は
遠
く

に
あ
ろ
う
と
も
近
く

に
あ

ろ
う
と
も
、

す

べ
て
の
色
は
、
「
こ
れ
は
わ
が
も

の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
わ
れ
で
は
な

い
。

こ

れ

は

わ

が

ア
ー

ト

マ

ン

(
11
自

己

)

で

は

な

い
」

」

と
、

こ
の

よ

う

に
如

実

に

正

し
い
智
慧
を
も

っ
て

　
見

る

べ
き

で
あ

る
。

『非
我
相
経
』
は
ほ
ぼ
以
上

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
が
、
ま
ず
冒
頭

に

あ

る

が

「
ア
ー

ト

マ

ン

で
は

な

い
」

(非

我

)

の
意

味

で
あ

っ

て
、
無
我

で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
続
く
文
章
に

「も
し
も
色

が

ア
ー

ト

マ

ン

で
あ

る

な

ら
ば

」

と

あ

っ

て
、

は
そ
れ
を
否
定
す
る
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
疑

い
が

な
い
。
そ

こ
で

「
ア
ー
ト

マ
ン
で
は
な
い
」
と
い
う
以
上
は
ア
ー
ト
マ

ン
と
は
何

で
あ
る
の
か
と
い
う
認
識
が
前
提
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
こ
そ
ウ

パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド

に
説
か

れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
病
む

こ
と
が
な
い
と
か
、
自

在
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
ず
れ
も
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ッ
ド
に
説
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
故
、
五
薙
非
我
と
い
う
こ
と
は
、
五
慈
は
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ

ド
に
説
か
れ
る
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

仏
教
が
こ
の
よ
う
な
説
き
方
を
す
る
の
は
、
仏
教
の
経
験
主
義
に
そ

の
根
拠
が
あ
る
。
経
験
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る

一
切
は
五
慈
で
あ
る
、

と
い
う
大
前
提
が
ま
ず
第

一
に
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
、
五
薙
の
範
囲
に

は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従

っ
て
五
慈
非
我
と
い
う
仏
教
の
主

張
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
仏
教
の
立
場
か
ら
す
る
と

議
論
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
と

い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。

無
常

・
苦
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
も
う

一
つ
の

五
纏
非
我
の
型
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
漢
訳

『雑
阿

含
経
』
に
の
み
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

若
し
諸
沙
門
婆
羅
門
、
我
在
り
と
見
る
者
は
、
一
切
皆
此
の
五
受
陰
に
於
て

我
を
見
る
。
諸
沙
門
婆
羅
門
は
、
色
は
我
な
り
、
色
は
我
に
異
な
る
、
我
は

　
　

　

色

に
在

り
、
色

は
我

に
在
り
、
と
見

る
。

す

な

わ

ち

、
五

緬

に

つ
い

て
、
色

は
我

と

同

一
、
色

は
我

と
異

な

る

、

我

は

色

の
中

に

あ

る

、

色

は
我

の
中

に

あ

る

、

と

い
う

四
句

で

あ

る

。

仏

教

の
立

場

か

ら

こ

れ

を

否

定

し

た

も

の

が

「非

我

不

異

我

不

相

在

」

　ら
　

と
い
う
簡
略
化
さ
れ
た
形
で
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
も
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド

の
ア
ー
ト

マ
ン
に

つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
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と

こ

ろ

を

承

け

て

い

る
。

「
こ

の

一
切

は

ア
ー

ト

マ

ン
」

で
あ

る

と

い

う

こ

と

は

ウ

パ

ニ
シ
ヤ

ッ
ド

に

し
ぼ

し

ぼ

見

ら

れ

る

と

こ
ろ

で

あ

り

、

ま

た

ア

ー
ト

マ
ン
が

現
象

界

と

は
独

立

に
存

在

す

る
原

理

で
あ

る

こ
と

も

当

然

で
あ

る
。
例

え

ぼ

ウ

ッ

ダ

ー

ラ

カ

の
哲

学

に

お

い

て
、
有

は
み
ず
か
ら
万
物
を
創
り
出
す
。
し
か
も
生
命
原
理

と

し

て

そ

の
中

に
入

る
。

ヤ

ー
ジ

ュ

ニ
ャ

ヴ

ァ

ル

キ

ヤ

の

ア
ー

ト

マ
ン

は
人
間

の
内
部

に
あ
っ
て
制
御
す
る

「内
制
者
」

と

呼
ば

れ

る
。

ま

た

ア

ー

ト

マ

ン
が

心

臓

の
内

部

に
住

す

る

と

い

う

こ

と

も

ウ

パ

ニ

シ
ヤ

ッ

ド

で
し

ば

し

ば

説

か

れ

て

い
る

。
最

後

に

、

万

物

が

ア
ー

ト

マ

ン
に
帰

入

す

る

と

い
う

意
味

で
は

、
万

物

は

ア

ー

ト

マ
ン

の
中

に
あ

る

こ

と

に

な

る
。

『
バ

ガ

ヴ

ァ

ッ
ド

・
ギ

ー

タ

ー

』

で

は

も

っ
と
端

的

に

バ

ガ

ヴ

ア

ッ

ド

の
言

と

し

て
、

「万

物

は
わ

が
内

に

あ

り

」

と

述

べ

て

い
る
。

以
上
に
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
言
及
さ
れ
る
我
も
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド

の
ア
ー
ト
マ
ン
を
指
し
て
い
る
と
見
て
さ
し

つ
か
え
な
い
。

従
っ
て
仏
教
の
立
場
か
ら
そ
の
よ
う
な
ア
ー
ト

マ
ン
を
否
定
し
て
い
る

こ
と
に
な

る
。
な
お
、
「非
我
」
と

「不
異
我
」
と
に
つ
い
て
、
色
と

我
の
問
に

「不

一
不
異
」
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
理
解

す
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
不

一
不
異
の
関
係
を

承
認
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ぼ
、
非
即
非
離
纏

の
我
を
認
め
る
こ
と
に

な
る
で
あ

ろ
う
が
、
以
上
の
文
脈
に
そ
の
よ
う
な
理
解
を
持
ち
込
む
の

(
6
)

は
無

理

で
あ

ろ
う

。

三
こ
こ
で
は
所
謂
無
我
説
を
説
く
と
さ
れ
る
資
料

の
う
ち
代
表
的
な
も

の
を
挙
げ
た
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
れ
だ
け
か
ら
も
、
仏
教
は
無
我
説
な

の
で
は
な
く
て
、
非
我
説
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
五

慈
非
我
説
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
ア
ー
ト

マ
ン
は
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
に

説
か
れ
る
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
仏
教
は
経
験

さ
れ
る

一
切
を
意
味
す

る
五
緬
を
根
拠
に
し
て
、
五
薙
は
非
我
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
ウ

パ

ニ
シ
ヤ
曳
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
関
わ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
こ
こ
に

は
思
想
史
的
に
二

つ
の
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、
ア
ー
ト

マ
ン
を
拒
否

す
る
こ
と
は
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ッ
ド
の
思
想
が
背
景

に
も

っ
て
い
る
婆
羅
門

の
伝
統
的
な
思
想
と
の
関
わ
り
を
も
拒
否
す
る

こ
と
に
通
じ
る
。
婆
羅

門
は
そ
の
祭
祀
的
伝
統
に
お
い
て
呪
術

・
象
徴

・
神
話
の
体
系
を
発
達

さ
せ
た
が
、
仏
教
は
こ
れ
を
も
拒
否
し
た
。
他
方
に
お
い
て
、
仏
陀
と

同
時
代

の
思
想
家
と
も
訣
別
し
た
。
所
謂
六
師

は
諸
原
理
を
立
て
て
、

そ
れ
ら
諸
原
理
に
も
と
つ
く
宿
命
的
あ
る
い
は
無
理
想
論
を
帰
結
さ
せ

た
が
、
仏
教
の
五
薙
そ
の
他

の
思
想
は
彼
等
の
多
元
論
と
根
本
的
な
相

違
を
も
っ
て
い
る
。
仏
教
が
そ
の
方
向
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
も
そ

も
の
原
動
力
は

「無
常
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
経
験

の

一
切
を
表
す

五
薙
が
非
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
根
本
原
理

で
あ
る
ア
ー
ト

マ
ン
と
の
関
連
を
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
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な
く
、
五
緬
そ
の
も
の
が
絶
対
原
理
を
根
底
に
も
た
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
し
て
六
師
の
説
く
諸
原
理
に
つ
い
て
も
、

「無
常
」
と

い
う
視
点

は
、
そ
の
絶
対
性
を
剥
奪
す
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
が
五
薙
と

い
う
、
イ

ン
ド
思
想
史
上
か

つ
て
な
い
独
自

の
法
体
系
を
説
い
た
事
情

が
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
第

一
に
、
あ
く
ま
で
も
経
験
的

事
実
に
立

脚
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

し
か
も
経
験
的
事
実
は
ば
ら
ば
ら
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
第
二

に
、
事
実
相
互
の
因
果
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
た
。
因

果
関
係
の
把
握
と
い
う
方
法
は
経
験
的
事
実

の
統
合
の
た
め
に
絶
対
的

に
不
可
欠

で
あ
る
。
仏
教
が
こ
の
点
で
示
し
た
卓
抜

さ
は
天
才
的
な

サ
ー
リ
プ

ッ
タ
の
眼
を
も
奪
う
ほ
ど
時
代
を
先
取
り
す
る
先
進
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
因
果
の
法
則
と
し
て
の
四
諦
や
縁
起
の
思

想
は
仏
教

に
と

っ
て
必
然
不
可
欠

の
も
の
で
あ

っ
た
。

四

し
か
し
仏
教
の
歴
史
は
仏
陀
の
思
想
が
本
質
的
に
は
ら
ん
で
い
た
問

題
を
顕
在

化
さ
せ
る
た
め
に
な
お
多
く
の
時
間
を
必
要
と
し
た
。
五
緬

思
想
の
展
開
を
た
ど
る
だ
け
で
も
そ
の
問
題
点
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

仏
弟
子
達

は
五
纏
の
法
体
系
を
異
常
な
ま
で
に
発
達
さ
せ
て
き
た
。
そ

の
頂
点
を
説

一
切
有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
五
纏

が
経
験

の

一
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
修
行
と
五
薙
の

精
密
な
分
析
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
は

「灰
身
滅
智
」
と

批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
生
き
て
活
ら
く
人
間
の
主
体
性
が
喪
失
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
主
体
性
の
回
復
を
求
め
て
、
例
え
ば
憤
子
部
は
非
即

非
離
薙

の
我
と
し
て
補
特
伽
羅
を
主
張
し
た
。
憤
子
部

の
五
法
蔵
説

(過
去

・未
来

・
現
在

・無
為

・不
可
説
の
五
)
に
よ
れ
ぼ
、
初
め
の
過
去

・

未
来

・
現
在
は
有
為
で
あ
っ
て
五
纏
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
無
為

を
加
え
、
さ
ら
に
不
可
説
と
し
て
補
特
伽
羅
を
説
い
た
。
そ
し
て
世
親

は

『倶
舎
論
』

の

「破
我
品
」
に
お
い
て
こ
れ
を
詳
細
に
批
判
し
て
い

る
が
、
そ
の
意
図
は
補
特
伽
羅
に
期
待
さ
れ
る
役
割
を
五
緬
に
納
め
取

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
五
薙
と
い
っ
て
も
こ
れ
に
対
応
し
う
る
も
の

は
実
際
に
は
識
纏
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
、
識
は
歴
史
的
に
も
主
体
の

役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
唯
識
思
想
は
こ
う

い
う
問
題
を
も
吸

い

取
っ
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。

五

し
か
し
、
仏
教
史
に
お
け
る
五
慈
論
の
展
開

に
は
偏
り
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ

の
五
瀟
菲
我
説

で
は
、

非
我
の
根
拠
と
し
て

「苦
」
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ

自
体
も
重
要
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「無
常
」
と

い
う
点
は
非
常
に
重

い
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
法
の
理
論
を
展

開
す
る
中
で
、
.説

一
切
有
部

の
よ
う
に
法
が
自
性
を
持

つ
と
説
か
れ
る

よ
う
に
な
る
け
れ
ど
も
、
本
来
は
無
常
と
自
性
と
は
相
容
れ
が
た
い
も

の
で
あ
る
。
仏
教

の
立
場
は
あ
く
ま
で
も
経
験

に
立
脚
す
る
。
従

っ
て
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自
性
を
認

め
る
以
上
は
、
無
常
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し

て
経
典
は
無
常
を
説
く

の
で
あ
る
か
ら
、
自
性
を
認
め
る
こ
と
は
経
に

反
す
る
と

い
う
主
張
が
出

て
く
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
そ
し
て
五
纏

の

無
自
性
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
我
と
自
性
が
同
義

と
さ
れ
る
か
ら
、
非
我
に
代
わ
っ
て
無
我
が
無
自
性
の
意
味
で
用

い
ら

れ
る
。
従

っ
て
こ
の
場
合

の
無
我
と
非
我
と
は
意
味
が
異
な
る
。
非
我

と
い
う
こ
と
は
、
五
纏
が
ア
ー
ト

マ
ン
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
用

い

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
で
も
五
纏
は
実
在
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で

は
な

い
か
ら
、
五
緬
自
体
は
実
在
根
拠
を
持
た
な
い
と

い
う
意
味
に
お

い
て
無
自
性
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
の

ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ

の
点
が
明
確
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
後
に
無
自
性

・
空
が
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然

の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

他
方
、
前
述

の
よ
う
に
、
五
慈
に
対
し
て

「わ
が
も

の
」
、
「わ
れ
」
、

「わ
が
自
己
」
と
い
う
観
念
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
知
は
単
な
る
理
論
的
な
知
識
で
は
な
く
て
、
実
際
に
我
執
を
断
ち

切
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立

つ

一智
慧
」

で
あ

る

。

五
緬
に
関

す
る
記
述
の
際
に
限
ら
ず
、
仏
典
は
智
慧
や
光
明
な
ど
多
数

を
同
義
語

と
し
て
挙
げ
て
、
そ
れ

の
起
こ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
実

践
的
主
体

に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
智
慧
が
起

こ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時

に
は
実
践
的
主
体
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
補

特
伽
羅
に
類
す
る
問
題
は
起

こ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
は
仏
陀

の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
仏
陀

の
教
え
に
従
っ
て
修
行
に
励
む
沙

門
達
に
と
っ
て
は
、
自
ら
修
行
す
る
と

い
う
事
実
以
外
に
、
自
己
と
い

う
主
体
を
問
題
視
す
る
こ
と
は
論
外
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
五
薙
非
我
の
理
論

の
追
求
が
阿
含

・
ニ
カ
ー
ヤ
及
び
ア
ビ
ダ

ル
マ
の

主
題
と
な
り
、
智
慧
や
仏
陀
を
前
面
に
す
え
る

こ
と
は
少
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
で
般
若
経
典
は
、
般
若
波
羅
蜜
多
に
立
脚
す
る
こ
と
が
示
す

よ
う
に
、
智
慧
の
立
場
か
ら
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
、
端

的
に
五
纏

の
無
自
性
空
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
法
が
無
自
性
で

あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
法
と
い
え
ど
も
固
有

の
存
在
性
を
主
張
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
従

っ
て
法
と
法
と

の
関
係
が
相
互
依
存
関
係
と
し

て
の
縁
起
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
も
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

六

五
薙
非
我
の
問
題
を
中
心
に
ア
ー
ト
マ
ン
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、

ほ
ぼ
以
上

の
結
論
に
導
か
れ
る
。
般
若
経

に
関
し
て
は
僅
か
に
言
及
す

る
に
と
ど
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
般
若
経

の
中
核

に
は
五
纏
非
我
の
展
開

と
し
て
の
五
緬
無
我
が
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
阿
含
・

ニ
カ
ー
ヤ
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ

・
唯
識
に
至

る
系
譜
と
と
も
に
、
阿
含

・

ア
ビ
ダ

ル
マ
・
般
若
経
の
系
譜
も
ま
た
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
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1

本
稿

は
別

に
用
意
し

て

い
る
論
稿

の

一
部
に

つ
い
て
、

そ
の
骨

子
を
概

括
的

に
述

べ
る

こ
と
を

目
的
と

し
て

い
る
の
で
、
詳
し

い
資
料

や
注
記
等

は
す

べ
て
省
略

し
た
。

2

『
新
潮
現
代

国
語
辞

典
』

(昭
和

六
十
年
)

「無
我
」

の
項

参
照
。

な

お

「無

我

の
境

地
」

の
用
例

を
同
辞
書

は

ヘ
ボ

ン

『
和
英
語
林
集
成
』

(第

三

版
)
を
拠
典

と
し

て
挙
げ

て

い
る
。

3

以
下
に

つ
い
て
は
拙
稿

「無
我
説

に
お
け

る
我

の
概
念
」

(
一
)

(『
印
度

哲
学
仏
教
学

』
第
五
号
)
参

照
。

4

『
雑
阿
含
経
』
第

二
巻
、

大
正
蔵
第

二
巻

一
一
頁
中
。

5

『雑
阿
含
経
』
第

一
〇
巻
、

大
正
蔵
第

二
巻
七
〇
頁
中
。

「不
相
在
」

は

「我

は
色

に
在
り
」
と

「色

は
我
に
在
り
」
と
を
ま
と
め

て
表
し
た
も

の
で

あ

る
。
中
村
元

『
原
始
仏
教

の
思
想

I
』

(決
定
版
選
集

第

一
五
巻
、

春
秋
社
、

一
九
九

三
年

)
四
九
五
頁
参
照
。

6

こ
の
二
項
だ

け
が

「色

は
是

れ
我
な
る
に
非
ず
。
」
あ
る

い
は

「色

は
即

ち
我

な
る
に
非
ず
。
我

は
色

を
離
れ
ず
。
」
(
『雑
阿
含
経
』
第

五
巻

、
大

正

蔵
第

二
巻

、
三
〇
頁
中

)
と

し
て
説

か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
以
上

の
よ

う
に
理
解

す

べ
き

で
は
な

か
ろ
う
か
。

〈キ
ー

ワ
ー
ド
〉

ア
ー
ト

マ
ン
、
非
我

、
無
我
、
無
自
性
、
無
常
、
五
纏

(国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授

)
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