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四
十
三 

目
覚
め
た
人
の
説
い
た
こ
と 

 

こ
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
人
間
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
を
い
だ
き
な
が
ら
人
は
生
き
て

い
る
。
そ
れ
は
、
決
ま
っ
た
答
え
を
言
い
が
た
い
哲
学
的
な
問
い
と
し
て
あ
る
。
こ
の
問
い
へ
の
実
際
的

な
態
度
は
葬
送
の
場
に
現
わ
れ
る
。
人
の
死
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
痛
切
な
も
の
だ
か
ら
、
問
い
が
迫
っ
て

き
て
神
妙
な
心
持
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
境
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
事
務
的
に
済
ま
す
の
で
は
な
く
、

厳
か
な
雰
囲
気
の
す
る
伝
統
的
な
儀
式
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
が
ま
だ
機
能
し
て
い

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
本
で
は
現
代
で
も
圧
倒
的
多
数
の
家
族
が
僧
を
呼
ん
で
読
経
の
葬
儀
を
営
む
。
た

だ
し
、
信
仰
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
選
ん
で
い
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
い
て
い

慣
習
に
従
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
事
情
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
な
お
社
会
的
に
お
お
や

け
に
尊
重
さ
れ
る
欧
米
で
も
、
現
代
で
は
似
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

自
分
の
こ
と
を
正
直
に
言
え
ば
、
神
社
に
行
っ
て
も
参
拝
し
な
い
の
は
厳
格
な
浄
土
真
宗
の
熱
心
な
信

者
だ
っ
た
父
母
の
影
響
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
父
母
の
葬
儀
は
仏
式
で
行
な
い
、
本
来
仏
教
と

は
無
縁
の
三
と
七
の
つ
く
年
忌
の
法
事(

簡
略
化
し
た
い
と
思
う
が)

も
営
ん
で
い
る
。
だ
が
、
と
き
ど
き

問
い
を
考
え
る
こ
と
の
あ
る
わ
た
し
は
、
信
仰
の
な
い
自
分
の
葬
式
は
僧
を
呼
ば
ず
に
し
て
ほ
し
い
と
自
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分
で
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
葬
式
は
生
き
残
る
家
族
や
親
族
の
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
強
制

で
き
る
か
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
に
、
慣
習
に
従
う
葬
式
仏
教
が
存
続
す
る
一
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
言

っ
て
も
、
本
当
に
信
仰
し
て
い
る
人
に
と
や
か
く
言
う
つ
も
り
は
な
い
。 

 

わ
た
し
は
、
親
鸞
と
道
元
の
主
著
や
仏
教
関
係
の
書
物
な
ど
を
い
く
ら
か
読
み
、
新
旧
の
『
聖
書
』
と

『
コ
ー
ラ
ン
』
も
か
じ
っ
て
み
た
。
そ
し
て
、
中
村
元
師
の
原
始
仏
典
の
翻
訳
で
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ

ー
ル
タ
の
肉
声
に
近
い
言
葉
を
知
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
世
界
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
人
間
と
は

な
に
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
ゴ
ー
タ
マ
の
突
き
つ
め
た
考
え
を
知
っ
た
。
そ
の
も
と
も
と
の
思
想
は

宗
教
で
は
な
く
、
後
世
の
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
考
え
深
い
仏
教
者
の
説
い
た
こ
と
―
―
と
て
も
貴
重

で
尊
重
す
べ
き
だ
け
れ
ど
も
―
―
と
は
異
な
る
よ
う
だ
。
仏
教
と
い
う
の
は
仏
道
と
翻
訳
し
た
方
が
よ
く
、

目
覚
め
た
人(

ブ
ッ
ダ)

の
思
想
と
い
う
意
味
で
、
ブ
デ
ィ
ズ
ム
と
い
う
英
語
の
言
い
方
の
方
が
ふ
さ
わ
し

い
、
と
思
う
。
わ
た
し
が
自
分
の
葬
送
と
現
代
の
教
団
僧
を
切
り
離
し
た
い
と
思
う
の
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の

思
想
を
尊
重
す
る
道
を
歩
み
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

今
年
、
『
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
こ
と
』
と
い
う
書
物
が
岩
波
文
庫
に
加
え
ら
れ
た
。
Ｗ
・
ラ
ー
フ
ラ
と
い

う
人
が
一
九
五
九
年
に
著
わ
し
た
『W

h
a
t 

th
e 

B
u
d
d
h
a
 
T
a
u
g
h
t

』
の
全
訳
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
に

生
ま
れ
て
仏
門
に
入
り
、
大
学
で
長
老
派
と
大
乗
の
両
仏
教
を
学
ん
で
仏
教
全
般
の
知
識
を
深
め
、
さ
ら
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に
パ
リ
に
渡
っ
て
近
代
的
・
科
学
的
な
思
潮
に
触
れ
た
上
で
、
世
界
に
向
け
て
英
語
で
書
い
た
仏
教
入
門

書
と
い
う
。
分
か
り
や
す
い
文
章
で
手
ご
ろ
な
分
量
の
よ
い
書
物
だ
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
入
門
書
が
、
圧

倒
的
多
数
が
慣
習
的
に
も
せ
よ
な
お
寺
院
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
日
本
で
、
半
世
紀
も
の
あ
い
だ
日
本
語

に
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
不
思
議
な
ぐ
ら
い
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
書
物
は
日
本
の
大
乗
仏
教

と
そ
の
宗
教
組
織
に
対
立
的
な
主
張
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
、
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
僧

が
出
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
訳
者
の
今
枝
由
郎
と
い
う
人
は
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
得
た

チ
ベ
ッ
ト
学
者
だ
そ
う
だ
。 

  

ス
リ
ラ
ン
カ
の
学
僧
ラ
ー
フ
ラ
師
は
、
初
期
教
団
の
思
潮
を
残
し
な
が
ら
も
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー

ル
タ
の
教
え
を
現
代
的
に
説
く
。
つ
ま
り
、
二
十
世
紀
の
人
と
し
て
、
ゴ
ー
タ
マ
の
哲
学
的
な
思
想
・
理

論
を
現
代
の
科
学
的
思
考
に
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
提
示
す
る
。
核
心
は
、
存
在
と
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て

の
ゴ
ー
タ
マ
の
理
論
が
、
古
く
か
ら
イ
ン
ド
に
堆
積
し
た
考
え
方
を
脱
し
宗
教
と
も
離
れ
、
カ
ン
ト
的
な

意
味
で
の
「
批
判
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
は
、
科
学
の
時
代
に
な
っ
た
二
十
世
紀
、

カ
ン
ト
の
継
承
者
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
行
な
っ
た
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
理
解
と
も
よ
く
調
和
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
は
こ
の
雑
記
帳
の
三
十
七
で
触
れ
た
。 

 

文
化
人
類
学
者
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
も
、
同
じ
よ
う
な
理
解
を
そ
の
著
書
に
記
し
て
い
る
。
す
で
に
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こ
の
雑
記
帳
の
二
十
五
で
引
用
し
た
け
れ
ど
、
再
録
す
る
と
、
―
―
仏
教
に
は
彼
方
の
世
界
が
な
い
。
す

べ
て
根
本
的
な
批
判
に
帰
着
す
る
が
、
人
類
は
批
判
が
永
久
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
は
ず
が
な
い
の

で
、
批
判
の
究
極
に
お
い
て
、
仏
陀
は
物
と
存
在
の
意
味
の
拒
否
と
し
て
悟
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙

を
な
い
も
の
と
す
る
教
理
で
あ
り
、
宗
教
と
し
て
教
理
そ
の
も
の
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
わ
た
し

は
他
の
人
か
ら
、
教
え
を
聞
い
た
先
生
た
ち
か
ら
、
書
物
で
読
ん
だ
哲
学
者
か
ら
、
西
洋
が
誇
り
と
し
て

い
る
あ
の
科
学
か
ら
さ
え
、
賢
者(

仏
陀)

の
樹
下
の
瞑
想
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
編
集
し
た
教
訓
の
断
片
の
ほ

か
の
な
に
を
教
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
―
― 

 

理
論
以
外
の
ほ
か
の
ゴ
ー
タ
マ
の
言
行
も
、
実
践
に
お
い
て
直
面
す
る
問
題
に
対
す
る
現
実
的
な
透
徹

し
た
思
想
と
態
度
だ
、
と
ラ
ー
フ
ラ
師
は
言
う
。
ゴ
ー
タ
マ
の
弟
子
た
ち
の
集
団
が
時
を
経
て
教
団
に
発

展
し
て
、
師
の
言
葉
は
整
理
さ
れ
て
体
系
的
な
教
え
つ
ま
り
仏
典
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
大
い
に
覚
め

た
理
論
の
核
心
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
経
典
を
拡
張
す
る
過
程
で
、
ゴ
ー
タ
マ
と
彼
の
言

葉
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
経
典
に
対
す
る
尊
崇
が
、
宗
教
色
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
が
人
間
心
理
の
も
つ
傾
向
で
あ
る
。
結
局
、
経
典
は
、
理
論
と
実
践
に
関
し
て
宗
教
色
を
抜
き
が
た
く

織
り
こ
ん
で
い
る
。 

  

そ
の
初
期
経
典
に
沿
っ
て
著
わ
さ
れ
た
『
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
こ
と
』
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
哲
学
的
な
思
想
・
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理
論
を
現
代
的
に
示
し
な
が
ら
、
合
わ
せ
て
、
仏
教
の
尊
重
す
べ
き
考
え
方
と
実
践
を
解
説
す
る
。
そ
の

中
に
は
必
ず
し
も
厳
密
な
「
批
判
」
に
な
じ
ま
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
た
と
え
ば
、
第

三
章
の
「
輪
廻
」
は
理
論
と
完
全
に
無
矛
盾
で
な
い
と
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
け
れ
ど
も
、
長
老
派
仏

教
の
修
行
者
と
し
て
経
典
に
親
し
ん
だ
人
は
、
重
要
と
考
え
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
取
り
あ
げ
、
敬
意
を

は
ら
っ
て
注
釈
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
実
践
上
有
益
で
、
人
が
自
分
を
導
く
の
に
役
立
つ
と

思
う
。 

 

な
ん
に
も
せ
よ
わ
た
し
は
、
こ
の
書
物
で
、
自
分
な
り
に
受
け
と
め
て
い
た
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
の
思
想
と
仏
教
を
、
よ
り
明
瞭
に
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
た
し
の
雑
記
帳
は
頭
に

浮
か
ん
だ
主
題
を
、
あ
れ
こ
れ
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
で
き
れ
ば
批
判
的
に
記
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

今
回
は
、
ま
っ
た
く
自
分
の
た
め
の
覚
書
と
し
て
ノ
ー
ト
を
取
る
こ
と
に
徹
し
た(

次
ペ
ー
ジ
か
ら
の
付
録)

。

書
き
出
し
の
と
て
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
調
子
と
も
つ
り
あ
う
だ
ろ
う
。 
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Ｗ
・
ラ
ー
フ
ラ
著
『
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
こ
と
』 

抜
き
書
き 

 
 

第
一
章 

仏
教
的
な
心
の
あ
り
方 

〈
ブ
ッ
ダ
は
、
一
人
の
人
間
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
あ
る
い
は
人
間
以
外
の
力
か
ら
の
啓
示
を

受
け
た
と
は
主
張
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
自
ら
が
理
解
し
、
到
達
し
、
達
成
し
た
も
の
は
す
べ
て
、
人

間
の
努
力
と
知
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
〉 

〈
ブ
ッ
ダ
に
よ
れ
ば
、
人
間
存
在
こ
そ
が
至
高
で
あ
る
。
人
間
は
自
ら
の
主
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
高
い
位

置
か
ら
人
間
の
運
命
を
審
判
で
き
る
存
在
や
力
は
な
い
。
〉 

「
自
ら
が
自
ら
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
自
分
以
外
の
誰
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」 

〈
彼
は
、
人
間
は
自
ら
の
努
力
と
知
性
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
自
ら
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
か
ら
、
誰
で
あ
れ
自
分
を
啓
発
し
、
自
分
を
解
放
す
る
よ
う
に
と
教
え
、
励
ま
し
、
刺
激
し
た
。
〉 

「
あ
な
た
た
ち
は
、
自
ら
歩
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
」 

〈
自
己
解
放
は
人
が
自
ら
真
理
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〉 

 

〈
修
行
者
は
ブ
ッ
ダ
自
身
の
こ
と
さ
え
も
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
〉 

〈
す
べ
て
の
悪
の
根
源
は
無
知
で
あ
り
、
誤
解
で
あ
る
。
〉 
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〈
仏
教(

ブ
デ
ィ
ズ
ム)

で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
見
る
こ
と
」
、
「
知
る
こ
と
」
、
「
理
解
す
る
こ

と
」
で
あ
り
、
信
心
あ
る
い
は
信
仰
で
は
な
い
。
〉 

「
私
は
も
の
ご
と
の
生
成
の
消
滅
が
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
で
あ
る
と
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
見
え
て
い
る
」 

「
汚
れ
と
不
純
さ
の
消
滅
は
、
も
の
ご
と
を
知
り
、
も
の
ご
と
が
見
え
る
人
に
と
っ
て
の
み
可
能
な
こ
と

で
あ
る
」 

〈
常
に
問
題
な
の
は
、
知
る
こ
と
と
見
る
こ
と
で
あ
り
、
信
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
〉 

 
 

真
理
の
実
現
は
、 

「
彼
は
ダ
ル
マ
を
見
、
ダ
ル
マ
に
到
達
し
、
疑
念
を
乗
り
越
え
、
た
め
ら
う
こ
と
が
な
い
」
、
彼
は
正
し

い
叡
智
で
も
っ
て
、
も
の
ご
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
」
と
表
現
さ
れ
、 

 
 

自
ら
の
「
目
覚
め
」
を 

「
目
が
生
ま
れ
、
知
識
が
生
ま
れ
、
叡
智
が
生
ま
れ
、
知
性
が
う
ま
れ
た
」
と
述
べ
る
。 

「
真
実
を
保
持
す
る
賢
者
が
、
〈
こ
れ
の
み
が
真
実
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
偽
り
で
あ
る
〉
と
断
定
す
る

の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」 

「
あ
る
一
つ
の
見
解
に
固
執
し
、
他
の
見
解
を
見
下
す
こ
と
、
賢
者
は
そ
れ
を
囚
わ
れ
と
呼
ぶ
」 

「
教
え
は
流
れ
を
渡
る
た
め
に
乗
る
筏
に
似
た
も
の
で
あ
り
、
保
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」 

(

場
合
に
よ
っ
て
は
、
筏
は
置
い
て
い
く
と
い
う
こ
と) 
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基
本
の
態
度 

 
 

修
行
者
マ
ー
ル
ン
キ
ャ
プ
ッ
タ
の
形
而
上
学
的
問
い 

宇
宙
は
永
遠
か
否
か
、
宇
宙
は
有
限
か
無
限
か
、
魂
と
肉
体
は
同
一
か
否
か
、
ブ
ッ
ダ
は
死
後
存
在
す

る
か
否
か
、
… 

 

に
対
し
て
答
え
な
か
っ
た
。 

「
宇
宙
が
有
限
で
あ
る
か
無
限
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
生
に
は
、
病
、
老
い
、
死
、

悲
し
み
、
愁
い
、
痛
み
、
失
望
と
い
っ
た
苦
し
み
が
あ
る
。
私
が
教
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
生
に
お
け

る
そ
う
し
た
苦
し
み
の
消
滅
で
あ
る
。
…
…
マ
ー
ル
ン
キ
ャ
プ
ッ
タ
よ
、
私
が
な
ぜ
説
明
し
な
か
っ
た

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
無
益
で
あ
り
、
修
行
に
関
わ
る
本
質
的
問
題
で
は
な
く
、
人
生
に
お
け
る
苦
し

み
の
消
滅
に
繋
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」 

〈
ブ
ッ
ダ
は
実
践
を
教
え
る
師
で
あ
り
、
人
を
平
安
と
幸
福
に
導
く
上
で
役
立
つ
教
え
の
み
を
説
い
た
。
〉 

  
 

第
二
章 

第
一
聖
諦 

ド
ウ
ッ
カ
の
本
質 

 
 

ド
ウ
ッ
カ
：
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
条
件
付
け
ら
れ
た
状
態
に
あ
り
、
無
常
で
移
ろ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
由
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来
す
る
本
質
。
漢
訳
仏
典
の
「
苦
」
。 

〈
仏
教
は
悲
観
主
義
で
も
楽
観
主
義
で
も
な
く
、
し
い
て
言
え
ば
、
生
命
を
、
そ
し
て
世
界
を
あ
る
が
ま

ま
に
と
ら
え
る
現
実
主
義
で
あ
る
。
…
、
も
の
ご
と
を
客
観
的
に
眺
め
、
分
析
し
、
理
解
す
る
。
…
、

人
間
と
世
界
の
あ
る
が
ま
ま
を
正
確
に
客
観
的
に
説
き
、
完
全
な
自
由
、
平
安
、
清
逸
、
幸
福
へ
の
道

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
〉 

〈
純
粋
に
精
神
的
次
元
も
、
幸
せ
と
さ
れ
る
次
元
も
、
不
快
を
超
越
し
た
純
粋
に
沈
静
し
た
意
識
の
次
元

も
、
す
べ
て
は
ド
ウ
ッ
カ
に
含
ま
れ
る
。
〉 

 

だ
か
ら
、
瞑
想
の
精
神
的
幸
せ
を
称
賛
し
た
あ
と
、 

「
そ
れ
ら
は
無
常
で
、
ド
ウ
ッ
カ
で
、
移
ろ
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
な
る
。 

 
 

基
本
の
世
界
観 

「
条
件
付
け
ら
れ
た
生
起
」
＝
「
縁
起
」
：
条
件
性
、
相
互
依
存
性
の
原
理
。 

 

〈
私
た
ち
が
一
般
に
存
在
・
個
人
あ
る
い
は
「
私
」
と
見
な
し
て
い
る
も
の
は
、
た
え
ず
移
ろ
い
変
化
す

る
肉
体
的
・
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
結
合
に
し
か
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
は
五
集
合
要
素(

五
蘊)

か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
〉 

〈
条
件
付
け
ら
れ
た
生
起
と
し
て
の
苦
し
み
と
い
う
面
こ
そ
が
、
ド
ウ
ッ
カ
の
本
質
の
も
っ
と
も
重
要
な
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哲
学
的
側
面
で
あ
る
〉 

「
こ
れ
ら
執
着
の
五
集
合
要
素
は
ド
ウ
ッ
カ
で
あ
る
」 

 
 

五
集
合
要
素(

五
蘊)

：
現
象
界
を
構
成
す
る
五
つ
の
要
素 

⑴ 

物
質
：
内
的
・
外
的
物
質
の
領
域
、
目
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
体
お
よ
び
感
知
の
対
象
。
す
な
わ
ち

 
 

 
色
形
・
音
・
匂
い
・
味
・
物
お
よ
び
心
の
感
知
対
象
と
な
る
思
い
・
考
え
・
概
念
な
ど
。 

⑵ 

感
覚
：
人
間
が
外
の
世
界
と
の
肉
体
的
・
心
的
接
触
に
よ
っ
て
体
験
す
る
快
・
不
快
・
ど
ち
ら
で

も
な
い
感
覚
の
す
べ
て
。 

⑶ 

識
別
：
六
種
類
の
内
的
機
能
と
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
外
的
対
象
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

肉
体
的
で
あ
れ
心
的
で
あ
れ
、
な
も
の
ご
と
を
感
知
す
る
の
は
識
別
で
あ
る
。 

 
 

 

心
は
、
物
質
に
対
す
る
精
神
で
は
な
い
。
心
は
、
機
能
、
心
的
な
事
象
を
感
知
す
る
器
官
。 

心
は
、
他
の
機
能
と
同
様
に
、
制
御
し
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

心
の
感
知
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
や
考
え
も
世
界
の
一
部
で
あ
る
。
肉
体
的
体
験
に
依
存
し
、
条
件
付

け
ら
れ
て
い
る
。 

⑷ 

意
志
：
意
志
と
い
う
集
合
要
素
、
す
べ
て
の
意
図
的
行
為
が
含
ま
れ
る
。 

「
私
が
カ
ル
マ(

業)

と
呼
ぶ
の
は
、
意
図
で
あ
る
。
意
図
が
あ
っ
て
、
人
は
身
体
・
口
・
心
で
行
動 

す
る
」
。
意
図
的
行
為
だ
け
が
、
カ
ル
マ
の
結
果
を
生
む
。 
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意
図
と
は
、
心
的
構
築
、
心
的
行
為
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
、
心
に
指
示
を
与
え
る
こ
と
。 

意
図
に
も
、
内
的
機
能
と
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
外
的
対
象
と
に
関
連
し
て
、
六
種
類
あ
る
。 

⑸ 

意
識
：
意
識
と
い
う
集
合
要
素
、
六
つ
の
機
能(

目
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
体
・
心)

の
う
ち
、
ど
れ

か
一
つ
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
六
つ
の
外
的
対
象(

色
形
・
音
・
匂
い
・
味
・
接
触

で
き
る
物
・
心
的
対
象
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ィ
ア
や
考
え)

の
ど
れ
か
一
つ
に
対
す
る
反
応
や
返
答
。 

意
識
は
対
象
を
認
知
し
な
い
。
対
象
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
感
知
の
一
種
。 

 

 
 

基
本
の
理
論 

〈
物
質
に
対
立
す
る
自
己
・
魂
・
あ
る
い
は
自
我
、
永
続
的
・
不
変
の
精
神
は
存
在
し
な
い
。
〉 

〈
意
識
は
、
物
質
と
対
立
関
係
に
あ
る
精
神
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
〉 

「
私
は
「
意
識
は
条
件
か
ら
生
起
し
、
条
件
の
な
い
と
こ
ろ
に
意
識
は
生
起
し
な
い
」
と
繰
り
返
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
方
法
で
説
か
な
か
っ
た
か
？
」 

「
意
識
は
、
物
質
を
手
段
と
し
、
物
質
を
対
象
と
し
、
物
質
に
依
拠
し
て
生
起
し
、
喜
び
を
求
め
て
成
長

し
、
増
大
し
、
発
展
す
る
。
物
質
の
代
わ
り
に
感
覚
・
認
識
・
意
識
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
」 

〈
因
果
律
に
従
っ
て
、
一
つ
の
も
の
が
消
滅
し
、
そ
れ
が
つ
ぎ
の
も
の
の
生
起
を
条
件
付
け
る
。
そ
の
過
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程
で
、
変
わ
ら
な
い
も
の
は
何
一
つ
と
し
て
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
持
続
的
「
自
己
」
、
「
個
人
」
、

あ
る
い
は
「
私
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
〉 

 

「
無
我
」 

〈
五
集
合
要
素
の
背
後
に
は
、
存
在
も
私
も
な
い
。
〉 

 

「
五
蘊
皆
空
」
。 

〈
思
考
の
背
後
に
思
考
者
は
い
な
い
。
思
考
そ
の
も
の
が
思
考
者
で
あ
る
。
〉 

 

〈
要
す
る
に
、
存
在
す
る
の
は
五
つ
の
集
合
要
素
で
あ
る
。
存
在
・
個
人
あ
る
い
は
私
と
呼
ん
で
い
る
の

は
、
こ
の
五
つ
の
集
合
要
素
の
結
合
に
対
す
る
便
宜
上
の
名
称
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
無
常

で
あ
り
、
絶
え
ず
移
ろ
う
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
連
続
す
る
瞬
間
を
通
じ
て
、
同
一
で
あ
り
続
け
る
も

の
は
何
一
つ
と
し
て
な
い
。
す
べ
て
は
、
一
瞬
ご
と
に
生
起
し
、
一
瞬
ご
と
に
消
滅
し
、
流
転
を
続
け

て
い
る
〉 

「
人
の
命
は
こ
の
山
間
の
流
れ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
絶
え
ず
流
動
し
、
無
常
で
あ
る
」 

「
苦
し
み
は
存
在
す
る
が
、
苦
し
む
主
体
は
存
在
し
な
い
。 

 

行
為
は
存
在
す
る
が
、
行
為
主
体
は
存
在
し
な
い
」 
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第
三
章 

第
二
聖
諦 

ド
ウ
ッ
カ
の
生
起 

「
生
起
す
る
性
質
の
も
の
は
、
消
滅
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
」 

〈
私
た
ち
が
生
と
呼
ぶ
も
の
は
、
肉
体
的
・
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
五
集
合
要
素

の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
。
〉 

  
 

第
四
章 
第
三
聖
諦 

ド
ウ
ッ
カ
の
消
滅 

 

ド
ウ
ッ
カ
の
継
続
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
。 

〈
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
：
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
の
沈
静
、
あ
ら
ゆ
る
不
浄
の
放
棄
、
渇
望
の
消
滅
、
無
執
着
、

停
止
…
…
悪
か
ら
の
自
由
、
無
知
か
ら
の
自
由
…
心
は
囚
わ
れ
が
な
く
な
る
、
…
自
分
の
う
ち
に
純
粋

な
平
静
が
あ
る
〉 

「
純
粋
な
生
は
生
き
終
え
ら
れ
た
」 

「
…
そ
う
理
解
し
た
者
は
、
絶
対
叡
智
を
具
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
ド
ウ
ッ
カ
の
消
滅
の
智

識
こ
そ
は
、
絶
対
的
聖
な
る
叡
智
だ
か
ら
で
あ
る
」 

「
こ
の
真
実
に
依
拠
し
た
解
放
は
不
動
で
あ
る
」 
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基
本
の
原
理 

〈
ブ
デ
ィ
ズ
ム
で
い
う
絶
対
的
真
理
と
は
、
世
界
に
は
絶
対
的
な
も
の
は
な
く
、
変
わ
る
こ
と
な
く
永
続

す
る
絶
対
的
な
自
己
・
魂
あ
る
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
っ
た
も
の
は
内
に
も
外
に
も
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
〉 

 

〈
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
原
因
で
も
結
果
で
も
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
瞑
想
の
よ
う
な
創
造
さ

れ
た
神
秘
的
・
精
神
的
・
心
的
な
状
態
で
は
な
い
。
真
実
は
実
存
し
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
実
存
す
る
。

人
が
で
き
る
唯
一
の
こ
と
は
、
そ
れ
を
見
、
そ
れ
を
体
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〉 

？ 

「
人
は
、
聖
な
る
生
を
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
最
終
ゴ
ー
ル
・
目
標
・
究
極
終
着
点
と
し
て
生
き
る
」 

 
 

こ
れ
は
超
越
を
控
え
て
い
る
？ 
〈
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
先
に
は
何
も
な
い
〉
の
だ
か
ら
。 

〈
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
体
現
す
る
の
は
、
体
現
す
な
わ
ち
叡
智
で
あ
る
。
体
現
の
背
後
に
、
何
か
別
の
自
己

な
ど
存
在
し
な
い
。
〉 

「
こ
の
背
丈
大
の
身
体
に
、
世
界
、
世
界
の
生
起
、
世
界
の
消
滅
、
世
界
の
消
滅
に
至
る
道
の
す
べ
て
が

あ
る
」 

〈
四
聖
諦
の
す
べ
て
は
五
集
合
要
素
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
の
内
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
〉 

〈
こ
れ
は
ま
た
、
ド
ウ
ッ
カ
の
生
起
お
よ
び
消
滅
を
司
る
外
的
力
は
何
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
〉 
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〈
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
今
の
世
で
体
現
す
る
も
の
。
〉 

  
 

第
四
章 

第
四
聖
諦 

ド
ウ
ッ
カ
の
消
滅
に
至
る
道 

 

中
道 

 
 

八
正
道 

①
正
し
い
理
解
、
②
正
し
い
思
考
、
③
正
し
い
こ
と
ば
、
④
正
し
い
行
な
い
、 

 

⑤
正
し
い
生
活
、
⑥
正
し
い
努
力
、
⑦
正
し
い
注
意
、
⑧
正
し
い
精
神
統
一 

 

こ
れ
ら
は
、
次
の
三
つ
の
基
本
を
増
進
し
完
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 
 

倫
理
的
行
動
、
心
的
規
律
、
叡
智 

 

一
、
倫
理
的
行
動
：
③
正
し
い
こ
と
ば
、
④
正
し
い
行
な
い
、
⑥
正
し
い
努
力 

〈
ブ
ッ
ダ
は
、
「
多
く
の
人
の
利
益
の
た
め
に
、
多
く
の
人
の
幸
せ
の
た
め
に
、
世
界
に
対
す
る
慈
し
み

か
ら
説
い
た
」
〉 

〈
人
間
が
完
全
な
人
格
を
養
成
す
る
た
め
に
、
注
意
深
く
啓
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
二
つ
の
資
質
。 

 

一
つ
は
慈
し
み(

情
緒
的
側
面)

、
も
う
一
つ
は
叡
智(

知
的
側
面)

。
〉 

〈
③
正
し
い
こ
と
ば
：
真
実
を
語
り
、
友
好
的
で
慈
悲
深
い
こ
と
ば
、
快
く
優
し
い
こ
と
ば
、
そ
し
て
、

意
味
深
い
役
に
立
つ
こ
と
ば
。
〉 
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〈
軽
率
に
話
し
て
は
な
ら
ず
、
発
言
は
正
し
い
と
き
と
場
を
心
得
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、

何
か
有
益
な
こ
と
が
言
え
な
い
場
合
は
貴
い
沈
黙
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。
〉 

二
、
心
的
規
律
：
⑥
正
し
い
努
力
、
⑦
正
し
い
注
意
、
⑧
正
し
い
精
神
統
一 

 

⑥
正
し
い
努
力
と
は
…
正
し
く
健
全
な
心 

 

⑦
正
し
い
注
意
と
は
、
身
体
の
活
動
、
感
覚
や
感
じ
、
心
の
動
き
、
考
え
・
思
考
・
概
念
と
物
事
に
関

し
て
は
、
は
っ
き
り
意
識
し
、
気
を
遣
い
、
注
意
す
る
こ
と
。 

 
 

こ
れ
は
、
わ
た
し
が
日
ご
ろ
唱
え
て
い
る
「
身
体
を
感
じ
、
感
受
を
観
察
し
、
心
を
観
察
し
、
も
ろ

も
ろ
の
事
象
を
観
察
し
、
熱
心
に
、
よ
く
気
を
つ
け
て
、
念
じ
て
い
て
」
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 

心
の
動
き
に
関
し
て
は
、
〈
自
分
が
欲
に
動
か
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
憎
し
み
に
駆
り
立
て
ら
れ 

て
い
な
い
か
ど
う
か
、
惑
わ
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
散
漫
に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
観
察
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
〉 

 

考
え
・
思
考
・
概
念
と
も
の
ご
と
に
関
し
て
は
、
〈
そ
れ
ら
の
本
質
、
生
起
と
消
滅
、
発
展
、
お
よ
び 

ど
う
し
た
ら
そ
れ
ら
を
抑
制
し
破
壊
で
き
る
か
を
し
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〉 

 

⑧
正
し
い
精
神
統
一(

瞑
想
ま
た
は
禅)

の
四
段
階 

 
 

第
一
段
階
：
情
欲
と
不
健
全
な
考
え
が
取
り
除
か
れ
、
喜
び
と
幸
せ
の
感
情
が
伴
う
。 

 
 

第
二
段
階
：
す
べ
て
の
知
的
活
動
は
抑
圧
さ
れ
、
平
静
と
心
の
一
点
集
中
状
態
が
発
達
し
、 
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喜
び
と
幸
せ
の
感
情
が
保
た
れ
る
。 

 
 

第
三
段
階
：
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
感
覚
で
あ
る
喜
び
の
感
情
は
な
く
な
り
、 

 
 

 
 

 
 

 

幸
せ
の
感
情
は
残
り
、
そ
れ
に
心
の
平
静
が
加
わ
る
。 

 
 

第
四
段
階
：
幸
・
不
幸
・
喜
び
、
悲
し
み
と
い
っ
た
す
べ
て
の
感
覚
が
な
く
な
り
、 

 
 

 
 

 
 

 

た
だ
純
粋
な
平
静
と
自
覚
だ
け
が
残
る
。 

三
、
叡
智
：
①
正
し
い
理
解
、
②
正
し
い
思
考 

 

②
正
し
い
思
考
と
は
、
す
べ
て
の
生
き
物
に
対
す
る
無
私
無
欲
な
放
棄
あ
る
い
は
無
執
着
、
愛
の
思
い
、 

 
 

非
暴
力
の
思
い
で
あ
る
。 

① 

正
し
い
理
解
と
は
、
も
の
ご
と
の
あ
り
の
ま
ま
を
理
解
す
る
こ
と
。
究
極
実
存
を
見
る
最
高
叡
智
。 

 

〈
八
正
道
と
は
、
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら
の
人
生
に
お
い
て
、
歩
み
、
実
践
し
、
開
発
す
る
道
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
身
口
意
の
自
己
規
律
で
あ
り
、
自
己
啓
発
で
あ
り
、
自
己
浄
化
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
、
信
仰
、
崇
拝
、
儀
礼
と
は
無
関
係
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
、
道
徳
的
、
精
神
的
、
知
的
感
性
を
通
じ
て
の
、
究
極
の
実
存
、
完
全
な
自
由
、
幸
せ
、
平
和

に
至
る
道
で
あ
る
。
〉 

 



19 目覚めた人の説いたこと 

 
 

第
六
章 

無
我 

 
 

基
本
の
理
論 

〈
無
我
の
教
え
は
、
五
集
合
要
素
の
分
析
と
「
条
件
付
け
ら
れ
た
生
起
」
の
教
え
の
自
然
の
帰
結
。 

 

あ
る
い
は
付
随
的
命
題
で
あ
る
。
〉 

〈
世
界
に
は
絶
対
的
な
も
の
は
何
一
つ
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
は
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、 

相
対
的
で
あ
り
、
相
互
に
依
存
し
て
い
る
。
〉 

「
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
無
常
で
あ
る
。
ド
ウ
ッ
カ
で
あ
る
」 

「
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
、
無
我
で
あ
る
」 

  
 

因
縁 

〈
条
件
性
、
相
対
性
、
相
互
依
存
性
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
生
の
存
在
、
継
続
そ
し
て
消
滅
が
、
十
二 

項
目
か
ら
な
る
「
Ａ
を
条
件
と
し
て
、
Ｂ
が
生
起
す
る
」
と
い
う
定
式
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
〉 

〈
何
か
が
絶
対
的
主
因
で
あ
る
と
は
見
な
さ
な
い
。
〉 

 
 

自
由
意
志
も
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る 

〈
意
志
も
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
由
」
自
体
も
、
条
件
付
け
ら
れ
て
お
り
、
相
対
的
。
〉 
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〈
絶
対
的
に
自
由
な
も
の
は
、
肉
体
的
な
も
の
で
あ
れ
、
心
的
な
も
の
で
あ
れ
、
何
も
存
在
し
な
い
。
も

し
も
自
由
意
志
を
条
件
か
ら
、
あ
る
い
は
因
果
律
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
も

の
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
が
条
件
付
け
ら
れ
て
、
相
対
的
で
あ
り
、
因
果
律
に
律
せ
ら
れ
て

い
る
以
上
、
意
志
が
、
あ
る
い
は
別
の
何
か
が
、
条
件
な
し
に
、
因
果
律
か
ら
独
立
し
て
生
起
す
る
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
〉 

死
の
直
前
の
言
葉
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
自
分
自
身
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
自
分
自
身
を
避
難
所
と
し
、

他
の
誰
を
も
避
難
所
と
す
る
こ
と
な
か
れ
。
ダ
ル
マ(

法)

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
ダ
ル
マ
を
避
難
所
と

し
、
他
の
何
も
の
を
も
避
難
所
と
す
る
こ
と
な
か
れ
」 

    


