
1

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
・
チ
ュ
ー
ダ
ー
マ
ニ
（
二
一
二—

三
四
一111

）

—

不
二
一
元
と
い
う
生
き
方—

山　
　

本　
　

和　
　

彦

〔
ア
ー
ト
マ
ン
〕

　

二
一
二　

五
つ
の
蔵111
が
推
理
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
そ
れ
が
限
界
ま
で
排
除
さ
れ
た
な
ら
ば
、
悟
り
の
本
質
を
持
つ
目
撃
者
（
ア
ー
ト
マ

ン
）
が
残
さ
れ
る
。

　

二
一
三　

こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
自
ら
輝
き111
、
五
つ
の
蔵
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
三
つ
の
状
態111
の
目
撃
者
で
あ
り
、
実
在
す
る
も
の
で

あ
り
、
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
汚
れ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
永
遠
の
歓
喜
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
、

賢
者
に
よ
っ
て111
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

弟
子
は
言
っ
た
。

　

二
一
四　

実
在
し
な
い
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
五
つ
の
蔵
が
排
除
さ
れ
た
と
き
、
こ
こ
（
現
象
世
界
）
に
は
何
も
存
在
し
て
い
ま
せ
ん111
。
そ

れ
以
外
、
私
に
は
何
も
見
え
ま
せ
ん
。
あ
あ
師
よ
、
自
分
自
身
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
、
賢
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
べ
き
ど
ん
な
事
物

（
実
在
す
る
も
の
）
が
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。



2

　

師
は
言
っ
た
。

　

二
一
五　

賢
者
よ
、
あ
な
た
は
真
実
を
語
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
思
慮
に
優
れ
て
い
る
。
自
我
な
ど
の
よ
う
な
変
化
し
た
も
の
を
、
そ

れ
（
変
化
し
た
も
の
）
が
な
い
状
態111
を
も
ま
た
、
い
ま111
、

　

二
一
六　

す
べ
て
を
経
験
し
て
い
る
者
が
い
る
。
し
か
し
、
彼
自
身
は
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
微
細
な
感
官
に
よ
っ
て111
、
彼
が
知

者
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
あ
な
た
は
知
る
べ
き
で
あ
る111
。

　

二
一
七　

お
よ
そ
何
者
か
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
と
っ
て
、
そ
の
何
者
か
は
〔
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
〕
目
撃
者
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
何
者
に
よ
っ
て
も
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
対
象
で
あ
れ
ば
、
何
者
が
目
撃
者
な
の
か
〔
と
い
う
考
察
〕
は
〔
目
撃
者
が
存
在
し
な

い
の
で
〕
適
切
で
は
な
い
。

　

二
一
八　

こ
れ
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
自
己
認
識
す
る
存
在
で
あ
る
。
自
分
で
経
験
す
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
が
、

そ
れ
自
身
で
直
接
に
最
高
の
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
で
あ
り
、
他
の
も
の
で
は
な
い
。

　

二
一
九　

覚
醒
、
夢
、
熟
睡
に
お
い
て
、
自
ら
は
っ
き
り
と
現
れ
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
常
に
「
私
」「
私
」
と
同
一
の
内
な
る

姿
で
〔
心
臓
の
〕
な
か
で
輝
い
て
い
る
。
そ
れ
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
変
化
を
持
つ
自
我
や
統
覚
（
デ
ィ
ー
）
を
始
め
と
す

る
〔
多
様
な
姿
で
現
れ
る
〕
も
の
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
常
住
で
あ
り
、
歓
喜
で
あ
り
、
知
（
チ
ッ
ト
）
を
本
質
と
し
て
お
り
、
心
臓
の
な

か
で
輝
い
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
で
あ
る
と
あ
な
た
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
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二
二
〇　

瓶
の
な
か
の
水
に
映
る
太
陽
の
影
像
を
見
て
、
愚
者
は
本
物
の
太
陽
だ
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
、
愚
者
は
〔
ア
ー
ト
マ
ン

を
〕
限
定
す
る
属
性
（
統
覚
）
の
な
か
に
あ
る
知
の
影
像
を
見
て
、
誤
っ
て
ま
さ
に
「
私
で
あ
る
」
と
考
え
る111
。

　

二
二
一　

賢
者
は
、
瓶
と
水
と
そ
の
な
か
に
あ
る
太
陽
の
影
像
を
す
べ
て
捨
て
去
り
、
空
の
太
陽
を
見
る
。
そ
れ
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は

〔
三
つ
に
〕
無
関
心111
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
（
瓶
、
水
、
影
像
）
を
照
ら
し
、
自
ら
輝
く
。

　

二
二
二　

そ
の
よ
う
に
、
身
体
を
、
統
覚
（
デ
ィ
ー
）
を
、
知
（
チ
ッ
ト
）
の
影
像
を
捨
て
去
り
、
統
覚
の
洞
窟
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る

目
撃
者
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
を
、
不
可
分
の
覚
知
で
あ
り
、
す
べ
て
を
照
ら
す
も
の
で
あ
り
、
有
無
と
い
う
〔
相
対
の
〕
特
徴
を
離
れ
た

も
の
で
あ
り
、

　

二
二
三　

常
住
で
あ
り
、
遍
在
し
て
お
り
、
遍
満
で
あ
り
、
微
細
で
あ
り
、
内
外
を
持
た
ず
、
自
分
自
身
に
他
な
ら
な
い
と
、
人
は

〔
ア
ー
ト
マ
ン
の
〕
こ
の
よ
う
な
本
質
を
正
し
く
知
っ
て
、
悪
を
離
れ
、
激
質
を
離
れ
、
不
死
に
な
る
。

　

二
二
四　

そ
の
よ
う
な
賢
者
は111
、
悲
し
み
を
離
れ
、
歓
喜
そ
の
も
の
に
な
り
、
自
ず
と
何
も
畏
れ
な
く
な
る
。
解
脱
を
求
め
る
者
が
現

生
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
自
分
自
身
の
真
理
を
体
得
す
る
こ
と
以
外
に
他
の
道
は
な
い111
。

〔
ブ
ラ
フ
マ
ン
〕

　

二
二
五　
〔
自
分
自
身
と
〕
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
の
不
異
性
の
識
別
知
が111
、
現
生
か
ら
の
解
脱
の
原
因
で
あ
る
。
覚
者
は
、
不
二
一
元
で
あ
り
、

歓
喜
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
な
る
。
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二
二
六　

ブ
ラ
フ
マ
ン
と
な
っ
た
そ
の
覚
者
は
、
輪
廻
の
世
界
に
再
び
戻
る
こ
と
は
な
い111
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
ブ
ラ
フ
マ
ン

と
不
異
で
あ
る
と
、
人
は
正
し
く
識
別
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
二
七　

ブ
ラ
フ
マ
ン
は
実
在
、
知
識
、
無
限
、
清
浄
、
至
高
で
あ
り
、
自
ら
（
他
に
依
存
せ
ず
）
成
立
し
て
お
り
、
永
遠
の
歓
喜
と
い

う
一
味
で
あ
り
、
内
な
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン111
）
と
不
異
で
あ
り
（
梵
我
一
如
）、
絶
え
間
な
く
勝
利
す
る
。

　

二
二
八　

こ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
は
、
最
高
で
あ
り
不
二
の
実
在
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
。
勝
義
諦
（
最
高
の
真

理
）
を
完
全
に
悟
っ
た
状
態
で
は
、
他
の
も
の
は
何
も
な
い
。

　

二
二
九　

こ
の
全
宇
宙
（
現
象
世
界
）
は
多
様
な
姿
を
持
つ
と
、
無
知
ゆ
え
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。〔
し
か
し
〕
そ
の
す
べ
て
は
ブ
ラ
フ

マ
ン
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
過
っ
た
考
え
を
捨
て
去
っ
て
い
る111
。

　

二
三
〇　

土
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
（
瓶
）
は
、
土
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
瓶
は
ど
の
部
分
で
も
、
土
を
本
質
と
し
て
い
る
か
ら
。
瓶

の
本
質
（
土
）
と
別
の
も
の
は
存
在
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
瓶
が
存
在
す
る
の
か
。
瓶
は
虚
妄
分
別
さ
れ
た
名
称
に
過
ぎ
な
い111
。

　

二
三
一　

瓶
の
本
質
が
土
と
異
な
っ
て
い
る
と
、
誰
も
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
瓶
と
は
無
知
に
よ
っ
て
虚
妄
分
別
さ
れ

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
真
実
な
る
も
の
、
勝
義
（
最
高
の
真
理
）
な
る
も
の
は
土
で
あ
る
。

　

二
三
二　

実
在
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
か
ら
作
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
は
、
同
じ
く
実
在
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
が
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
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で
あ
り
、
そ
れ
と
別
な
も
の
は
な
い
。「〔
別
な
も
の
が
〕
あ
る
」
と
言
う
な
ら
、
そ
の
人
の
無
知
は
ま
だ
消
滅
し
て
お
ら
ず
、
寝
言
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

　

二
三
三　
「
こ
の
宇
宙
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る111
」
と
『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
〔
ヴ
ェ
ー
ダ
〕』
所
属
の
優
れ
た
天
啓
聖
典111
が
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
宇
宙
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
で
あ
る
。〔
上
に
〕
付
託
さ
れ
た
も
の
は
、〔
そ
の
下
の
〕
基
体
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　

二
三
四　

も
し
世
界
が
こ
の
ま
ま
で
実
在
す
る
な
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
無
限
性
が
損
な
わ
れ
、
天
啓
聖
典
の
正
し
い
認
識
手
段
性
が
失

わ
れ
、
さ
ら
に
神
が
虚
言
者
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
（
損
、
失
、
虚
言
）
は
、
偉
大
な
魂
を
持
つ
者
に
と
っ
て
、
善
い
こ

と
で
は
な
く
、
た
め
に
も
な
ら
な
い
。

　

二
三
五　

自
在
神
は
、
事
物
の
真
理
を
知
っ
て
お
り
、「
私
は
こ
れ
ら
の
な
か
に
い
な
い
」「
こ
れ
ら
は
私
の
な
か
に
な
い
」
と
語
る111
。

　

二
三
六　

も
し
宇
宙
が
実
在
す
る
な
ら
、
熟
睡
時
で
も
認
識
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
、
何
も
認
識
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
宇

宙
は
実
在
せ
ず
、
夢
の
よ
う
に
虚
妄
で
あ
る
。

　

二
三
七　

そ
れ
ゆ
え
、
世
界
は
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
別
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
別
の
認
識
は
、
属
性
な
ど
の
よ
う
に
虚
妄

で
あ
る111
。
付
託
さ
れ
た
姿
に
、
何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
虚
妄
ゆ
え
に
、
基
体
が
そ
の
よ
う
に
（
付
託
さ
れ
た
姿
と
し
て
）
現
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
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二
三
八　
〔
心
が
〕
彷
徨
っ
て
い
る
人
が
、
錯
覚
し
て
何
を
認
識
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
ブ
ラ
フ
マ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
に
銀

に
見
え
る
も
の
は
、
真
珠
母
貝
で
あ
る
。「
こ
れ
」
と
し
て111
常
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
付
託

し
て
い
る
も
の
（
現
象
世
界
）
は
、
名
称
に
過
ぎ
な
い
。

　

二
三
九　

そ
れ
ゆ
え
、
最
高
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
実
在
で
あ
り
、
不
二
で
あ
り
、
清
浄
な
知
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、
無
垢
で
あ
り
、
寂
静

で
あ
り
、
無
始
無
終
で
あ
り
、
無
活
動
で
あ
り
、
絶
え
間
の
な
い
歓
喜
の
精
髄
そ
の
も
の
で
あ
る111
。

　

二
四
〇　
〔
最
高
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
〕
幻
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
す
べ
て
の
差
異
を
超
越
し
て
お
り
、
永
遠
で
あ
り
、
堅
固
で
あ
り111
、
部
分

を
持
た
ず
、
認
識
対
象
に
な
ら
ず
、
姿
形
を
持
た
ず
、
非
顕
現
で
あ
り
、
名
称
を
持
た
ず
、
不
滅
で
あ
り
、
自
ら
輝
き111
、
こ
の
何
か
と
し

て111
輝
い
て
い
る
。

　

二
四
一　
〔
最
高
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
〕
認
識
主
体
と
認
識
対
象
と
認
識
作
用
と
〔
い
う
区
別
〕
が
な
く
、
無
限
で
あ
り
、
分
別
し
な
い
も

の
で
あ
り
、
単
一
で
不
可
分
の
知
そ
の
も
の
で
あ
り
、
最
高
の
真
理
で
あ
る
と
賢
者
は
覚
知
す
る
。

　

二
四
二　
〔
最
高
の
〕
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
心
と
言
葉
の
領

域
を
超
え
て
お
り
、
認
識
対
象
で
は
な
く
、
無
始
無
終
で
あ
り
、
満
た
さ
れ
て
お
り
、
偉
大
な
も
の
の
な
か
で
最
も
偉
大
な
も
の
で
あ
る
。

〔「
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
梵
我
一
如
〕

　

二
四
三　
「
そ
れ
」
と
「
あ
な
た
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
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す
る
「
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」（
梵
我
一
如111
）
と
い
う
天
啓
聖
典
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
二
つ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
）
が
完
全
に
一
つ

で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

二
四
四　

そ
れ
ら
二
つ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
太
陽
と
蛍
の
よ
う
に
、
王
と
召
使
い
の
よ
う
に
、
海
と
井
戸
の
よ
う
に
、
メ

ー
ル
山
と
原
子
の
よ
う
に
、
お
互
い
に
矛
盾
し
た
特
徴
を
持
つ
け
れ
ど
も
、
文
字
通
り
で
は
な
く
意
図
さ
れ
た
意
味
で
一
つ
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
。

　

二
四
五　

そ
れ
ら
二
つ
の
矛
盾
は
、
限
定
的
属
性
に
よ
っ
て
虚
妄
分
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
限
定
的
属
性
は
何
か
実
在
す
る
も

の
で
は
な
い
。
神
（
イ
ー
シ
ャ
）
を
限
定
す
る
属
性
は
、
幻
（
マ
ー
ヤ
ー
）
で
あ
り
、
大
（
マ
ハ
ッ
ト
）
な
ど
の
原
因
で
あ
る
。
個
我
（
ジ
ー
ヴ

ァ
）
を
限
定
す
る
属
性
は
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
、〔
幻
の
〕
結
果
で
あ
る
五
つ
の
蔵
で
あ
る111
。

　

二
四
六　

最
高
の
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
と
個
我
（
ジ
ー
ヴ
ァ
）
と
の
そ
れ
ら
二
つ
を
限
定
す
る
二
つ
の
属
性
が
完
全
に
除
去
さ
れ
た
と
き
、

最
高
の
も
の
は
最
高
の
も
の
で
な
く
な
り
、
個
我
は
個
我
で
な
く
（
単
な
る
実
在
に
）
な
る
。
王
は
王
国
と
い
う
属
性
に
限
定
さ
れ
、
兵
士

は
盾
と
い
う
属
性
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
二
つ
が
排
除
さ
れ
れ
ば
、
王
は
王
で
な
く
な
り
、
兵
士
は
兵
士
で
な
く
（
単
な
る
人
間

に
）
な
る
。

　

二
四
七　
「
さ
て
、
そ
れ
に
関
し
て
教
説
が
あ
る111
」
と
天
啓
聖
典
が
自
ら
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
対
す
る
二
元
性
の
虚
妄
分
別
を
否
定
し
て

い
る
。
天
啓
聖
典
と
い
う
認
識
手
段
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
覚
知
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
限
定
す
る
属
性
と
ジ
ー

ヴ
ァ
を
限
定
す
る
属
性
）
が
同
様
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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二
四
八　
〔
主
張
〕
こ
れ
〔
は
真
実
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
〕
で
は
な
い
。
こ
れ
〔
は
真
実
の
ア
ー
ト
マ
ン
〕
で
は
な
い111
。〔
理
由
〕
虚
妄
分
別

さ
れ
た
も
の
は
真
実
で
は
な
い
か
ら
。〔
喩
例
〕
縄
を
蛇
と
見
る
よ
う
に
。
夢
の
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に
正
し
い
推
論
式
に
よ
っ
て111
、
見
ら

れ
た
も
の
を
排
除
し
て
、
そ
の
後
で
そ
れ
ら
二
つ
（
最
高
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
個
我
）
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ

る
。

　

二
四
九　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
二
つ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
比
喩
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、〔
含
意
さ
れ
て
い
る
〕
意
味
が
注

意
深
く
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
二
つ
が
不
可
分
の
精
髄
で
あ
る
こ
と
が
成
立
す
る
。
す
べ
て
を
排
除
す
る

と
い
う
方
法
で
は
な
い
。
す
べ
て
を
排
除
し
な
い
と
い
う
方
法
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
両
方
の
意
味
か
ら
成
る
方
法
で
、
成
立

さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る111
。

　

二
五
〇　

た
と
え
ば
「
彼
（
い
ま
こ
こ
に
い
る
者
）
が
、
か
の
（
以
前
別
の
場
所
に
い
た
）
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
だ111
」
と
こ
こ
で
、
矛
盾
す
る
特

徴
（
時
間
や
空
間
な
ど
）
の
一
部
が
排
除
さ
れ
て
、
一
元
性
が
言
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
、「
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
の
な
か

で
、
両
方
（「
あ
な
た
」
と
「
そ
れ
」）
の
矛
盾
す
る
特
徴
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る111
。

　

二
五
一　

実
在
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
と
ア
ー
ト
マ
ン
は
知
そ
の
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〔
二
つ
は
〕
不
可
分
の
存
在
で

あ
る
と
覚
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
同
様
に
、
何
百
も
の
大
文
章111
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
の
一
元
性
と
不
可
分
性
が

語
ら
れ
る
。

　

二
五
二　
「
粗
大
で
は
な
い111
」
云
々
が
、
こ
の
非
実
在
な
も
の
を
退
け
る111
。
そ
れ
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
自
ら
成
立
し
て
お
り111
、
虚
空
の
よ
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う
で
あ
り111
、
思
考
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
虚
妄
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
自
分
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
固
執
し
て
き
た
こ
の
認
識

を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
私
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る111
」
と
い
う
自
分
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
い
う
不
可
分
の
覚
知
を
、
浄
化

さ
れ
た
感
官
（
ブ
ッ
デ
ィ
）
に
よ
っ
て111
、
あ
な
た
は
得
よ
。

　

二
五
三　

土
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
、
た
と
え
ば
瓶
な
ど
は
、
常
に
単
な
る
土
に
過
ぎ
な
い111
。
そ
の
よ
う
に
、
実
在
（
ブ
ラ
フ
マ

ン
）
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
は
、
実
在
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を
本
質
と
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
実
在
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
に
過
ぎ
な
い111
。
実
在
（
ブ
ラ
フ

マ
ン
）
以
外
に
は
何
も
存
在
せ
ず
、
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
は
真
実
で
あ
り
自
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
あ

な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」。
そ
れ
は
寂
静
で
あ
り
、
無
垢
で
あ
り
、
最
高
で
あ
り
、
不
二
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
。

　

二
五
四　

た
と
え
ば
、
夢
の
な
か
で
妄
想
さ
れ
た
場
所
、
時
間
、
対
象
、
知
者
な
ど
す
べ
て
が
虚
妄
（
非
実
在
）
で
あ
る
よ
う
に
、
覚
醒

時
の
こ
の
世
界
も
ま
た
自
ら
の
無
知
の
産
物
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
身
体
、
器
官
、
生
気
、
自
我
な
ど
も
ま
た
非
実
在
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」。
そ
れ
は
寂
静
で
あ
り
、
無
垢
で
あ
り
、
最
高
で
あ
り
、
不
二
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
。

　
〔
二
五
四
ｂ
〕　

誤
っ
て
妄
想
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
識
別
さ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
の
み
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
は

決
し
て
な
い
。
夢
の
な
か
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
夢
の
世
界
が
消
え
て
行
く
。
目
覚
め
れ
ば
、
自
分
以
外
の
何
か
と
し
て
〔
夢
の
世
界
が
〕

経
験
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い111
。

　

二
五
五　

生
ま
れ
、
宗
教
、
家
族
、
種
姓
を
超
え
て
い
る
も
の
、
名
称
と
色
形
、
損
得
を
欠
い
た
も
の
、
場
所
と
時
間
、
対
象
を
超
え

て
い
る
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る111
。
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二
五
六　

最
高
の
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
は
、
す
べ
て
の
言
葉
を
超
越
し
て
い
る
が
、
無
垢
な
覚
知
の
眼
に
よ
っ
て
認
識
対
象
と
な
る
。

清
浄
な
心
そ
の
も
の
で
あ
り
、
無
始
で
あ
り
、
実
在
す
る
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ

る
。

　

二
五
七　

六
種
類
の
波111
と
結
び
つ
か
ず
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
心
に
よ
っ
て
瞑
想
さ
れ
る
も
の
、
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
ず111
、
統
覚
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
ず
、
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の111
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
五
八　

迷
妄
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
世
界
と
そ
の
部
分
の
基
体
で
あ
り
、
自
ら
の
基
体
で
あ
り
、
存
在
・
非
存
在
（
相
対
）
と
は
異

な
り
、
部
分
を
持
た
ず
、
比
喩
表
現
で
き
ず
、
壮
大
な
も
の111
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
五
九　

出
生
、
成
長
、
発
展
、
崩
壊
、
病
気
、
死
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
不
滅
で
あ
り
、
宇
宙
の
発
生
と
維
持
と
消
滅
の
原
因
で

あ
る
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
六
〇　

差
異
が
な
く
、
捨
て
ら
れ
な
い
特
徴
を
持
ち111
、
波
の
な
い
海
の
よ
う
に
動
か
ず
、
常
住
の
解
脱
者
で
あ
り
、
不
可
分
の
姿
を

持
つ
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
六
一　

唯
一
の
実
在
で
あ
り
、
多
く
の
も
の
の
原
因
で
あ
る
が
、
他
の
原
因
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
原
因
で
あ
り
、
結
果

（
現
象
世
界
）
と
異
な
り
、
原
因
（
幻111
）
と
も
異
な
り
、
そ
れ
自
身
で
存
在
し
て
い
る
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な

か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。
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二
六
二　

無
分
別
で
あ
り
、
無
限
で
あ
り
、
滅
不
滅
〔
と
い
う
相
対
〕
を
特
徴
と
し
な
い
〔
絶
対
的
な
〕
不
滅
で
あ
り
、
最
高
で
あ
り
、

常
住
で
あ
り
、
不
滅
の
楽
で
あ
り
、
無
垢
で
あ
る
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
六
三　

迷
妄
ゆ
え
に
、
実
在
は
名
称
と
色
形
、
属
性
、
変
化
か
ら
成
る
さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
現
れ
る
が
、
金
塊
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
常

に
変
化
し
な
い
も
の
、
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
六
四　

後
の
も
の
（
結
果
で
あ
る
現
象
世
界
）
を
超
え
て111
輝
い
て
い
る
も
の111
、
最
高
の
も
の
を
超
え
て
い
る
も
の111
、
内
に
あ
る
も
の
（
個

我
）、
一
味
の
も
の
、〔
最
高
の
〕
ア
ー
ト
マ
ン
を
本
質
と
す
る
も
の
、
存
在
・
知
・
歓
喜
で
あ
り111
、
無
限
で
あ
り
、
不
滅
で
あ
る
も
の
、
あ

な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
六
五　

既
述
さ
れ
た
こ
れ
（「
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る111
」）
の
意
味
（
梵
我
一
如
）
を
、
世
間
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
推
理
に
よ

っ
て
理
解
し
て
、
心
の
な
か
で
自
ら
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
疑
い
な
ど
は
晴
れ
、
掌
の
水
の
よ
う
に
真
理
の
把
握
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

二
六
六　

自
分
を
純
粋
な
覚
知
で
あ
り
完
全
に
清
浄
な
真
理
で
あ
る
と
知
っ
て
、
軍
隊
の
な
か
の
王
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
ア
ー
ト
マ

ン
の
な
か
で
永
遠
に
安
住
す
る
者
は
、
全
宇
宙
を
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
な
か
に
没
入
さ
せ
る
。

　

二
六
七　

統
覚
と
い
う
洞
窟111
の
な
か
に
は
、
存
在
・
非
存
在
（
相
対
）
を
離
れ
、
実
在
で
あ
り
、
最
高
で
あ
る
、
不
二
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
が

存
在
す
る
。
そ
れ
自
身
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
と
し
て
、
そ
の
洞
窟
に
住
し
て
い
る
な
ら
、
再
び
肢
体
と
い
う
洞
窟
に
入
る
こ
と
は
な
い
。
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〔
潜
勢
力
（
ヴ
ァ
ー
サ
ナ
ー
）〕

　

二
六
八　

実
在
す
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
が
知
ら
れ
て
も111
、
強
力
で
無
始
な
る
潜
勢
力111
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
私
は
行
為
者
で
あ

る
」「
私
は
享
受
者
で
あ
る
」
と
頑
な
〔
に
人
に
思
い
込
ま
せ
る
も
の
〕
で
あ
り
、
そ
の
人
の
輪
廻
の
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
（
潜
勢
力
）
は
、

内
観
し
ア
ー
ト
マ
ン
と
し
て
生
き
る
努
力
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
沈
黙
の
聖
者
た
ち
は
、
現
生
で
潜
勢
力
の
効
果
を
な

く
す
こ
と
が
解
脱
で
あ
る
と
言
う
。

　

二
六
九　

身
体
や
眼
な
ど
（
感
覚
器
官
）
と
い
う
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
に
対
し
て
、「
私
で
あ
る
」「
私
の
も
の
」
と
考
え
さ
せ
る
こ

の
付
託
（
ア
デ
ィ
ヤ
ー
サ
）
は
、
賢
者
が
自
ら
の
ア
ー
ト
マ
ン111
に
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て111
、
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る111
。

　

二
七
〇　

統
覚
（
ブ
ッ
デ
ィ
）
と
そ
の
変
容
し
た
も
の
を
目
撃
す
る
者
を
自
ら
の
内
に
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
知
っ
て
、「
私
は
こ

れ
で
あ
る111
」
と
正
し
く
解
釈
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
に
対
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
あ
な
た
は
打
ち
捨
て
る

べ
き
で
あ
る111
。

　

二
七
一　

世
間
〔
の
常
識
〕
に
従
う
こ
と
を
止
め
、
身
体
〔
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
考
え
〕
に
従
う
こ
と
を
止
め
、〔
解
脱
に
無
関

係
な
祭
祀
の
〕
論
書
に
従
う
こ
と
を
止
め
、
自
分
に
対
す
る
付
託
（「
私
で
あ
る
」「
私
の
も
の
」
と
い
う
考
え111
）
を
あ
な
た
は
除
去
す
べ
き
で

あ
る111
。

　

二
七
二　

世
間
〔
に
従
う
こ
と
〕
の
潜
勢
力
に
よ
っ
て
、
論
書
〔
に
従
う
こ
と
〕
の
潜
勢
力
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
身
体
〔
に
従
う
こ
と
〕

の
潜
勢
力
に
よ
っ
て
、
人
に
知
識
が
適
切
に
生
じ
な
く
な
る
。
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二
七
三　

輪
廻
と
い
う
牢
獄
か
ら
解
脱
し
た
い
と
願
う
者
に
と
っ
て
、
三
つ
（
世
間
、
論
書
、
身
体
）
の
強
力
な
潜
勢
力
は
鉄
製
の
足
枷

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
、
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を111
知
る
者
た
ち
は
語
る
。
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
が
解
脱
を
得
る
。

　

二
七
四　

水
な
ど
と
触
れ
て
悪
臭
が
充
満
し
て
、
出
て
来
な
く
な
っ
た
沈
香
の
妙
香
は
、〔
沈
香
が
〕
磨
か
れ
て
周
り
の
悪
臭
が
完
全

に
取
り
除
か
れ
た
と
き
に
現
れ
る
。

　

二
七
五　

心
の
な
か
に
無
限
に
存
在
す
る
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
潜
勢
力
と
い
う
塵
に
覆
わ
れ
た
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
潜
勢
力
は
、

智
慧
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
磨
か
れ
て
浄
化
さ
れ
れ
ば
、
白
檀
の
香
り
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
現
れ
る
。

　

二
七
六　

ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
を
求
め
る
潜
勢
力
の
集
ま
り
に
よ
っ
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
求
め
る
潜
勢
力
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
常

に
ア
ー
ト
マ
ン
に
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
（
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
を
求
め
る
潜
勢
力
）
が
滅
し
た
と
き
、〔
ア
ー
ト
マ
ン
を
求

め
る
潜
勢
力
は
〕
自
ず
と
現
れ
る
。

　

二
七
七　

心
（
マ
ナ
ス
）
が
内
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
に
安
住
す
る
に
つ
れ
て
、
外
界
を
求
め
る
潜
勢
力
か
ら
〔
心
は
〕
解
放
さ
れ
る
。
す
べ
て

の
潜
勢
力
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
と
き
、〔
解
放
さ
れ
た
人
は
〕
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
ア
ー
ト
マ
ン
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
付
託
（
ア
デ
ィ
ヤ
ー
サ
）〕

　

二
七
八　

自
ら
の
ア
ー
ト
マ
ン
に
の
み
常
に
安
住
（
瞑
想
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て111
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
心
は
滅
し
て
行
く111
。
そ
し
て
、
潜
勢

力
（
ヴ
ァ
ー
サ
ナ
ー
）
も
滅
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
は
自
分
の
付
託111
を
取
り
除
け
。
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二
七
九　

暗
質
（
タ
マ
ス
）
は
、
二
つ
（
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
と
ラ
ジ
ャ
ス
）
に
よ
っ
て
滅
す
る
。
激
質
（
ラ
ジ
ャ
ス
）
は
、
純
質
（
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
）
に

よ
っ
て
滅
す
る111
。
純
質
は
、
浄
化
さ
れ
て111
滅
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
質
の
助
け
を
得
て
、
あ
な
た
は
自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

　

二
八
〇　

効
果
を
発
揮
し
始
め
た
業111
が
身
体
を
保
持
す
る
と
確
実
に
知
っ
て
〔
心
を
〕
不
動
に
し
て
、
し
っ
か
り
と
努
力
し
て
、
あ
な

た
は
自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

　

二
八
一　
「
私
は
個
我
で
は
な
く
、
最
高
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る111
」
と
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
で
な
い
も
の
を
ま
ず
否
定
し
て
、
あ
な
た

は
邁
進
す
る
潜
勢
力
の
結
果
で
あ
る
自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

　

二
八
二　

天
啓
聖
典
に
よ
っ
て
、
推
理
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
直
接
体
験
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
、
す
べ
て
を
本
質
と
す
る
も
の
（
ア

ー
ト
マ
ン
）
で
あ
る
と
知
っ
て111
、
僅
か
で
も
付
託
が
顕
現111
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

　

二
八
三　

沈
黙
の
聖
者
は
、
食
物
を
食
べ
て
も
排
泄
し
て
も
、
少
し
も
行
為
し
て
い
な
い111
。〔
そ
れ
ゆ
え
〕
常
に
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）

に
一
意
専
心
し
て
、
あ
な
た
は
自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

　

二
八
四　
「
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る111
」
な
ど
の
大
文
章111
か
ら
生
じ
る
梵
我
一
如
の
覚
知
に
よ
っ
て
、〔
身
体
で
は
な
く
〕
ブ
ラ
フ
マ
ン
が

ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
こ
と
を
堅
固
に
す
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

　

二
八
五　

こ
の
身
体
に
対
す
る
私
と
い
う
考
え
が
完
全
に
消
え
る
ま
で
、
注
意
深
く
、
そ
し
て
専
心
し
て
、
あ
な
た
は
自
分
の
付
託
を
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取
り
除
け
。

　

二
八
六　

個
我
と
世
界
が
、
は
っ
き
り
と
夢
の
よ
う
な
も
の
だ
と
分
か
る
ま
で
、
そ
の
と
き
ま
で
賢
者
よ
、
絶
え
間
な
く
、
あ
な
た
は

自
分
の
付
託
を
取
り
除
け
。

〔
身
体
〕

　

二
八
七　

睡
眠
、
世
間
話
、
音
〔
楽
〕
な
ど
に
よ
っ
て
〔
ア
ー
ト
マ
ン
を
〕
忘
れ
て
し
ま
う
状
況
を
少
し
も
与
え
る
こ
と
な
く
、
自
分

の
な
か
で
ア
ー
ト
マ
ン
を
沈
思
せ
よ111
。

　

二
八
八　

父
母
の
不
浄
な
も
の
（
精
液
と
血
液
）
か
ら
生
ま
れ111
、
不
浄
な
も
の
（
汚
物
）
と
肉
か
ら
な
る
身
体
を111
、
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ111
の
よ
う

に
遠
く
に
退
け
て
、
あ
な
た
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
な
り
目
的
達
成
者111
と
な
れ111
。

　

二
八
九　

瓶
の
な
か
の
空
間
が
、
宇
宙
空
間
と
区
別
が
な
く
な
り
溶
け
込
む
よ
う
に
、〔
個
人
の
〕
ア
ー
ト
マ
ン
を
最
高
の
ア
ー
ト
マ

ン
に
溶
け
込
ま
せ
よ
。〔
二
つ
は
〕
一
つ
で
あ
る
と
瞑
想
し
て
、
沈
黙
の
聖
者
よ
、
常
に
沈
黙
せ
よ111
。

　

二
九
〇　

あ
な
た
自
身
が
、
自
ら
輝
い
て
お
り
、
現
象
世
界
の
根
元
で
あ
る
実
在
そ
の
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
に
な
り111
、
宇
宙
と
身
体
を

捨
て
よ
。
汚
物
の
入
っ
た
容
器
を
捨
て
る
よ
う
に111
。

　

二
九
一　

身
体
か
ら
生
ま
れ
た
私
と
い
う
考
え
を
、
存
在
・
知
・
歓
喜111
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
に
置
き
換
え
て
、
微
細
身
を
捨
て
て
、
あ
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な
た
は
永
遠
に
唯
一
な
る
も
の
に
な
れ111
。

　

二
九
二　

都
城
が
鏡
に
映
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
の
な
か
で
こ
の
世
界
が
映
っ
て
い
る
。「
私
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン

で
あ
る111
」
と
知
れ
ば
、
あ
な
た
は
目
的
達
成
者111
と
な
る
だ
ろ
う111
。

　

二
九
三　

実
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
本
来
の
姿
で
あ
り
、
知
識
で
あ
り
、
不
二
の
歓
喜
で
あ
り
、
姿
形
を
持
た
ず
、
行
為

し
な
い
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を
獲
得
し
て
、
自
分
は
身
体
で
あ
る
と
い
う
誤
知
を
捨
て
よ
。
役
者
が
衣
装
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
。

　

二
九
四　

私
が
見
て
い
る
こ
の
全
宇
宙
（
現
象
世
界
）
は
虚
妄
に
過
ぎ
ず
、
自
我
は
決
し
て
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
刹
那
滅
で
あ
る

こ
と
が
経
験
さ
れ
て
い
る
か
ら
。
刹
那
滅
で
あ
る
自
我
な
ど
の
「
私
は
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
が
、
ど
う
し
て
成
立
し
よ

う
か111
。

　

二
九
五　

し
か
し
、
私
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
自
我
な
ど
の
目
撃
者
で
あ
る
。
睡
眠
中
で
あ
っ

て
も
、
常
に
存
在
す
る
こ
と
が
経
験
さ
れ
て
い
る
か
ら
。
実
に
天
啓
聖
典
自
身
が
「〔
ア
ー
ト
マ
ン
は
〕
不
生
、
常
住
で
あ
る111
」
と
語
っ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
は111
、
存
在
・
非
存
在111
〔
と
い
う
相
対
性
〕
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

二
九
六　

変
化
す
る
も
の
の
す
べ
て
の
変
化
を
知
る
者
は
、
当
然
〔
そ
れ
自
身
〕
常
住
で
あ
り
変
化
し
な
い
。
空
想
や
夢
想
や
熟
睡
中

に
、
二
つ
（
身
体
と
自
我111
）
が
非
実
在
で
あ
る
と
繰
り
返
し
明
瞭
に
見
ら
れ
る
。
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二
九
七　

そ
れ
ゆ
え
、
統
覚
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
、
肉
塊
を
自
分
で
あ
る
と
見
な
す
誤
見
と
肉
塊
を
自
分
で
あ
る
と
見
な
す
も
の

（
自
我
）
を
自
分
で
あ
る
と
見
な
す
誤
見
を
捨
て
よ
。
自
分
自
身
を
三
時
（
過
去
・
現
在
・
未
来
）
を
超
越
し
て
お
り
、
不
可
分
の
覚
知
で
あ

り
、
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
知
り
、
寂
静
（
解
脱
）
を
得
よ
。

　

二
九
八　

家
族
、
種
族
、
名
称
と
色
形
、
住
期
を
自
分
で
あ
る
と
見
な
す
誤
見111
を
捨
て
よ
。
そ
れ
ら
は
腐
っ
た
死
体
と
な
る
も
の
（
身

体
）
が
拠
り
所
で
あ
る
。
ま
た
、
行
為
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
微
細
身
の
属
性
も
捨
て
よ
。
あ
な
た
は
不
可
分
の
歓
喜
を
本
質
と
す
る
も
の

で
あ
れ
。

〔
自
我
（
ア
ハ
ン
カ
ー
ラ
）〕

　

二
九
九　

輪
廻
の
原
因
で
あ
り
、〔
解
脱
を
〕
妨
害
す
る
他
（
自
我
以
外
）
の
も
の111
の
存
在
も
ま
た
人
間
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
根

元
は
最
初
に
〔
無
知
が
〕
変
化
し
た
自
我
（
ア
ハ
ン
カ
ー
ラ
）
で
あ
る
。

　

三
〇
〇　

自
分
自
身
が
、
苦
を
本
質
と
す
る
自
我
と
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
、
解
脱
の
風
評
は
少
し
も
な
い
。
そ
れ
（
解
脱
）
は
〔
自
我

と
〕
相
反
し
て
い
る
。

　

三
〇
一　

自
我
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
は
、
自
分
の
本
質
を
得
る
。
彼
は
月
の
よ
う
に
無
垢
で
あ
り
、
満
た
さ
れ
て
お
り
、
永
遠

の
歓
喜
で
あ
り
、
自
ら
輝
く111
。

　

三
〇
二　

暗
質
に
よ
っ
て
過
度
に
惑
わ
さ
れ
た
統
覚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
以
前111
、
私
は
こ
れ
こ
れ
の
者
で
あ
っ
た111
」
と
い
う
認
識
が
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完
全
に
消
滅
し
た
者
は
、
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
梵
我
一
如
を
得
る
。

　

三
〇
三　

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
歓
喜
と
い
う
宝
は
、
自
我
と
い
う
強
力
で
恐
ろ
し
い
蛇
に
取
り
巻
か
れ
て
お
り
、
三
徳111
か
ら
な
る
獰
猛
な
頭

に
よ
っ
て
、
自
分
（
自
我
と
い
う
蛇
）
の
な
か
で
守
ら
れ
て
い
る
。
賢
者
は
識
別
と
い
う
名
の
光
り
輝
く
強
力
な
刀
剣
に
よ
っ
て
、
三
つ
の

頭
を
持
つ
蛇
を
完
全
に
刎
ね
て
、
歓
喜
を
も
た
ら
す
こ
の
宝
を
享
受
で
き
る
。

　

三
〇
四　

も
し
、
身
体
の
な
か
に
有
害
な
毒
が
少
し
で
も
残
っ
て
い
れ
ば
、
ど
う
し
て
健
康
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
自
我

が
残
っ
て
い
れ
ば
、
ヨ
ー
ガ
行
者
で
さ
え
解
脱
は
な
い
。

　

三
〇
五　

自
我
を
完
全
に
滅
し
て
、
そ
れ
（
自
我
）
に
作
ら
れ
た
多
く
の
分
別
を
破
壊
し
て
、
内
な
る
真
理
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
識
別
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
「
私
は
こ
れ
で
あ
る111
」
と
い
う
真
理
を
体
得
す
る
。

　

三
〇
六　
「
私
は
行
為
者
で
あ
る
」
と
い
う
〔
よ
う
に
考
え
る
〕
自
我
を
、「
私
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
を
、
あ
な
た
は
直
ち
に
止
め

よ
。
そ
れ
（
自
我
）
は
変
化
を
本
質
と
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
反
射111
を
受
け
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
自
己
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
の
安
住
を
奪
う
。
そ

の
よ
う
な
付
託
（
自
我
を
「
私
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
）
ゆ
え
に
、
あ
な
た
は
生
老
死
と
い
う
苦
に
満
ち
た
こ
の
輪
廻
を
経
験
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
あ
な
た
は
内
に
あ
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
で
あ
り
、
知
が
姿
を
持
っ
た
者
で
あ
り
、
歓
喜
が
体
現
し
た
者
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
。

　

三
〇
七　

永
遠
に
同
じ
本
質
で
あ
り111
、
知
を
本
質
と
し
、
遍
満
し
て
お
り
、
歓
喜
が
姿
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
申
し
分
の
な
い111
栄
光
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で
あ
り
、
決
し
て
変
化
し
な
い
あ
な
た
に
は
、
自
我
に
よ
る
付
託
（
ア
デ
ィ
ヤ
ー
サ
）
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
輪
廻
は
決
し
て
な
い
。

　

三
〇
八　

そ
れ
ゆ
え
、
食
事
中
に
小
骨
が
喉
に
刺
さ
っ
た
人
が
そ
れ
を
取
る
よ
う
に
、
あ
な
た
は
こ
の
自
我
と
い
う
自
ら
の
敵
を
識
別

と
い
う
強
力
な
刀
剣111
で
確
実
に
切
断
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
王
国
の
歓
喜
を
随
意
に
享
受
せ
よ
。

　

三
〇
九　

そ
れ
か
ら
、
自
我
な
ど
の
活
動
か
ら
退
き
、
勝
義
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
欲
望
を
完
全
に
捨
て

去
れ
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
歓
喜
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
沈
黙
せ
よ
。
ア
ー
ト
マ
ン
を
〔
歓
喜
で
〕
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
な
た
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
な
か
で
無
分
別
に
な
れ
。

　

三
一
〇　

強
大
な
自
我
は
、
根
絶
さ
れ
て
も
一
瞬
で
も
心
に
描
け
ば
、
蘇
生
し
て
何
百
も
の
混
乱
を
招
く
。
雨
季
に
風
に
よ
っ
て
雲
が

集
め
ら
れ
る
よ
う
に
。

　

三
一
一　

自
我
と
い
う
敵
を
降
伏
さ
せ
て
、
対
象
を
思
惟
す
る
少
し
の
余
地
も
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
そ
れ
（
自

我
）
が
蘇
生
す
る
原
因
で
あ
る
。
枯
れ
か
け
て
い
た
ジ
ャ
ン
ビ
ー
ラ111
の
木
に
対
す
る
水
の
よ
う
に
。

〔
潜
勢
力
と
輪
廻
〕

　

三
一
二　

自
分
を
身
体
で
あ
る
と
考
え
て
生
き
て
い
る
者
こ
そ
が
、
欲
望
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
な
い
者
が
、
ど
う
し
て
欲
望
を

持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
に
執
着
し
て111
考
え
を
定
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
二
元
論
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
生
の
束
縛
（
輪
廻
）

の
原
因
で
あ
る
。
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三
一
三　

結
果
が
増
え
る
と
、
種
子
（
次
の
原
因
）
が
増
え
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
結
果
が
滅
す
る
と
、
種
子
も
滅
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

人
は
結
果
を
滅
す
べ
き
で
あ
る111
。

　

三
一
四　

潜
勢
力
（
原
因
）
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
も
増
え
る
。
そ
し
て
結
果
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
勢
力
（
次
の
原

因
）
も
増
え
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
輪
廻
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
終
わ
ら
な
い111
。

　

三
一
五　

輪
廻
の
束
縛
を
断
ち
切
る
た
め
に
、
苦
行
者
は
こ
れ
ら
二
つ
（
潜
勢
力
と
そ
の
結
果
）
を
灰111
に
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

思
惟
と
外
界
で
の
行
為111
と
の
二
つ
が
潜
勢
力
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
。

　

三
一
六　

こ
れ
ら
二
つ
に
よ
っ
て
増
大
し
続
け
て
い
る
そ
れ
（
潜
勢
力
）
は
、
人
に
輪
廻
を
作
り
出
す
。
こ
れ
ら
三
つ
（
潜
勢
力
、
思
惟
、

行
為
）
を
滅
す
る
方
法
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
、
ど
の
よ
う
な
時
で
も
、

　

三
一
七　

ど
の
よ
う
な
所
に
あ
る
も
の
で
も
、
ど
の
よ
う
な
所
か
ら
の
も
の
で
も
、
す
べ
て
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
で
あ
る
と
見
な
す
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
実
在
す
る
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
に
な
る
潜
勢
力
が
強
く
な
り
、
そ
の
三
つ
（
潜
勢
力
、
思
惟
、
行
為
）
は
消

滅
す
る111
。

　

三
一
八　

行
為
し
な
く
な
れ
ば
、
思
惟
も
働
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
い
て
、
潜
勢
力
も
な
く
な
る
。
潜
勢
力
の
完
全
な
滅
が

解
脱
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
生
解
脱
と
認
め
ら
れ
る111
。
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三
一
九　

実
在
す
る
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
に
な
る
潜
勢
力
が
顕
現
す
る
と
き
に
、
自
我
な
ど
（
実
在
し
な
い
も
の
）
の
潜
勢
力
は
消
滅
す

る
。
最
も
深
い
暗
闇
で
さ
え
、
曙
の
光
が
現
れ
る
と
、
完
全
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
。

　

三
二
〇　

暗
闇
と
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
多
く
の
無
益
な
も
の
は
、
太
陽
が
昇
る
と
見
ら
れ
な
く
な
る
。
同
様
に
、
不
二
の
歓
喜
の

味
を
体
験
す
る
と
き
、
束
縛
（
輪
廻
）
は
な
く
苦
の
痕
跡
も
見
ら
れ
な
く
な
る
。

　

三
二
一　

外111
と
内111
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
者
は
、
知
覚
さ
れ
た
対
象
を
滅
し
つ
つ
、
歓
喜
の
み
か
ら
な
る
実
在
す
る
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ

ン
）
を
瞑
想
し
つ
つ
、
ま
だ
業
の
束
縛
が
あ
れ
ば
、〔
業
が
滅
す
る
〕
時111
を
待
つ
が
よ
い
。

〔
放
逸
（
プ
ラ
マ
ー
ダ
）〕

　

三
二
二　

ブ
ラ
フ
マ
ン
に
専
心
す
る
と
き
に
は
、
常
に
放
逸111
す
べ
き
で
は
な
い
。「
死
は
放
逸
で
あ
る111
」
と
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
御
息
子

（
サ
ナ
ト
ク
マ
ー
ラ
）
が
言
う111
。

　

三
二
三　

知
者
に
と
っ
て111
、
自
分
自
身
の
本
質
か
ら
放
逸
し
て
い
る
こ
と
以
上
に
無
益
な
こ
と
は
他
に
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
無
知
が
、

そ
こ
か
ら
自
我
が
、
そ
こ
か
ら
束
縛
が
、
そ
こ
か
ら
苦
痛
が
〔
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
る
〕。

　

三
二
四　

賢
者
で
あ
っ
て
も111
、〔
外
界
の
欲
望
の
〕
対
象
に
向
か
う
な
ら
、
忘
却
は
そ
れ
を
見
て
、
統
覚
（
デ
ィ
ー
）
の
過
失
に
よ
っ
て
、

彼
に
〔
自
分
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
現
象
世
界
と
し
て
〕
投
影
さ
せ
る111
。
若
い
女
性
が
恋
人
を
溺

愛
さ
せ
る
よ
う
に
。
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三
二
五　

水
草
を
取
り
去
っ
て
も
、
一
瞬
さ
え
も
留
ま
ら
ず
に
〔
水
草
は
再
び
水
面
を
〕
覆
い
尽
く
す
よ
う
に
、〔
内
か
ら
〕
顔
を
背
け

〔
外
を
見
〕
れ
ば
、
幻
（
マ
ー
ヤ
ー
）
は
智
慧
者
で
さ
え
も
覆
っ
て111
し
ま
う111
。

　

三
二
六　

も
し
心
が
目
的
（
ブ
ラ
フ
マ
ン111
）
か
ら
僅
か
で
も
逸
れ
て
外
に
向
か
う
な
ら
、
そ
の
人
は
下
へ
下
へ
と
落
ち
て
行
く
だ
ろ
う
。

放
逸
ゆ
え
に
落
と
さ
れ
た
遊
戯
球
が
、
階
段
か
ら
一
段
ず
つ
落
ち
て
行
く
よ
う
に
。

　

三
二
七　
〔
外
界
の
欲
望
の
〕
対
象
に
入
っ
て
行
く
心
は
、
そ
れ
ら
の
諸
属
性
（
楽
を
生
む
こ
と
な
ど
）
を111
思
う
。〔
楽
を
〕
強
く
思
う
こ

と
か
ら
欲
望
が
生
じ
る
。
欲
望
か
ら
そ
の
人
は
活
動
し
始
め
る111
。

　

三
二
八　

自
分
の
本
質
か
ら
外
れ
た
人
は
〔
自
分
の
本
質
を
〕
失
っ
て
、
堕
落
す
る
。
堕
落
し
た
人
は
必
ず
破
滅
し
、
復
活
は
決
し
て

見
ら
れ
な
い
。
人
は
〔
外
界
の
欲
望
の
対
象
を
〕
思
い
巡
ら
す
こ
と
を
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
無
益
な
こ
と111
の
原

因
で
あ
る
か
ら
。
病
人
が
健
康
に
害
の
あ
る
も
の
を
口
に
し
な
い
よ
う
に111
。

　

三
二
九　

そ
れ
ゆ
え
、
三
昧
中
の
識
別
者
で
あ
り
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
体
得
者
に
と
っ
て
、
放
逸
を
超
え
る
死
は
な
い
。
精
神
統
一
し
た
者

だ
け
が
、
完
全
な
成
就
を
得
る
。
あ
な
た
は
自
分
の
心
を
〔
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
〕
注
意
深
く
集
中
さ
せ
る
者
と
な
れ
。

〔
相
対
性
〕

　

三
三
〇　

生
き
て
い
る
間
に
独
存
状
態
に
な
っ
た
者
は
、
身
体
が
滅
し
て
も
独
存
者
で
あ
る111
。
天
啓
聖
典
の
『
ヤ
ジ
ュ
ル
〔
ヴ
ェ
ー

ダ
〕』
は
「
少
し
で
も
違
い
を
見
る
者
に
は
恐
怖
が
あ
る111
」
と
言
う
。
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三
三
一　

そ
の
よ
う
な
賢
者111
で
あ
っ
て
も
、
無
限
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
な
か
で
少
し
で
も
違
い
を
見
る
と
き
に
は
い
つ
も111
、
放
逸
の
た
め

に
違
う
よ
う
に
見
え
る
も
の
こ
そ
が
、
彼
の
恐
怖
〔
の
原
因
〕
で
あ
る111
。

　

三
三
二　

何
百
も
の
天
啓
聖
典
、
伝
承
文
学
、
論
理
に
よ
っ
て
〔
実
在
す
る
こ
と
が
〕
否
定
さ
れ
て
い
る
知
覚
対
象
（
現
象
世
界
）
を
自

分
自
身
で
あ
る
と
見
な
す
者
は
、
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
行
う
盗
人
の
よ
う
に
、
次
々
と
苦
を
経
験
す
る111
。

　

三
三
三　

真
実
に
心
が
向
か
う
者
は
、
解
放
さ
れ
ア
ー
ト
マ
ン
の
偉
大
性
と
永
遠
性
を
得
る
。
虚
偽
に
心
が
向
か
う
者
は
、
破
滅
す
る

だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
盗
人
で
な
い
者
と
盗
人
の
場
合
に
見
ら
れ
る111
。

　

三
三
四　

苦
行
者
は
、
束
縛
（
輪
廻
）
の
原
因
で
あ
る
実
在
し
な
い
も
の
（
身
体
な
ど
）
に
心
を
向
け
る
こ
と
を
止
め
て
、「
私
自
身
が
こ

れ
で
あ
る
」
と
ア
ー
ト
マ
ン
に
専
心
し
て
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
ア
ー
ト
マ
ン
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ブ
ラ
フ

マ
ン
を
成
就
す
る
と
、
歓
喜
が
生
じ
て
彼
が
経
験
し
て
き
た
無
明
の
結
果
で
あ
る
苦
が
完
全
に
消
滅
す
る
か
ら
。

〔
感
官
の
対
象
〕

　

三
三
五　

外
界
に
心
を
向
け
る
と
、
結
果
が
増
大
す
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
悪
い
潜
勢
力
が
ま
す
ま
す
増
え
る111
。
識
別
に
よ
っ
て
こ
の
こ

と
を
知
っ
て
、
外
界
〔
に
心
を
向
け
る
こ
と
〕
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
常
に
自
分
の
ア
ー
ト
マ
ン
に
心
を
向
け
て
、
瞑
想
す
べ
き
で
あ

る
。

　

三
三
六　

外
界
が
遮
断
さ
れ
る
と
、
意
識
は
明
瞭
に
な
る
。
意
識
が
明
瞭
に
な
る
と
、
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
を
経
験
で
き
る
。
そ
れ
が
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し
っ
か
り
と
経
験
で
き
た
な
ら
、
現
生
の
束
縛
が
消
滅
す
る
。
外
界
を
遮
断
す
る
こ
と
が
解
脱
へ
の
道
で
あ
る
。

　

三
三
七　

学
識
者
で
あ
り
、
実
在
と
非
実
在
を
識
別
す
る
者
で
あ
り
、
天
啓
聖
典
を
認
識
手
段
と
す
る
者
で
あ
り
、
勝
義
（
最
高
の
真

理
）
を
見
る
者
で
あ
り
、
解
脱
を
求
め
る
者
が
、
ど
う
し
て
子
ど
も
の
よ
う
に
自
ら
の
転
落
（
輪
廻
）
の
原
因
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、
非

実
在
で
あ
る
も
の
（
身
体
な
ど
）
に
執
着
す
る
だ
ろ
う
か
。

　

三
三
八　

身
体
な
ど
に
執
着
す
る
者
に
解
脱
は
な
い
。
解
脱
者
は
、
身
体
な
ど
を
自
分
で
あ
る
と
執
着
し
な
い
。
眠
っ
て
い
る
者
は
目

覚
め
て
お
ら
ず
、
目
覚
め
て
い
る
者
は
夢
を
見
な
い
。
両
者
は
属
性
の
基
体111
が
異
な
る
か
ら
。

　

三
三
九　

彼
は
自
分
を
知
識
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
り
、
内
と
外
に
あ
る
も
の
や
動
か
な
い
も
の
と
動
く
も
の
の
な
か
に
あ
る
も
の

の
基
体
で
あ
る
と
知
っ
て
、
す
べ
て
の
限
定
的
属
性
を
捨
て
、
不
可
分
な
者
と
な
り
、
遍
満
す
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
し
て
安
住
し
て
い
る
。

彼
は
解
脱
者
で
あ
る
。

　

三
四
〇　

万
物
と
ア
ー
ト
マ
ン
〔
の
同
一
視
〕
が
、
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
手
段
で
あ
る
。
万
物
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
こ
と
〔
の
認

識
〕
以
外
の
も
の
（
手
段
）
は
何
も
な
い111
。
知
覚
対
象
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
ア
ー
ト
マ
ン
に
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
こ

の
万
物
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
状
態
を
得
る
。

　

三
四
一　

身
体
を
自
分
で
あ
る
と
見
な
し
て
生
き
て
い
る
者
が
、
ど
う
し
て
知
覚
対
象
に
執
着
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か111
。
彼

の
心
は
外
界
の
対
象
を
経
験
す
る
こ
と
に
執
着
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
。〔
知
覚
対
象
に
執
着
し
な
い
た
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め
に
は
〕
す
べ
て
の
宗
教
的
義
務
、
祭
式
行
為
、〔
欲
望
の
〕
対
象
を
捨
て
、
常
に
ア
ー
ト
マ
ン
に
完
全
に
安
住
し
、
真
理
を
知
る
者
と
な

り
、
心
か
ら
努
力
し
て
永
遠
の
歓
喜
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。〔
続
く
〕

註188 

山
本
和
彦
『
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
・
チ
ュ
ー
ダ
ー
マ
ニ
（
七
三—

二
一
一
）—

不
二
一
元
と
い
う
生
き
方—

』（『
佛
敎
學
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
一
六
号
、
二
〇
二

二
）
の
続
編
。
註
番
号
も
前
編
か
ら
続
く
。

189 

「
五
つ
の
蔵
」。V

C
 127

註
参
照
。

190 

「
自
ら
輝
き
」（svayaṃ

jyotiḥ
）。V

C
 100

註
参
照
。

191 

「
三
つ
の
状
態
」
と
はV

C
 210

の
熟
睡
、
夢
、
覚
醒
の
状
態
。

192 

「
賢
者
に
よ
っ
て
」（vipaścitā
）。Vyākhyā: vipaścitā vivekakuśalena |

「
賢
者
に
よ
っ
て
と
は
、
正
し
い
識
別
知
に
よ
っ
て
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。

193 

「
何
も
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
」（sarvābhāva
）。M

adhavananda 1921

に
よ
れ
ば
、
空
論
者
た
ち
（the Śūnyavādins

）
の
説
。V

C
 514

参
照
。

194 

「
そ
れ
（
変
化
し
た
も
の
）
が
な
い
状
態
」。M

adhavananda 1921

に
よ
れ
ば
、「
熟
睡
状
態
」（during deep sleep

）。

195 

「
い
ま
」（atha

）。Vyākhyā: athedānīm
 |

「
い
ま
（
ア
タ
）
と
は
、
い
ま
（
イ
ダ
ー
ニ
ー
ム
）〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。

196 

「
微
細
な
感
官
に
よ
っ
て
」（buddhyā sūkṣm

ayā

）。V
C

 252

の
「
浄
化
さ
れ
た
感
官
（
ブ
ッ
デ
ィ
）
に
よ
っ
て
」（śuddhabuddhyā

）
と
同
じ
。

197 
K

aṭhU
 3.12: eṣa sarveṣu bhūteṣu gūḍha ātm

ā na prakāśate | dṛśyate tv agryayā buddhyā sūkṣm
ayā sūkṣm

adarśibhiḥ ||

「
す
べ
て
の
も
の
の
な
か
に
、

隠
れ
て
い
る
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
出
現
し
な
い
。
し
か
し
、
微
細
な
心
の
目
を
持
つ
人
々
が
、
微
細
な
感
官
を
専
念
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〔
そ
の
ア
ー

ト
マ
ン
は
〕
見
ら
れ
る
」
参
照
。「
微
細
な
感
官
を
専
念
」
と
は
一
意
専
心
（ekāgra

）
の
こ
と
。V

C
 11

註
参
照
。

198 

水
に
映
っ
た
太
陽
の
影
像
の
例
で
は
、
水
が
動
い
て
水
に
映
っ
た
太
陽
の
影
像
が
動
い
た
と
き
、
愚
者
は
影
像
の
太
陽
を
見
て
、
影
像
の
元
の
も
の
（
本

当
の
太
陽
）
が
動
い
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
当
の
太
陽
は
動
い
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
、
本
当
の
太
陽
は
、
影
像
の
太
陽
と
い
う
属
性
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
同
様
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
統
覚
と
い
う
属
性
に
限
定
さ
れ
て
い
る
愚
者
は
、
統
覚
が
行
為
す
る
と
自
分
が
行
為
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

自
分
自
身
の
本
質
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
り
、
行
為
を
超
越
し
て
お
り
不
動
で
あ
る
。

199 

「
無
関
心
」（taṭasthita

）。Vyākhyā: taṭasthita udāsīnaḥ |

「
無
関
心
（
タ
タ
ス
テ
ィ
タ
）
と
は
、
無
関
心
（
ウ
ダ
ー
シ
ー
ナ
）〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。
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200 

「
賢
者
は
」（vipaścit

）。Vyākhyā: vipaścit sarvajña ity arthaḥ |

「
賢
者
は
と
は
、
全
知
者
は
と
い
う
意
味
で
あ
る
」。

201 
V

C
 224c: nānyo ’sti panthā ... | = ŚU

 3.8: vedāham
 etaṃ

 puruṣaṃ
 m

ahāntam
 ādityavarṇaṃ

 tam
asaḥ parastāt | tam

 eva viditvātim
ṛtyum

 eti nānyaḥ 

panthā vidyate ’yanāya ||

「
私
は
こ
の
プ
ル
シ
ャ
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
偉
大
な
終
末
者
で
あ
り
、
太
陽
の
色
を
し
て
お
り
、
暗
闇
の
彼
方
に
い
る
。
ま
さ

に
彼
を
知
っ
て
、
死
を
超
え
て
行
く
。
そ
こ
へ
行
く
た
め
の
他
の
道
は
な
い
」。「
他
の
道
」
に
つ
い
て
はV

C
 58

参
照
。「
偉
大
な
終
末
者
」
はV

C
 8

で
既

出
。

202 
Vyākhyā: brahm

ābhinnatvavijñānam
 ahaṃ

 brahm
āsm

īty aparokṣānubhavaḥ |

「〔
自
分
自
身
と
〕
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
の
不
異
性
の
識
別
知
と
は
、『
私
は

ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
』
と
い
う
直
接
体
験
で
あ
る
」。

203 
V

C
 226b: vidvān nāvartate punaḥ | = C

hU
 8.15.1: na ca punarāvartate | na ca punarāvartate |

「
彼
は
再
び
戻
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
再
び
戻
る
こ

と
は
な
い
」。

204 

「
内
な
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）」（pratyak-

）。V
C

 218

「
内
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
」（pratyagātm

ā

）
参
照
。

205 

「
捨
て
去
っ
て
い
る
」（pratyasta
）。
こ
こ
で
は
動
詞
語
根√

as

は
２
類
（
存
在
す
る
）
で
は
な
く
４
類
（
投
げ
捨
て
る
）。V

C
 515

参
照
。

206 
C

hU
 6.1.4: yathā som

yaikena m
ṛtipiṇḍena sarvaṃ

 m
ṛnm

ayaṃ
 vijñātaṃ

 syāt | vācāram
bhaṇaṃ

 vikāro nām
adheyaṃ

 m
ṛttikety eva satyam

 ||

「
息

子
よ
、
た
と
え
ば
一
片
の
土
塊
に
よ
っ
て
土
所
成
の
も
の
（
瓶
）
す
べ
て
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
変
化
し
た
も
の
（
瓶
）
は
言
葉
が
企
て
た
名
称
で
あ
る
。

『
土
』
の
み
が
真
実
で
あ
る
」；

V
C

 192

参
照
。

207 
V

C
 233a: brahm

aivedaṃ
 viśvam

 iti = M
uU

 2.2.11: brahm
aivedaṃ

 viśvam
 ||

「
こ
の
宇
宙
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」。

208 

『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
所
属
の
天
啓
聖
典
と
は
『
ム
ン
ダ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
の
こ
と
。
湯
田
二
〇
〇
〇
：
五
〇
九
参
照
。

209 
V

C
 235bc: na cāhaṃ

 teṣv avasthitaḥ | na ca m
at sthāni bhūtānīti || = B

hG
 9.4d-9.5a: na cāhaṃ

 teṣv avasthitaḥ || na ca m
atsthāni bhūtāni |

「
私

は
こ
れ
ら
の
な
か
に
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
私
の
な
か
に
な
い
」。
こ
こ
で
は
全
宇
宙
が
ア
ー
ト
マ
ン
に
遍
充
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。B

hG
 

9.4ab: m
ayā tatam

 idaṃ
 sarvaṃ

 jagad avyaktam
ūrtinā |

「
こ
の
全
宇
宙
は
、
非
顕
現
な
姿
を
持
つ
私
に
よ
っ
て
遍
満
さ
れ
て
い
る
」
参
照
。

210 

「
属
性
」（guṇa

）。M
adhavananda 1921

は
「
空
の
青
さ
」
と
説
明
す
る
。
空
と
い
う
基
体
の
属
性
は
青
さ
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
ど
ち
ら
も
空
で
あ

り
、
青
さ
と
い
う
別
の
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
＝
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
別
に
、
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ

て
い
る
。
世
界
、
宇
宙
は
虚
妄
で
あ
り
、
実
在
す
る
の
は
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
だ
け
で
あ
る
。

211 

「『
こ
れ
』
と
し
て
」（idaṃ

tayā

）。
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
十
分
に
表
現
で
き
る
言
葉
は
な
い
。「
こ
れ
」
と
い
う
指
示
語
で
精
一
杯
で
あ
る
。V

C
 230

註
参
照
。
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212 
TU

 2.7: asad vā idam
 agra āsīt tato vā sad ajāyata | tad ātm

ānaṃ
 svayam

 akuruta tasm
āt tat sukṛtam

 ucyate || iti || yad vai tat sukṛtam
 | raso vai 

saḥ | rasaṃ
 hy evāyaṃ

 labdhvānandī bhavati | ko hy evānyāt kaḥ prāṇyāt | yad eṣa ākāśa ānando na syāt | eṣa hy evānandayāti |

「『
最
初
は
非
有
が

あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
有
が
生
じ
た
。
有
は
自
ら
ア
ー
ト
マ
ン
を
作
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
よ
く
作
ら
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
』
と
〔
い
う
詩
頌
が
あ
る
〕。

そ
の
よ
く
作
ら
れ
た
も
の
と
は
、
精
髄
（rasa

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
こ
の
精
髄
を
得
て
、
人
は
歓
喜
あ
る
者
と
な
る
。
も
し
も
、
虚
空
の
な
か

に
こ
の
歓
喜
が
な
け
れ
ば
、
誰
が
息
を
吸
い
、
息
を
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
（
精
髄
）
が
歓
喜
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
参
照
。
歓
喜

（ānanda

）
と
の
関
係
で
の
「
精
髄
」（rasa

）
は
『
タ
イ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
で
は
、「
よ
く
作
ら
れ
た
も
の
」
つ
ま
り
ア
ー
ト
マ
ン
の
こ
と
。

こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
をO

livelle 1998: 305

は
「
身
体
」（body

）
と
解
釈
し
て
い
る
。
湯
田
二
〇
〇
〇
：
三
五
七
も
同
様
。
佐
保
田
一
九
七
九
：
一
九
七
は

「
自
我
」。「
歓
喜
の
精
髄
」
はV

C
 41

で
既
出
。

213 
M

adhavananda 1921

はdhruvam

（
堅
固
）
をsukham

（
楽
）
と
読
む
が
、V

C
 124

で
「
変
化
し
た
も
の
」（vikāra

）
と
「
楽
」（sukha

）
が
ア
ー
ト

マ
ン
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

214 

「
自
ら
輝
き
」（svayaṃ

jyotiḥ

）。V
C

 100

註
参
照
。

215 

「
こ
の
何
か
と
し
て
」（kiṃ

cid idam
）。
言
語
表
現
で
き
な
い
何
か
と
し
て
。V

C
 238

註
参
照
。

216 
V

C
 243c: śrutyā tayos tat tvam

 asīti ... | = C
hU

 6.8.7= 6.12.3: tat tvam
 asi śvetaketo iti |

「
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
よ
、
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」。

217 
V

C
 127

註
参
照
。

218 
V

C247a: athāta ādeśa iti śrutiḥ ... | = B
Ā

U
 2.3.6: athāta ādeśa neti neti |

「
さ
て
、
そ
れ
（
プ
ル
シ
ャ
）
に
関
し
て
、『
非
ず
、
非
ず
』
と
い
う
教
説

が
あ
る
」。B

Ā
U

 4.5.15: sa eṣa neti nety ātm
ā | agṛhyo na hi gṛhyate |

「
ま
さ
に
そ
れ
は
『
非
ず
、
非
ず
』
と
い
う
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
把
捉

対
象
で
は
な
い
。
把
捉
さ
れ
な
い
か
ら
」
参
照
。

219 
Vyākhyā: nedam

 iti | pratham
edaṃ

 śabdena īśopādhir m
āyā | dvitīyedaṃ

 padena kośapañcakaṃ
 jīvopādhiḥ grāhyaḥ pratyekaṃ

 niṣedhuṃ
 

nañdvayayogaḥ |

「
こ
れ
で
は
な
い
と
。
最
初
の
こ
れ
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
神
を
限
定
す
る
幻
が
考
え
ら
れ
る
。
二
番
目
の
こ
れ
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
、
個
我
を
限
定
す
る
五
つ
の
蔵
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
否
定
が
用
い
ら
れ
て
い
る
」。

220 

「
正
し
い
推
論
式
に
よ
っ
て
」（sādhuyuktyā

）。Vyākhyā: sādhuyuktyā śrutyanusāriṇyā yuktyā |

「
正
し
い
推
論
式
に
よ
っ
て
と
は
、
天
啓
聖
典
に
従

っ
た
推
論
式
に
よ
っ
て
〔
と
い
う
意
味
で
あ
る
〕」。

221 
M

adhavananda 1921

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
間
接
表
示
（lakṣaṇā

）
は
三
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
は
「
排
除
」（jahati

）
で
あ
り
、
第
一



28

義
を
排
除
す
る
。
例
え
ば
「
ガ
ン
ジ
ス
川
の
な
か
の
牛
が
た
く
さ
ん
い
る
村
」（gaṃ

gāyāṃ
 ghoṣaḥ

）
と
い
う
表
現
は
、「
川
の
な
か
」（
第
一
義
）
を
意
味

し
て
い
る
の
で
は
な
く
「
川
沿
い
」
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
川
の
な
か
」
を
排
除
し
て
「
ガ
ン
ジ
ス
川
沿
い
の
牛
が
た
く
さ
ん
い
る
村
」
と
い
う
意

味
に
す
る
。
第
二
は
「
排
除
し
な
い
」（ajahati

）
で
あ
り
、
第
一
義
を
残
し
つ
つ
、
他
の
意
味
を
付
加
し
て
意
味
を
明
確
に
す
る
。
例
え
ば
「
白
い
も
の
が

走
っ
て
い
る
」（śveto dhāvati

）
と
い
う
表
現
は
、
第
一
義
の
「
白
」
を
排
除
せ
ず
に
「
馬
」
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
白
い
馬
が
走
っ
て
い
る
」
と

意
味
を
明
確
に
す
る
。
第
三
は
「
部
分
」（bhāga

）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
含
意
さ
れ
た
矛
盾
す
る
部
分
を
排
除
す
る
。V

C
 250

冒
頭
の
「
デ
ー
ヴ

ァ
ダ
ッ
タ
」
云
々
の
表
現
が
そ
れ
で
あ
る
。

222 

「
彼
が
、
か
の
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
だ
」（sa devadatto ’yam

）
と
い
う
表
現
は
、「
彼
」（ayam

）
の
含
意
で
あ
る
「
い
ま
こ
こ
に
い
る
」
と
「
か
の
」（saḥ

）

の
含
意
で
あ
る
「
以
前
別
の
場
所
に
い
た
」
と
い
う
時
間
と
場
所
の
矛
盾
し
た
部
分
を
排
除
す
る
と
、「
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
い
る
」
と
い
う
矛
盾
の
な
い
意

味
に
な
る
。

223 

「
あ
な
た
」
が
指
す
ア
ー
ト
マ
ン
と
「
そ
れ
」
が
指
す
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
、
特
徴
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
存
在
・
知
・
歓
喜
と
い
う
本
質
は
同
じ
で
あ
る
。

Vyākhyā: tat tvam
 asi vākye kāraṇopādhikāryopādhipratyaktvaparokṣatvaparipūrṇatvasadvitīyatvādirūpān viruddhadharm

ān ubhayatra hitvā |

「『
あ
な
た
は
そ
れ
で
あ
る
』
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
原
因
と
し
て
の
限
定
的
属
性
と
結
果
と
し
て
の
限
定
的
属
性
、
内
に
あ
る
こ
と
と
知
覚
で
き
な
い
こ

と
、
遍
満
し
て
い
る
こ
と
と
二
元
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
両
方
の
矛
盾
し
た
特
徴
を
捨
て
て
」。

224 

「
大
文
章
」（m

ahāvākya

）。
天
啓
聖
典
の
な
か
で
の
偉
大
な
格
言
。
梵
我
一
如
を
表
現
す
る
大
文
章
と
し
て
は
、C

hU
 6.8.7 = 6.12.3: tat tvam

 asi |

「
あ

な
た
は
そ
れ
で
あ
る
」
やB

Ā
U

 1.4.10: ahaṃ
 brahm

āsm
īti |

「
私
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」
な
ど
が
あ
る
。
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
（R

ām
ānuja

一
〇
一
七—

一
一
三
七
）
は
、
こ
の
二
つ
の
文
章
を
「
浄
化
の
文
章
」（śodhakavākya

）
と
呼
ぶ
。
前
田
一
九
八
〇
：
一
九
九
参
照
。

225 
V

C
 252a: asthūlam

 ity ... | = B
Ā

U
 3.8.8: etad vai tad akṣaraṃ

 gārgi brāhm
aṇā abhivadanty asthūlam

 anaṇv ahrasvam
 adīrgham

 ... |

「
ガ
ー
ル

ギ
ー
よ
、
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
は
婆
羅
門
た
ち
が
不
滅
の
も
の
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
粗
大
で
な
く
、
極
小
で
な
く
、
短
く
な
く
、
長
く
な
く
…
」。

226 

「
こ
の
非
実
在
な
も
の
を
」（etad asat

）。Vyākhyā: etad dṛśyam
ānam

 asat sthūlaṃ
 śarīrādi |

「
こ
れ
を
と
は
、
見
え
て
い
る
も
の
を
で
あ
り
、
非
実
在

な
も
の
を
と
は
、
身
体
な
ど
粗
大
な
も
の
を
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。

227 

「
自
ら
成
立
」。V

C
 227

「
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
、
自
ら
（
他
に
依
存
せ
ず
）
成
立
し
て
お
り
」
参
照
。

228 

「
虚
空
」（vyom

an

）。
虚
空
の
特
徴
は
遍
満
、
不
可
分
な
ど
。M

adhavananda 1921
は
「
不
可
触
な
も
の
」（unattached

）
と
説
明
す
る
。

229 
V

C
 162

註
参
照
。
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230 

「
浄
化
さ
れ
た
感
官
（
ブ
ッ
デ
ィ
）
に
よ
っ
て
」。V

C
 216

「
微
細
な
感
官
に
よ
っ
て
」
と
同
じ
。

231 
V

C
 192, 230

参
照
。

232 
こ
の
世
界
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
現
象
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
実
在
す
る
も
の
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
で
あ
り
、
現
象
世
界
は
夢
の
よ
う
な
幻
で
あ
り
、
非
実

在
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
展
開
（
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
）
し
た
も
の
な
の
で
、
戯
論
（
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
）
と
言
わ
れ
る
。V

C
 479

参
照
。

233 
Srirangam

 1910

とSankaranarayanan 1973

とG
rim

es 2004

と
に
は
こ
の
詩
節
は
な
い
。

234 
V

C
 255

か
ら264
ま
で
の
あ
い
だ
で
、
十
回
同
じ
「
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
と
心
の
な
か
で
瞑
想
す
べ
き
で
あ
る
」（brahm

a tat tvam
 asi 

bhāvayātm
ani

）
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
続
く
。
実
際
に
は
「
私
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」（ahaṃ

 brahm
āsm

i

）
と
瞑
想
す
る
の
で
あ
ろ
う
。V

C
 162

註
参
照
。

「
瞑
想
す
べ
き
」（bhāvaya
）
は
ウ
パ
ー
サ
ナ
（upāsana

）
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
（upaniṣad

）
と
同
義
。『
ケ
ー
ナ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
に
似
た
表
現
が

あ
り
、
そ
こ
で
も
五
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。K

enaU
 1.8: tad eva brahm

a tvaṃ
 viddhi nedaṃ

 yad idam
 upāsate ||

「
こ
れ
が
ま
さ
に
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ

る
と
あ
な
た
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
間
が
念
想
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
参
照
。

235 

「
六
種
類
の
波
」。Vyākhyā: ṣaḍbhir iti | kṣuptipāse śokam

ohau jarām
ṛtyūrm

ivat taraṃ
gavat |

「
六
つ
と
。
飢
え
と
渇
き
、
悲
嘆
と
無
知
、
老
死
と
い

う
波
（
ウ
ー
ル
ミ
）
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
波
（
タ
ラ
ン
ガ
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」。

236 
K

enaU
 1.3: na tatra cakṣur gacchati |

「
眼
は
そ
こ
に
行
か
な
い
」；

M
uU

 3.1.8: na cakṣuṣā gṛhyate |

「
眼
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
な
い
」
な
ど
参
照
。

237 

「
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
」（anavadyabhūti

）。ŚU
 6.19: niṣkalaṃ

 niṣkriyaṃ
 śāntaṃ

 niravadyaṃ
 nirañjanam

 | am
ṛtasya paraṃ

 setuṃ
 

dagdhendhanam
 ivānalam

 ||

「
部
分
が
な
く
、
活
動
せ
ず
、
寂
静
で
あ
り
、
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
無
垢
で
あ
り
、
不
死
へ
の
最
高
の
架
け
橋
で
あ

り
、
燃
焼
し
た
薪
の
よ
う
に
輝
く
〔
神
に
私
は
帰
依
す
る
〕」
参
照
。

238 

「
壮
大
な
も
の
」（ṛddhim

at

）。Vyākhyā: ṛddhim
at “eṣa sarveśvara” ityādiśruteḥ “satyakām

aḥ satyasaṃ
kalpa” ityādiśruteś ca |

「
壮
大
な
も
の
に
は
、

『
彼
は
す
べ
て
の
主
で
あ
る
』
云
々
と
い
う
天
啓
聖
典
の
〔
言
葉
〕
が
あ
る
。
さ
ら
に
、『
真
実
の
欲
望
と
真
実
の
意
図
〔
を
持
つ
ア
ー
ト
マ
ン
〕』
云
々
と
い

う
天
啓
聖
典
の
〔
言
葉
〕
が
あ
る
」。
最
初
の
天
啓
聖
典
は
『
マ
ー
ン
ド
ゥ
ー
キ
ャ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』（M

āṇdūkyopaniṣad

）
六
。
次
の
天
啓
聖
典
は

『
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ャ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』（C

hāndogyopaniṣad

）
八
・
一
・
五
。

239 

「
捨
て
ら
れ
な
い
特
徴
」（anapāstalakṣaṇa

）。Sankaranarayanan 1973

は
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
定
義
で
あ
る
存
在
（sat

）・
知
（cit

）・
歓
喜
（ānanda

）
と
解

釈
す
る
。M

adhavananda 1921

はw
hose essence is never non-existent

（
本
質
が
決
し
て
非
存
在
で
な
い
も
の
）
と
英
訳
す
る
。

240 
M

adhavananda 1921

とSankaranarayanan 1973

は
「
原
因
」（kāraṇa

）
を
幻
（m

āyā
）
と
解
釈
す
る
。
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241 
B
Ā

U
 2.5.19: tad etad brahm

āpūrvam
 anaparam

 anantaram
 abāhyam

 |

「
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
、
前
も
後
も
内
も
外
も
な
い
」
参
照
。
こ
こ
で
は
、

「
前
」
は
原
因
、「
後
」
は
結
果
を
意
味
す
る
。V

C
 261

で
は
「
原
因
」
は
幻
、「
結
果
」
は
現
象
世
界
。

242 
B
Ā

U
 4.4.16: tad devā jyotiṣāṃ

 jyotir āyur hopāsate ’m
ṛtam

 |

「
神
々
は
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を
、
光
の
な
か
の
光
と
し
て
、
不
死
の
命
と
し
て
瞑
想

す
る
」
参
照
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
太
陽
神
の
光
を
照
ら
す
。B

Ā
U

B
h ad B

Ā
U

 4.4.16: taj jyotiṣāṃ
 jyotir ādityādijyotiṣām

 apy 

avabhāsakatvāt |

「『
そ
れ
を
光
の
な
か
の
光
と
し
て
』。
ア
ー
デ
ィ
ト
ヤ
（
太
陽
神
）
な
ど
の
光
さ
え
を
も
照
ら
す
か
ら
」。

243 
M

uU
 2.1.2: aprāṇo hy am

anāḥ śubhro hy akṣarāt parataḥ paraḥ ||

「〔
プ
ル
シ
ャ
は
〕
生
気
な
く
、
意
な
く
、
清
浄
で
あ
り
、
実
に
不
滅
の
最
高
の
も

の
を
超
え
て
い
る
」
参
照
。「
最
高
の
も
の
」
と
は
、Sankaranarayanan 1973

に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
創
造
者
で
あ
る
ヒ
ラ
ヌ
ヤ
ガ
ル
バ
（H

iraṇyagarbha

）。

244 

「
存
在
・
知
・
歓
喜
」（satyacitsukha

）。V
C

 154

註
参
照
。

245 

「
既
述
さ
れ
た
こ
れ
」
と
は
、V

C
 255‒264

の
「
あ
な
た
は
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」（brahm

a tat tvam
 asi

）
と
い
う
天
啓
聖
典
。V

C
 243

註
参
照
。

こ
こ
で
は
、
教
証
を
理
証
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

246 

「
洞
窟
」（guhā

）。V
C

 134

註
参
照
。

247 
Vyākhyā: vastuny ātm

ani jñāte ’pi |
「
実
在
す
る
も
の
、
つ
ま
り
ア
ー
ト
マ
ン
が
知
ら
れ
て
も
」。

248 

潜
勢
力
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、vāsanā

の
他
にsaṃ

skāra

（
潜
在
印
象
）、karm

an

（
業
）、āśaya

（
余
力
）、adṛṣṭa

（
不
可
見
力
）、

apūrva

（
新
得
力
）
な
ど
が
あ
る
が
、V

C

で
はvāsanā
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
潜
勢
力
と
は
行
為
の
結
果
、
業
の
余
力
で
あ
り
、
人
の
次
の
行
為
の

原
因
と
な
る
眼
に
見
え
な
い
力
。

249 

「
ア
ー
ト
マ
ン
」
を
『
ア
デ
ィ
ア
ー
ト
マ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』（A

Ā
U

 1

）
は
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
と
読
ん
で
い
る
。

250 
Vyākhyā: svātm

aniṣṭhayā svātm
ani brahm

aṇi nitarāṃ
 sthitirūpanididhyāsanena |

「
自
ら
の
ア
ー
ト
マ
ン
に
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
は
、
自
ら
の

ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
完
全
に
住
し
て
い
る
姿
で
あ
る
瞑
想
に
よ
っ
て
で
あ
る
」。

251 
V

C
 269: ahaṃ

 m
am

eti yo bhāvo dehākṣādāv anātm
ani | adhyāso ’yaṃ

 nirastavyo viduṣā svātm
aniṣṭhayā | = A

Ā
U

 1: ahaṃ
 m

am
eti yo bhāvo 

dehākṣādāv anātm
ani | adhyāso ’yaṃ

 nirastavyo viduṣā brahm
aniṣṭhayā ||

252 
V

C
 138

註
参
照
。

253 
V

C
 270: jñātvā svaṃ

 pratyagātm
ānaṃ

 buddhitadvṛttisākṣiṇam
 | so ’ham

 ity eva sadvṛttyānātm
any ātm

am
atiṃ

 jahi || = A
Ā

U
 2: jñātvā svaṃ

 

pratyagātm
ānaṃ

 buddhitadvṛttisākṣiṇam
 | so ’ham

 ity eva tadvṛttyā svānyatrātm
am

atiṃ
 t yajet ||
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254 
V

C
 269

参
照
。

255 
V

C 271: lokānuvartanaṃ
 tyaktvā tyaktvā dehānuvartanam

 | śāstrānuvartanaṃ
 tyaktvā svādhyāsāpanayaṃ

 kuru | = A
Ā

U
 3: lokānuvartanaṃ

 tyaktvā 

tyaktvā dehānuvartanam
 | śāstrānuvartanaṃ

 tyaktvā svādhyāsāpanayaṃ
 kuru ||

256 

「
そ
れ
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
を
」。Vyākhyā: tajjñāḥ brahm

avidaḥ |

「
そ
れ
を
知
る
者
た
ち
と
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
知
る
者
た
ち
で
あ
る
」。G

rim
es 2004

は

「
そ
れ
」
を
「
真
実
な
る
も
の
」（the Truth

）
と
解
釈
す
る
。

257 

「
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」（sthityā

）。Vyākhyā: sthityā nididhyāsanenety arthaḥ |

「
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
は
、
瞑
想
に
よ
っ
て
と
い
う
意
味

で
あ
る
」。

258 
V

C
 278 ab: svātm

any eva sadā sthityā m
ano naśyati yoginaḥ | = A

Ā
U

 4ab: svātm
any eva sadā sthityā m

ano naśyati yoginaḥ |

259 

「
付
託
」（adhyāsa

）。V
C

 181
註
参
照
。

260 
B

hG
 14.10: rajas tam

aś cābhibhūya sattvaṃ
 bhavati bhārata | rajaḥ sattvaṃ

 tam
aś caiva tam

aḥ sattvaṃ
 rajas tathā ||

「
バ
ー
ラ
タ
（
ア
ル
ジ
ュ
ナ
）

よ
。
純
質
は
、
激
質
と
暗
質
を
圧
倒
し
て
増
大
す
る
。
激
質
は
、
純
質
と
暗
質
を
圧
倒
し
て
増
大
す
る
。
暗
質
は
、
純
質
と
激
質
を
圧
倒
し
て
増
大
す
る
」

参
照
。

261 

「
浄
化
さ
れ
て
」Vyākhyā: śuddhena nirguṇena |
「
浄
化
さ
れ
て
と
は
、
徳
が
な
く
な
っ
て
」。
三
徳
の
う
ち
暗
質
と
激
質
と
が
な
く
な
っ
た
、
つ
ま
り

浄
化
さ
れ
た
純
質
は
純
質
の
み
と
な
っ
て
滅
す
る
。
人
は
三
徳
が
な
く
な
っ
て
、
解
脱
す
る
。V

C
 119

「
純
質
は
清
浄
で
あ
り
、
水
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
二
つ
（
激
質
と
暗
質
）
と
結
合
し
て
輪
廻
す
る
」；

V
C

 176

「
激
質
と
暗
質
（
タ
マ
ス
）
が
な
く
な
っ
て
浄
化
さ
れ
た
心
は
解
脱
の
原
因
と

な
る
」；

B
hG

 14.20: guṇān etān atītya trīn dehī dehasam
udbhavān | janm

am
ṛtyujarāduḥkhair vim

ukto ’m
ṛtam

 aśnute ||

「
身
体
か
ら
生
じ
る
こ
れ
ら

三
徳
を
超
越
し
て
、
個
我
は
生
死
老
苦
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
不
死
に
至
る
」
参
照
。
な
お
、Sankaranarayanan 1973

は
、śuddhena

（
浄
化
に
よ
っ
て
）
を

by the śuddha (nirguṇa) B
rahm

an

（
清
浄
な
（
無
属
性
の
）
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
よ
っ
て
）
と
英
訳
す
る
。

262 

「
効
果
を
発
揮
し
始
め
た
業
」（prārabdha

）。
業
の
消
滅
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
はB

SB
h ad B

S 4.1.13‒15

で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
中
村
一
九
八

九
ａ
：
七
七
八—

七
八
〇
参
照
。
効
果
を
発
揮
し
始
め
た
業
は
、
享
受
つ
ま
り
消
化
さ
れ
て
滅
す
る
。
効
果
を
発
揮
し
始
め
て
い
な
い
過
去
に
集
積
し
た
業

（saṃ
cita

）
と
未
来
の
業
（bhāvikarm

an

）
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
知
識
に
よ
っ
て
滅
す
る
。V

C
 450, 454

参
照
。

263 
V

C
 162

註
参
照
。

264 
V

C
 282ab: śrutyā yuktyā svānubhūtyā jñātvā sārvātm

yam
 ātm

anaḥ | = A
Ā

U
 4cd: yuktyā śrutyā svānubhūtyā jñātvā sārvātm

yam
 ātm

anaḥ ||
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265 

「
顕
現
」（ābhāsa

）。
あ
た
か
も
そ
れ
で
あ
る
如
く
に
現
れ
て
く
る
こ
と
。
縄
は
蛇
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
鏡
に
映
っ
て
い
る
顔
は
、
顔
と
し
て

顕
現
す
る
。
前
田
一
九
八
八
：
二
七
八
参
照
。

266 
「
行
為
し
て
い
な
い
」。
解
脱
者
は
行
為
し
て
も
業
が
生
じ
な
い
。B

hG
 4.20: tyaktvā karm

aphalāsaṅgaṃ
 nityatṛpto nirāśayaḥ | karm

aṇy abhipravṛtto 

’pi naiva kiṃ
cit karoti saḥ ||

「
行
為
の
結
果
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
、
常
に
満
足
し
、〔
他
人
に
〕
依
存
し
な
い
人
は
、
行
為
に
従
事
し
て
い
て
も
、
少
し

も
行
為
し
て
い
な
い
」；

B
hG

 5.7: ... kurvann api na lipyate |

「〔
聖
者
は
〕
行
為
し
て
も
〔
業
に
〕
汚
さ
れ
な
い
」
参
照
。

267 
V

C
 243

註
参
照
。

268 
V

C
 251

註
参
照
。

269 
V

C
 287: nidrāyā lokavārtāyāḥ śabdāder api vism

ṛteḥ | kvacin nāvasaraṃ
 dattvā cintayātm

ānam
 ātm

ani || = A
Ā

U
 5: nidrāyā lokavārtāyāḥ śabdāder 

ātm
avism

ṛteḥ | kvacin nāvasaraṃ
 dattvā cintayātm

ānam
 ātm

ani ||

270 

「
不
浄
な
も
の
（
精
液
と
血
）
か
ら
生
ま
れ
」。Vyākhyā: m

alodbhūtaṃ
 śuklaśoṇitajanyam

 |

「
不
浄
な
も
の
か
ら
生
ま
れ
と
は
、
精
液
と
血
液
か
ら
生

ま
れ
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。

271 

「
不
浄
な
も
の
（
汚
物
）
と
肉
か
ら
な
る
身
体
」。V

C
 156

「
こ
の
身
体
は
皮
膚
、
肉
、
血
、
骨
、
汚
物
の
堆
積
で
あ
り
」
参
照
。

272 

「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
」。
イ
ン
ド
の
四
カ
ー
ス
ト
か
ら
除
外
さ
れ
た
最
下
層
民
。

273 

「
目
的
達
成
者
」（kṛtin

）。V
C

 209

註
参
照
。

274 
V

C
 288: m

ātāpitror m
alodbhūtaṃ

 m
alam

āṃ
sam

ayaṃ
 vapuḥ | tyaktvā caṇḍālavad dūraṃ

 brahm
ībhūya kṛtī bhava || = A

Ā
U

 6: m
ātāpitror 

m
alodbhūtaṃ

 m
alam

āṃ
 sam

ayaṃ
 vapuḥ | tyaktvā caṇḍālavad dūraṃ

 brahm
ībhūya kṛtī bhava ||

275 
V

C
 289: ghaṭākāśaṃ

 m
ahākāśa ivātm

ānaṃ
 parātm

ani | vilāpyākhaṇḍabhāvena tūṣṇīṃ
 bhava sadā m

une || = A
Ā

U
 7: ghaṭākāśaṃ

 m
ahākāśa 

ivātm
ānaṃ

 parātm
ani | vilāpyākhaṇḍabhāvena tūṣṇīṃ

 bhava s adā m
une ||

276 

「
実
在
そ
の
も
の
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
に
」（sadātm

anā

）。sadā-ātm
anā

と
読
め
ば
「
永
遠
の
ア
ー
ト
マ
ン
に
」
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、sad-ātm

anā

と

読
め
ば
「
実
在
そ
の
も
の
に
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。V

C
 377, 405, 416, 524, 547, 558

参
照
。
な
お
、V

C
 134: sattvātm

ani

（
純
質
を
本
質
す
る
も
の

の
な
か
で
）；

V
C

 291: cidātm
ani

（
知
そ
の
も
の
に
）；

V
C

 417: ānandātm
ani

（
歓
喜
そ
の
も
の
の
な
か
に
）
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

277 
V

C
 290: svaprakāśam

 adhiṣṭhānaṃ
 svayaṃ

bhūya sadātm
anā | brahm

āṇḍam
 api piṇḍāṇḍaṃ

 tyajyatāṃ
 m

alabhāṇḍavat || = A
Ā

U
 8: svaprakāśam

 

adhiṣṭhānaṃ
 svayaṃ

bhūya sadātm
anā | brahm

āṇḍam
 api piṇḍāṇḍaṃ

 tyajyatāṃ
 m

alabhāṇḍavat ||
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278 

「
存
在
・
知
・
歓
喜
」。V

C
 154

註
参
照
。

279 
V

C
 291: cidātm

ani sadānande dehārūḍhām
 ahaṃ

 dhiyam
 | niveśya liṅgam

 utsṛjya kevalo bhava sarvadā || = A
Ā

U
 9: cidātm

ani sadānande 

deharūḍhām
 ahaṃ

 dhiyam
 | niveśya liṅgam

 utsṛjya kevalo bhava sarvadā ||

280 
V

C
 162

註
参
照
。

281 

「
目
的
達
成
者
」（kṛtin

）。V
C

 209, 288

参
照
。

282 
V

C
 292: yatraiṣa jagadābhāso darpaṇāntaḥ puraṃ

 yathā | tad brahm
āham

 iti jñātvā kṛtakṛtyo bhaviṣyasi || = A
Ā

U
 10: yatraiṣa jagadābhāso 

darpaṇāntaḥ puraṃ
 yathā | tad brahm

āham
 iti jñātvā kṛtakṛtyo bhavānagha ||

283 

ア
ー
ト
マ
ン
は
永
遠
で
あ
る
が
、
自
我
は
刹
那
滅
。
刹
那
滅
で
あ
る
も
の
は
実
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
我
の
認
識
は
成
立
し
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン

の
永
遠
性
に
つ
い
て
は
、V

C
 295

で
「
不
生
、
常
住
」
と
言
わ
れ
る
。

284 
V

C
 295c: ajo nitya iti ... | = V

C
 460c: ajo nityaḥ ... | = K

aṭhU
 2.18: na jāyate m

riyate vā vipaścin nāyaṃ
 kutaścin na babhūva kaścit | ajo nityaḥ 

śāśvato ’yaṃ
 purāṇo na hanyate hanyam

āne śarīre ||

「
知
者
（
＝
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
生
ま
れ
ず
、
死
な
な
い
。
彼
は
何
か
か
ら
な
る
の
で
な
く
、
何
者
か

に
な
る
の
で
も
な
い
。
彼
は
不
生
、
常
住
、
永
遠
、
太
古
の
者
で
あ
る
。
身
体
が
殺
さ
れ
て
も
、〔
ア
ー
ト
マ
ン
は
〕
殺
さ
れ
な
い
」＝B

hG
 2.20: na jāyate 

m
riyate vā kadācin nāyaṃ

 bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ | ajo nityaḥ śāśvato ’yaṃ
 purāṇo na hanyate hanyam

āne śarīre ||

「〔
主
体
（dehin

）＝
ア
ー

ト
マ
ン
は
〕
決
し
て
生
ま
れ
ず
、
死
な
な
い
。
彼
は
過
去
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
な
く
、
未
来
に
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
も
な
い
。
彼
は
不
生
、

常
住
、
永
遠
、
太
古
の
者
で
あ
る
。
身
体
が
殺
さ
れ
て
も
、〔
ア
ー
ト
マ
ン
は
〕
殺
さ
れ
な
い
」。
こ
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
上
村
一
九
九
二
：
一
四

七
参
照
。

285 
M

adhavananda 1921

は
「
内
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
」（partyagātm

an
）
をthe Param

ātm
an

（
最
高
の
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
訳
し
て
い
る
。
内
な
る
ア
ー
ト
マ

ン
は
実
在
で
あ
り
、
絶
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
非
存
在
と
相
対
的
な
存
在
を
超
え
て
い
る
。

286 
M

adhavananda 1921

は
「
存
在
・
非
存
在
」（sadasat

）
をthe gross and subtle bodies

（
粗
大
身
と
微
細
身
）
と
訳
し
て
い
る
。Vyākhyā

は

vyaktāvyakta

（
顕
現
と
非
顕
現
）
と
註
釈
し
て
い
る
。

287 

「
二
つ
（
身
体
と
自
我
）」。Vyākhyā: tayoḥ piṇḍatadabhim

āninoḥ |

「
二
つ
と
は
、
身
体
と
そ
れ
を
自
分
で
あ
る
と
見
な
す
誤
見
を
持
つ
も
の
」。
自
我

は
身
体
を
自
分
で
あ
る
と
固
執
す
る
。

288 

「
私
は
こ
れ
こ
れ
の
者
で
あ
る
」
と
い
う
誤
見
。V

C
 302

註
参
照
。
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289 

「
他
（
自
我
以
外
）
の
も
の
」。Vyākhyā: anye ’haṃ

kārād anye |

「
他
の
も
の
と
は
、
自
我
以
外
の
も
の
で
あ
る
」。M

adhavananda 1921

は
「
例
え
ば

欲
望
な
ど
」（such as desires etc.

）
と
説
明
し
て
い
る
。

290 
V

C
 301: ahaṃ

kāragrahān m
uktaḥ svarūpam

 upapadyate | candravad vim
alaḥ pūrṇaḥ sadānandaḥ svayaṃ

prabhaḥ || = A
Ā

U
 11: ahaṃ

kāragrahān 

m
uktaḥ svarūpam

 upapadyate | candravad vim
alaḥ pūrṇaḥ sadānandaḥ svayaṃ

prabhaḥ ||

291 

「
以
前
」（purā

）。M
adhavananda 1921

はpura

（
身
体
）
と
読
む
。

292 
U

S 2.1.10: brāhm
aṇaputro ’do ’nvayo brahm

acāry āsaṃ
 gṛhastho vedānīm

 asm
i param

ahaṃ
saparivrāṭ |

「
私
は
こ
れ
こ
れ
の
家
系
の
婆
羅
門
の
息
子

で
す
。
以
前
、
私
は
梵
行
者
も
し
く
は
家
住
者
で
し
た
が
、
い
ま
は
パ
ラ
マ
ハ
ン
サ
遊
行
者
で
す
」；

前
田
一
九
八
八
：
五—

六
参
照
。

293 

「
三
徳
」。
純
質
（sattva
）、
激
質
（rajas

）、
暗
質
（tam

as

）
の
三
つ
の
徳
（guṇa

）。V
C

 106

註
参
照
。

294 
V

C
 138

註
参
照
。

295 

「
ア
ー
ト
マ
ン
の
反
射
」。V

C
 105, 119, 130

参
照
。

296 

「
本
質
」（rūpa

）。
こ
こ
で
のrūpa
は
永
遠
に
変
化
し
な
い
も
の
な
の
で
、
外
観
を
意
味
す
る
色
や
形
で
は
な
く
、
存
在
・
知
・
歓
喜
（saccidānanda

）

と
い
う
本
質
（svarūpa

）
の
こ
と
。

297 

「
申
し
分
の
な
い
」（anavadya

）。V
C

 35
註
（ŚU

 6.19

）：「
欠
点
な
く
」（niravadya

）
参
照
。

298 

「
刀
剣
」。V

C
 82, 149, 303

参
照
。

299 

「
ジ
ャ
ン
ビ
ー
ラ
」（jam

bīra

）。
枯
れ
か
け
て
い
て
も
、
水
を
与
え
る
と
蘇
生
す
る
。The Practical Sanskrit-English D

ictionary （by Prin. Vam
an 

Shivaram
 A

pte

）
に
よ
れ
ば
、
シ
ト
ロ
ン
の
木
（The citron tree
）。
シ
ト
ロ
ン
は
イ
ン
ド
原
産
の
ミ
カ
ン
科
の
常
緑
低
木
。

300 

「
執
着
」（paratva

）。Vyākhyā: arthasaṃ
dhānaparatvam

 eva viṣayānucintanasaktatvam
 eva |

「
対
象
に
執
着
し
て
考
え
を
定
め
る
こ
と
こ
そ
が
と
は
、

対
象
に
執
着
し
て
思
惟
す
る
こ
と
こ
そ
が
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。
こ
こ
で
のparatva

はsaktatva

（
執
着
す
る
こ
と
）
と
同
義
。

301 

潜
勢
力
に
よ
る
業
の
因
果
関
係
が
言
わ
れ
て
い
る
。V

C
 313

で
の
「
結
果
」
と
は
前
の
行
為
の
結
果
で
あ
り
、
次
の
行
為
の
原
因
と
な
る
。
そ
の
原
因
と

は
次
の
行
為
を
引
き
起
こ
す
「
種
子
」
で
あ
る
。「
結
果
」
と
は
前
の
行
為
か
ら
見
て
そ
う
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
種
子
」
と
は
次
の
行
為
か
ら
見
て

そ
う
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。

302 

潜
勢
力
は
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
と
し
て
の
力
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
次
の
行
為
の
原
因
と
な
り
、
そ
の
原
因
は
潜
勢
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、

次
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
、
終
わ
る
こ
と
が
な
い
。
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303 

業
は
知
識
の
火
に
よ
っ
て
「
灰
」
に
な
る
。V

C
 49

註
参
照
。

304 
V

C
 312

を
受
け
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、「
思
惟
」
と
は
自
分
を
身
体
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、「
行
為
」
と
は
欲
望
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
。
一
般
的
に
考

え
れ
ば
、
思
惟
は
身
口
意
の
三
業
の
う
ち
の
意
業
で
あ
り
、
行
為
は
身
業
で
あ
る
。

305 
V

C
 317: sarvatra sarvataḥ sarvabrahm

am
ātrāvalokanaiḥ | sadbhāvavāsanād ārḍhyāt tattrayaṃ

 layam
 aśnute || = A

Ā
U

 13: sarvatra sarvataḥ 
sarvabrahm

am
ātrāvalokanam

 | sadbhāvabhāvanād ārḍhyād vāsanālayam
 aśnute ||

306 
V

C 318: kriyānāśe bhavec cintānāśo ’sm
ād vāsanākṣayaḥ | vāsanāprakṣayo m

okṣaḥ sā jīvanm
uktir iṣyate || = A

Ā
U

 12: kriyānāśād bhavec cintānāśo 
’sm

ād vāsanākṣayaḥ | vāsanāprakṣayo m
okṣaḥ sā jīvanm

uktir iṣyate ||

307 

「
外
」（bahiḥ

）。Vyākhyā: iyaṃ
 bhūr na san nāpi toyaṃ

 na tejo na vāyur na khaṃ
 nāpi tatkāryajātam

 |

「
こ
の
世
界
は
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

水
も
火
も
風
も
空
も
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
も
ま
た
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
」。

308 

「
内
」（antara

）。Vyākhyā: na deho na cākṣāṇi na prāṇavāyur m
ano nāpi budhir na cittaṃ

 hy ahaṃ
dhīḥ | yad eṣāṃ

 adhiṣṭhānabhūtaṃ
 viśuddhaṃ

 

sad ekaṃ
 paraṃ

 yat tad evāham
 asm

i |
「
私
は
身
体
で
は
な
い
。
感
官
で
も
生
気
で
も
意
で
も
統
覚
で
も
心
で
も
自
我
で
も
な
い
。
私
は
そ
れ
ら
す
べ
て

の
根
元
で
あ
り
、
清
浄
な
る
唯
一
の
最
高
の
実
在
で
あ
る
」。

309 

「〔
業
が
滅
す
る
〕
時
」。
業
が
効
果
を
発
揮
し
尽
く
し
て
滅
す
る
ま
で
の
時
間
。V

C
 446

註
参
照
。

310 

「
放
逸
」（pram

āda

）。V
C

 199

註
参
照
。

311 
V

C
 322c: pram

ādo m
ṛtyur ity | = M

B
h 5.42.4: ubhe satye kṣatriyādyapravṛtte m

oho m
ṛtyuḥ saṃ

m
ato yaḥ kavīnām

 | pram
ādaṃ

 vai m
ṛtyum

 

ahaṃ
 bravīm

i sadāpram
ādam

 am
ṛtatvaṃ

 bravīm
i ||

「
両
方
（
死
は
存
在
す
る
と
死
は
存
在
し
な
い
と
い
う
二
つ
の
考
え
）
が
真
実
で
あ
る
こ
と
は
、
最
初

か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
人
た
ち
は
死
は
無
知
で
あ
る
と
考
え
る
。
私
は
死
は
放
逸
で
あ
る
と
言
う
。
私
は
不
死
は
不
放
逸
で
あ
る
と
言
う
」。『
マ
ハ
ー

バ
ー
ラ
タ
』
の
こ
の
箇
所
で
は
、
死
と
は
何
か
と
い
う
議
論
な
の
で
、
死
を
主
語
と
し
て
訳
し
た
。

312 
V

C
 322: pram

ādo brahm
aniṣṭhāyāṃ

 na kartavyaḥ kadācana | pram
ādo m

ṛtyur ity āha bhagavān brahm
aṇaḥ sutaḥ || = A

Ā
U

 14: pram
ādo 

brahm
aniṣṭhāyāṃ

 na kartavyaḥ kadācana | pram
ādo m

ṛtyur ity āhur vidyāyāṃ
 brahm

avādinaḥ ||

313 

「
知
者
」（jñānin

）。
文
脈
か
ら
す
る
と
、
自
分
自
身
の
本
質
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
身
体
や
自
我
な
ど
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
と
を
識
別
で
き
る
識
別

者
（vivekin

）
と
同
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

314 

「
賢
者
」（vidvān

）。Vyākhyā: vidvāṃ
sam

 api vivekinam
 api |

「
賢
者
で
あ
っ
て
も
と
は
、
識
別
者
で
あ
っ
て
も
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。
知
者
、
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賢
者
、
識
別
者
は
同
義
。

315 
Vyākhyā: vikṣepayati naṣṭātm

abodhaṃ
 karoti |

「
投
影
さ
せ
る
と
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
覚
知
を
な
く
さ
せ
る
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。
投
影
力
に
つ

い
て
は
、V

C
 344

註
参
照
。

316 

「
覆
っ
て
」。
無
明
で
あ
る
マ
ー
ヤ
ー
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
輝
き
を
覆
う
。
遮
蔽
力
に
つ
い
て
は
、V

C
 344

註
参
照
。

317 
V

C
 325: yathā pakṛṣṭaṃ

 śaivālaṃ
 kṣaṇam

ātraṃ
 na tiṣṭhati | āvṛṇoti tathā m

āyā prājñaṃ
 vāpi parāṅm

ukham
 || = A

Ā
U

 15: yathā pakṛṣṭaṃ
 śaivālaṃ

 

na tiṣṭhati | āvṛnoti tathā m
āyā prājñaṃ

 vāpi parāṅm
ukham

 ||

318 

「
目
的
」（lakṣya
）。Vyākhyā: lakṣyaṃ

 brahm
a |

「
目
的
と
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」。V

C
 23, 379

註
、381

註
参
照
。

319 

「
そ
れ
ら
の
諸
属
性
（
楽
を
生
む
こ
と
な
ど
）
を
」（tadguṇān

）。Vyākhyā: tadguṇāṃ
s teṣu bhogahetutayānandajanakatvādiguṇān |

「
そ
れ
ら
の
諸
属

性
を
と
は
、
そ
れ
ら
（
対
象
）
の
な
か
で
、
享
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
楽
を
生
む
こ
と
な
ど
の
諸
属
性
を
〔
と
い
う
意
味
〕
で
あ
る
」。

320 
B

hG
 2.62: dhyāyato viṣayān puṃ

saḥ saṅgas teṣūpajāyate | saṅgāt saṃ
jāyate kām

aḥ kām
āt krodho ’bhijāyate ||

「〔
欲
望
の
〕
対
象
を
思
う
こ
と
か

ら
、
人
に
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
執
着
が
生
じ
る
。
執
着
か
ら
欲
望
が
生
じ
る
。
欲
望
か
ら
怒
り
が
生
じ
る
」
参
照
。

321 

「
無
益
な
こ
と
」（anartha

）。V
C

 320
「
無
益
な
も
の
」（anartha

）；
V

C
 323

「
無
益
な
こ
と
」（anartha

）
参
照
。

322 

「
病
人
が
…
よ
う
に
」。
こ
の
文
章
はSrirangam

 1910

とM
adhavanada 1921

に
は
な
い
。

323 
V

C
 330ab: jīvato yasya kaivalyaṃ

 videhe sa ca kevalaḥ | = A
Ā

U
 16ab: jīvato yasya kaivalyaṃ

 videho ’pi sa kevalaḥ |

324 

『
ヤ
ジ
ュ
ル
〔
ヴ
ェ
ー
ダ
〕』
と
は
、
そ
の
補
遺
で
あ
る
『
タ
イ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
の
こ
と
。
湯
田
二
〇
〇
〇
：
三
四
一
参
照
。TU

 2.7: 
yadā hy evaiṣa etasm

inn udaram
 antaraṃ

 kurute ’tha tasya bhayaṃ
 bhavati |

「
実
に
人
が
少
し
で
も
そ
れ
（
虚
空
）
の
な
か
に
別
の
も
の
（
空
間
）
を

作
る
（
空
間
は
虚
空
と
違
う
と
考
え
る
）
と
き
、
彼
に
は
恐
怖
が
生
じ
る
」
参
照
。
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
現
象
世
界
に
違
い
が
な
い
例
と
し
て
、
虚
空
と
空
間
に

違
い
は
な
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。V

C
 289

参
照
。

325 

「
そ
の
よ
う
な
賢
者
」（vipaścid eṣaḥ

）。Vyākhyā: eṣo vipaścid vivekī brahm
avit |

「
そ
の
よ
う
な
賢
者
と
は
、
識
別
者
で
あ
り
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
知

る
者
で
あ
る
」。

326 

ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
現
象
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、V

C
 253

註
参
照
。

327 

「
恐
怖
〔
の
原
因
〕」（bhaya

）。B
Ā

U
 1.4.2: dvitīyād vai bhayaṃ

 bhavati |

「
ま
さ
に
第
二
の
も
の
か
ら
恐
怖
が
生
じ
る
」。

328 

熱
し
た
斧
で
手
を
焼
か
れ
て
、
殺
さ
れ
る
こ
と
。V

C
 333

註
（C

hU
 6.16.1‒3

）
参
照
。
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329 
ChU

 6.16.1‒3: puruṣaṃ
 som

yota hastagṛhītam
 ānayanti | apahārṣīt steyam

 akārṣīt paraśum
 asm

ai tapateti | sa yadi tasya kartā bhavati tata evānṛtam
 

ātm
ānaṃ

 kurute | so ’nṛtābhisaṃ
dho ’nṛtenātm

ānam
 antardhāya paraśuṃ

 taptaṃ
 pratigṛhṇāti | sa dahyate | atha hanyate || atha yadi tasyākartā 

bhavati | tata eva satyam
 ātm

ānaṃ
 kurute | sa satyābhisaṃ

dhaḥ satyenātm
ānam

 antardhāya paraśuṃ
 taptaṃ

 pratig ṛhṇāti | sa na dahyate | atha 

m
ucyate || sa yathā tatra nādāhyeta | etad ātm

yam
 idaṃ

 sarvam
 | tat satyam

 | sa ātm
ā | tat tvam

 asi śvetaketo iti | tad dhāsya vijajñāv iti vijajñāv iti ||

「「
息
子
よ
、
両
手
を
縛
ら
れ
て
い
る
人
間
を
人
々
が
連
れ
て
来
て
『
彼
は
奪
っ
た
、
彼
は
盗
み
を
働
い
た
、
彼
の
た
め
に
斧
を
焼
け
』
と
言
う
。
も
し
彼
が

そ
れ
（
盗
み
）
を
行
っ
た
者
で
あ
れ
ば
、
彼
は
自
分
自
身
を
虚
偽
に
す
る
。
彼
は
〔
自
分
は
盗
ん
で
い
な
い
と
〕
偽
り
を
述
べ
、
偽
り
に
よ
っ
て
自
分
自
身

を
覆
い
、
熱
せ
ら
れ
た
斧
を
摑
む
。
彼
は
焼
か
れ
、
そ
し
て
殺
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
彼
が
そ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
自
分
自
身
を
真
実
に

す
る
。
彼
は
〔
自
分
は
盗
ん
で
い
な
い
と
〕
真
実
を
述
べ
、
真
実
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
覆
い
、
熱
せ
ら
れ
た
斧
を
摑
む
。
彼
は
焼
か
れ
ず
、
そ
し
て
解
放

さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
彼
を
焼
か
せ
な
か
っ
た
の
は
、
万
物
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
お
前
が

そ
れ
で
あ
る
、
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
よ
」
と
〔
父
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
カ
・
ア
ー
ル
ニ
は
、
息
子
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
に
言
っ
た
〕。
そ
れ
を
確
か
に
父
か

ら
彼
は
学
ん
だ
。
彼
は
学
ん
だ
」。

330 

「
結
果
」
と
「
潜
勢
力
」
に
つ
い
て
は
、V
C

 314

で
既
出
。
潜
勢
力
が
増
え
る
と
結
果
も
増
え
る
。
結
果
が
増
え
る
と
次
の
結
果
の
潜
勢
力
も
増
え
る
。

331 

「
属
性
の
基
体
」
は
、
身
体
に
執
着
す
る
輪
廻
者
に
と
っ
て
は
身
体
で
あ
り
、
解
脱
者
に
と
っ
て
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
。
身
体
と
い
う
基
体
に
は
輪
廻
と

い
う
属
性
が
あ
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
基
体
に
は
解
脱
と
い
う
属
性
が
あ
る
。
輪
廻
者
は
自
分
を
身
体
を
考
え
、
解
脱
者
は
自
分
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
見
な

す
。

332 
B
Ā

U
 4.4.23: sarvam

 ātm
ānaṃ

 paśyati |

「
彼
は
す
べ
て
を
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
見
る
」。K

aivU
 10: sarvabhūtastham

 ātm
ānaṃ

 sarvabhūtāni 

cātm
ani | saṃ

paśyan brahm
a param

aṃ
 yāti nānyena hetunā ||

「
人
は
万
物
の
な
か
に
ア
ー
ト
マ
ン
を
見
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
な
か
に
万
物
を
見
て
、
最

高
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
至
る
。
他
に
手
段
は
な
い
」
参
照
。
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V

C
 335

で
外
界
に
心
を
向
け
ず
、
内
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
を
瞑
想
す
べ
し
と
説
か
れ
て
い
る
。




