
「
空
」
（
目
昌
色
薗
）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
梵
英
辞
典
に
よ
る
と
、
「
空
洞
、
か
ら
つ
ぼ
、
ふ
く
ら
ん
だ
状
態
、
空
虚
、
う
つ
る
」
谷
呂
○
言
目
①
の
の
》

の
葛
○
房
ロ
の
冨
吋
》
の
目
も
ｑ
ｐ
の
の
の
〕
ご
○
己
邑
の
の
の
）
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
佛
教
的
に
い
え
ば
、
人
生
諸
般
の
存
在

が
、
「
う
つ
る
」
で
あ
り
、
「
空
し
い
」
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
「
さ
だ
め
が
た
い
」
（
無
常
）
、
「
ま
ま
な
ら
ぬ
」
（
無
我
）
と

い
う
こ
と
ば
と
共
通
し
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
始
佛
教
や
小
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
佛
教
で
は
、
主
と
し
て
「
無
常
」
「
無
我
」

と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
、
ほ
と
ん
ど
、
空
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
な
い
。
「
空
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
大
乗
佛
教
に
い
た
っ
て
そ
の
教
義

の
中
心
を
な
す
こ
と
ば
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
龍
樹
に
よ
る
と
、
「
空
」
は
「
縁
起
」
「
無
自
性
」
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
一
切

の
存
在
は
、
絶
対
的
な
存
在
で
な
く
、
相
対
的
な
条
件
づ
け
ら
れ
た
縁
起
的
存
在
で
あ
り
、
固
定
的
な
独
立
自
存
の
自
性
（
ｍ
ご
号
冨
く
四
）

を
も
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
、
空
し
い
無
自
性
の
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
龍
樹
の
空
の
思
想
は
、
日
常
の
常
識
と
は
全
く
逆
で
あ
る
。
常
識
的
に
い
え
ば
、
一
切
の
存
在
は
↑
そ
れ

実
相
の
世
界

ｌ
龍
樹
に
お
け
る
空
の
論
理
の
考
察
Ｉ

安
井
広
済
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ぞ
れ
そ
の
も
の
自
身
の
「
自
性
」
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
切
の
存
在
は
、
自
性
の
な
い
、
う
つ
る
な
、
空
し
い
、
存
在
性
の
な

い
存
在
で
は
な
い
。
花
は
花
と
し
て
有
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
水
は
水
と
し
て
有
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
花
と
水
と
は
そ
れ

ぞ
れ
そ
れ
自
身
の
固
有
の
「
自
性
」
を
も
っ
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
自
性
」
は
、
存
在
の
背
後
に
あ
る
「
存
在
そ
の
も
の
」
、

あ
る
い
は
、
「
実
体
」
と
い
う
尋
へ
き
も
の
で
、
経
験
的
な
可
視
的
な
存
在
で
は
な
い
が
、
存
在
に
自
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
存
在
に
た

い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
理
解
も
成
立
し
な
い
。
花
が
花
と
し
て
の
自
性
を
も
つ
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
花
を
花
と
し
て

考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
龍
樹
に
よ
る
と
、
一
切
の
存
在
は
空
し
い
無
自
性
の
存
在
と

さ
れ
る
。
龍
樹
の
著
作
を
見
る
と
、
彼
れ
は
全
力
を
あ
げ
て
存
在
の
自
性
に
た
い
す
る
論
破
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
何
故
で
あ

ろ
う
か
。
自
性
を
批
判
す
る
龍
樹
の
空
の
論
理
に
し
た
が
う
と
、
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
花
の
存
在
の
場
合
で
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
常
識
的
に
「
桜
の
花
が
咲
い
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
桜
の
花

と
い
う
自
性
を
も
っ
た
存
在
が
あ
っ
て
、
こ
の
存
在
が
咲
い
た
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
思
惟
は
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
思
惟
は
、
咲
く
以
前
に
桜
の
花
と
い
う
自
性
を
も
っ
た
存
在
が
あ
り
、
こ
の
存
在
が
咲
く
必
要
も
な
い
の
に
咲
い
た
と
い
う
、

不
必
要
な
無
意
義
な
繰
り
返
し
を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
存
在
は
、
実
は
、
咲
き
生
ず
る
以
前
の
、
咲
き
生
ず
る
事
実

と
は
無
関
係
な
、
不
合
理
な
存
在
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
「
桜
の
花
が
散
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
桜
の

花
と
い
う
自
性
を
も
っ
た
存
在
の
観
念
を
も
ち
、
こ
の
存
在
が
散
っ
た
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
思
惟
も
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
桜
の
花
と
い
う
存
在
の
観
念
を
も
つ
か
ぎ
り
、
こ
の
存
在
は
散
る
事
実
と
は
無
関
係
な
存
在
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
生
に
は
生
ず
る
当
体
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
減
に
は
減
す
る
当
休
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
生
滅
の
当
体
と
な
る
自
性
を
も
っ
た

存
在
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
か
よ
う
な
実
体
的
な
存
在
は
、
具
体
的
な
生
滅
の
事
実
と
は
全
く
無
関
係
な
存
在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生

滅
の
実
相
は
、
む
し
ろ
、
自
性
を
も
っ
た
存
在
が
「
不
生
不
滅
」
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
存
在
に
自
性
を
想
定
す
る
立
場
は
、
桜
が
咲

き
散
る
生
滅
の
具
体
的
な
事
実
を
概
念
的
に
抽
象
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
相
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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右
は
、
存
在
の
生
滅
を
批
判
す
る
論
理
で
あ
る
が
、
龍
樹
は
さ
ら
に
、
存
在
の
時
間
的
な
因
果
関
係
、
空
間
的
な
論
理
的
関
係
、
運
動

（
動
作
）
な
ど
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
的
理
解
が
、
自
性
を
想
定
す
る
立
場
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
、
種
為

の
点
か
ら
く
り
か
え
し
批
判
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
つ
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
う
か
が
う
と
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
い
ず
れ
も
、
存
在

の
生
滅
に
た
い
す
る
批
判
と
同
様
に
、
存
在
に
自
性
を
想
定
す
る
立
場
で
は
、
存
在
の
時
間
的
な
因
果
関
係
、
空
間
的
な
論
理
的
関
係
、

運
動
な
ど
の
具
体
的
な
事
実
を
見
失
い
、
そ
の
実
相
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
龍
樹
が
使
用
す
る
事
例
に
し
た
が
っ
て
、
「
種
子
（
因
）
よ
り
芽
（
果
）
が
生
ず
る
」
と
い
う
因
果
の
関
係
を
考
え
て
み

る
と
、
種
子
と
芽
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
性
を
も
っ
た
実
体
的
な
存
在
で
あ
れ
ば
、
種
子
と
芽
と
の
因
果
の
関
係
は
、
同
一
の
連
続
（
常
）

か
別
異
の
非
連
続
（
断
）
か
の
！
い
づ
れ
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
因
果
の
関
係
は
、
常
で
あ
っ
て
も
断
で
あ
っ
て
も
成
り
立
た
な
い
。

常
で
あ
れ
ば
、
因
果
は
無
差
別
で
あ
り
、
因
果
の
関
係
は
、
い
わ
ば
、
古
い
も
の
が
古
い
ま
ま
の
存
在
を
、
そ
の
ま
ま
連
続
的
に
あ
ら
わ

す
と
い
う
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
く
る
。
断
で
あ
れ
ば
、
因
果
の
関
係
が
全
く
無
関
係
と
な
る
。
因
果
の
関
係
は
「
不
一
不
異
、
不
断
不
常
」

で
あ
る
、
へ
き
で
あ
っ
て
、
因
果
に
存
在
の
自
性
を
想
定
す
る
立
場
は
、
因
果
の
不
一
不
異
、
不
断
不
常
の
関
係
を
成
り
立
た
し
め
ず
、
そ

あ
る
い
は
、
『
中
論
』
第
十
章
の
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
、
火
と
薪
の
論
理
的
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
火
と
薪
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自

性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
れ
ば
、
両
者
は
、
同
一
の
自
性
の
も
の
か
別
異
の
自
性
の
も
の
か
の
、
い
づ
れ
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
一
の

自
性
の
も
の
で
あ
れ
ば
↑
火
と
薪
と
の
概
念
的
な
区
別
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
別
異
の
自
性
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
薪
が

存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
火
が
存
在
す
る
と
い
う
抽
象
的
な
不
合
理
に
お
ち
い
る
こ
と
に
な
る
。
火
と
薪
と
の
関
係
は
「
不
一
不

異
」
で
あ
る
、
へ
き
で
あ
っ
て
、
火
と
薪
と
に
存
在
の
自
性
を
想
定
す
る
立
場
は
、
か
よ
う
な
火
と
薪
と
の
不
一
不
異
の
関
係
を
成
り
立
た

し
め
ず
、
火
が
薪
を
燃
や
す
実
相
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

あ
る
い
は
、
「
中
論
』
第
五
章
の
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
、
「
所
相
と
能
相
」
の
論
理
的
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
象
が

で
あ
る
ゞ
へ
き
で
あ
っ
て
、
雨

の
実
相
を
見
失
っ
て
し
ま
』
〔

あ
る
い
は
、
『
中
論
』
筆

二
‘
、

『
１



二
つ
の
牙
、
長
い
鼻
、
大
き
な
耳
な
ど
の
相
を
も
つ
・
」
と
い
う
常
識
的
な
概
念
的
理
解
に
お
い
て
、
「
象
」
は
、
「
二
つ
の
牙
、
長
い
鼻
、

大
き
な
耳
」
な
ど
の
「
相
」
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
け
ら
れ
る
「
所
相
」
と
し
て
の
実
体
で
あ
り
、
「
二
つ
の
牙
、
長
い
鼻
、
大
き
な
耳
」

な
ど
の
「
相
」
は
、
「
象
」
を
か
た
ち
づ
け
る
「
能
相
」
で
あ
り
、
「
象
」
の
も
つ
「
属
性
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
、
象
（
実
体
）
と
相
（
属
性
）
と
が
、
自
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
概
念
的
に
独
立
し
て
想
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
象

は
、
相
の
支
柱
と
な
る
実
体
で
あ
っ
て
、
相
で
は
な
い
。
象
は
、
相
の
背
後
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
相
な
き
抽
象
的
存
在
で
あ
り
、

象
と
相
と
の
二
つ
が
分
離
さ
れ
、
象
が
相
を
も
つ
具
体
的
な
一
つ
の
事
実
は
成
り
立
た
ず
、
そ
の
実
相
は
見
失
わ
れ
る
。
実
体
と
属
性
と

い
う
範
鳫
は
、
二
つ
の
自
性
を
考
え
る
形
式
的
な
思
惟
で
あ
っ
て
、
真
実
に
は
、
実
体
が
属
性
を
も
ち
、
象
が
相
を
も
つ
こ
と
の
実
相
を

あ
る
い
は
、
『
中
論
』
第
二
章
の
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
、
「
去
者
が
去
る
」
と
い
う
運
動
動
作
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
わ
れ
わ

れ
は
常
識
的
な
概
念
的
立
場
か
ら
「
去
者
」
と
「
去
」
（
去
る
は
た
ら
き
）
と
に
自
性
を
想
定
し
、
「
去
者
が
去
る
」
と
い
う
。
運
動
す

る
主
体
（
去
者
）
が
有
っ
て
運
動
（
去
）
が
有
る
の
で
あ
り
、
運
動
す
る
主
体
が
な
け
れ
ば
、
運
動
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
も
し
も
「
去
者
」
の
上
に
「
去
」
を
お
も
い
、
運
動
の
主
体
と
し
て
の
「
去
者
」
が
存
在
し
、
こ
の

「
去
者
」
が
「
去
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
思
惟
は
不
合
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
「
去
者
」
と
「
去
」
と

が
分
け
ら
れ
て
、
「
去
者
」
は
、
「
去
」
と
い
う
運
動
と
は
別
の
、
た
だ
「
去
」
の
実
体
と
な
り
支
柱
と
な
る
よ
う
な
抽
象
的
存
在
と
な

り
、
具
体
的
な
運
動
す
る
去
者
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
去
者
」
と
「
去
」
が
自
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

か
く
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
去
者
」
と
「
去
」
は
自
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
る
今
へ
き
で
な
い
。
去

来
の
運
動
の
実
相
は
「
不
去
不
来
」
で
あ
っ
て
、
自
性
を
想
定
し
思
惟
す
る
立
場
は
、
去
者
が
去
り
、
来
者
が
来
る
、
具
体
的
な
運
動
の

事
実
を
成
り
立
た
し
め
ず
、
そ
の
実
相
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
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た
と
え
ば
、
こ
れ
は
、
先
に
述
令
へ
た
桜
の
花
の
場
合
で
い
え
ば
、
桜
の
花
を
一
個
の
自
性
を
も
っ
た
実
体
的
存
在
と
見
ず
、
概
念
的
な

分
別
思
惟
を
去
っ
て
、
た
だ
無
心
に
咲
く
桜
の
花
を
見
、
散
る
桜
の
花
を
見
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
、
桜
の
花
の
生
滅
の
実
相
を
見
る
所
以

が
あ
る
、
と
い
う
立
場
で
あ
ろ
う
。
咲
く
桜
を
喜
こ
び
、
散
る
桜
を
悲
し
む
の
は
人
情
で
あ
る
が
、
桜
の
花
の
生
滅
に
自
性
を
想
定
し
な

い
無
執
着
無
所
得
の
境
地
に
お
い
て
、
桜
の
花
の
生
滅
の
実
相
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
種
子
よ
り
芽
が
生
ず
る
因
果

関
係
の
場
合
で
い
え
ば
、
種
子
は
因
と
し
て
の
過
去
を
意
味
し
、
芽
は
果
と
し
て
の
未
来
を
意
味
す
る
が
、
因
果
の
不
断
不
常
の
流
れ
の

実
相
は
、
過
去
（
因
）
に
と
ら
わ
れ
未
来
（
果
）
に
と
ら
わ
れ
る
概
念
的
な
自
性
の
執
着
を
去
っ
て
、
無
分
別
無
心
に
な
が
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
龍
樹
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
火
と
薪
の
関
係
の
場
合
で
い
え
ば
、
火
が
薪
を
燃
や
す
燃
焼
の
実
相
は
、

龍
樹
の
空
の
学
説
は
、
と
か
く
否
定
教
学
の
如
く
う
け
と
ら
れ
、
論
弁
的
な
否
定
の
言
辞
を
弄
し
、
否
定
を
以
て
事
足
れ
り
と
す
る
よ

う
な
学
説
の
如
く
に
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
考
察
す
る
如
く
、
存
在
の
自
性
を
否
定
す
る
、
彼
れ
の
空
の
論
理
は
、
何
ら

否
定
の
た
め
の
否
定
の
論
理
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
存
在
に
自
性
を
想
定
す
る
立
場
が
、
存
在
の
具
体
的
な
実
相
を
見
失
う
も
の
で
あ

る
こ
と
を
、
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
存
在
に
自
性
を
想
定
す
る
立
場
は
、
形
式
的
な
概
念
的
思
惟
の
立
場
で
あ

っ
て
、
存
在
の
生
き
た
実
相
の
事
実
を
抽
象
化
す
る
。
こ
の
不
合
理
に
た
い
す
る
批
判
こ
そ
、
龍
樹
の
空
の
論
理
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
う
ら
が
え
し
て
い
え
ば
、
龍
樹
は
、
存
在
を
自
性
的
な
存
在
と
な
が
め
ず
に
、
存
在

を
無
自
性
な
る
が
ま
ま
に
な
が
め
る
と
こ
ろ
に
、
存
在
の
具
体
的
な
実
相
を
了
解
す
る
所
以
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
・

彼
れ
は
、
自
性
的
な
存
在
の
世
界
を
こ
え
た
無
自
性
の
世
界
に
お
い
て
、
概
念
的
な
分
別
思
惟
を
こ
え
た
無
分
別
無
心
の
世
界
に
お
い
て
、

存
在
の
実
相
に
ふ
れ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
存
在
の
自
性
を
否
定
す
る
龍
樹
の
空
の
論
理
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
点
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
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火
に
と
ら
わ
れ
薪
に
と
ら
わ
れ
る
概
念
的
な
自
性
の
執
着
を
去
っ
て
心
無
分
別
無
心
に
な
が
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
、
所
相
（
象
）
と
能
相
（
二
つ
の
牙
、
長
い
鼻
、
大
き
い
耳
）
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
象
と
相
と
を

二
つ
の
自
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
概
念
的
な
分
別
執
着
の
立
場
で
抽
象
化
し
て
考
え
ず
、
い
わ
ば
、
動
物
園
に
遊
ぶ
無
邪
気
な
幼
稚
園

児
の
如
く
、
無
分
別
無
心
に
象
が
相
を
も
つ
実
相
を
な
が
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
去
者
が
去
る
運
動
に
つ
い
て
も
、
ま
た

同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
去
者
と
去
と
を
二
つ
の
自
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
概
念
的
な
分
別
執
着
の
立
場
で
抽
象
化
し
て
考
え
ず
、

去
る
も
よ
し
来
る
も
よ
し
の
無
分
別
無
心
の
心
境
を
も
っ
て
、
去
者
が
去
る
実
相
を
な
が
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
は
じ
め
て
、

象
が
相
を
も
つ
実
相
を
な
が
め
、
去
者
が
去
る
運
動
の
実
相
を
な
が
め
る
所
以
が
あ
る
と
い
う
の
が
！
龍
樹
の
立
場
で
あ
ろ
う
。

龍
樹
の
立
場
は
、
桜
の
花
の
生
滅
の
事
実
の
中
に
無
分
別
無
心
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
不
断
不
常
の
因
果
の
時
の
流
れ
の
中
に
無
分

別
無
心
に
静
か
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
火
が
薪
を
燃
や
す
燃
焼
の
事
実
、
去
者
が
去
る
迎
動
の
事
実
、
象
が
相
を
も
つ
事
実
、
こ
れ
ら
の

事
実
を
、
そ
の
事
実
の
ま
ま
に
概
念
化
せ
ず
に
無
分
別
無
心
に
な
が
め
る
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
龍
樹
の
立
場
は
、
概
念
的
な
分

別
認
識
の
立
場
で
は
な
く
、
主
体
的
な
直
観
の
立
場
で
あ
る
。
存
在
の
実
相
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
的
な
無
分
別
無
心
の
直
観
の
立
場
に

お
い
て
、
真
実
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
龍
樹
の
空
の
論
理
は
「
遮
遣
」
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
れ
の
遮
遣
の
教
学
の
究
極
の
意
図
は
、
こ
の
よ

う
な
存
在
の
実
相
の
開
明
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
れ
の
教
学
が
破
邪
即
顕
正
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
如
き
龍
樹
の
教
学
は
、
根
本
的
に
は
、
縁
起
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
縁
起
説
に

も
と
づ
く
か
と
い
え
ば
＄
縁
起
と
は
、
存
在
が
因
縁
に
縁
っ
て
生
起
し
、
因
縁
に
縁
っ
て
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
存
在
が
そ
れ
自

身
で
生
滅
せ
ず
、
そ
れ
自
身
の
自
性
を
も
た
ず
に
生
滅
す
る
と
い
う
、
存
在
の
自
性
的
な
あ
り
方
を
否
定
す
る
論
理
で
あ
り
、
存
在
を
自

性
の
立
場
に
た
た
ず
に
な
が
め
る
学
説
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
桜
の
花
が
、
種
子
や
日
光
や
水
分
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
因
縁

’
一
一
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に
縁
っ
て
生
起
し
、
こ
れ
ら
の
因
縁
が
変
れ
ば
散
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
自
身
の
自
性
を
も
た
ず
に
、
因
縁
に
し
た
が
っ
て
生
滅
す
る
無
自
性

の
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
桜
の
花
は
、
無
自
性
な
る
が
ま
ま
に
、
執
着
を
去
っ
て
無
分
別
無
心
に
な
が
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
、
縁
起
説
の
趣
意
で
あ
る
。
因
縁
に
縁
ら
な
い
自
性
を
も
っ
た
実
体
的
な
存
在
は
、
因
縁
に
縁
っ
て
生
起
す
る
以
前
の
存
在
で

あ
り
、
生
滅
の
事
実
と
は
無
関
係
な
存
在
で
あ
る
。
生
滅
す
る
と
こ
ろ
に
、
桜
の
花
の
具
体
的
な
存
在
の
実
相
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
桜

の
花
と
い
う
自
性
を
も
っ
た
生
滅
以
前
の
実
体
的
な
存
在
が
あ
っ
て
、
し
か
る
の
ち
、
こ
の
存
在
が
生
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
種
子
、
日

光
、
水
分
な
ど
の
因
縁
和
合
の
事
実
こ
そ
、
桜
の
花
の
生
で
あ
り
、
因
縁
離
散
の
事
実
こ
そ
、
桜
の
花
の
減
で
あ
っ
て
、
因
縁
和
〈
Ｒ
因

縁
離
散
の
生
滅
の
事
実
と
無
関
係
な
桜
の
花
そ
れ
自
体
の
存
在
は
、
抽
象
的
な
不
合
理
な
存
在
で
あ
る
。
種
子
、
日
光
、
水
分
な
ど
の
和

合
で
あ
る
生
の
事
実
が
な
け
れ
ば
、
桜
の
花
の
生
は
あ
り
え
な
い
し
↑
こ
れ
ら
の
離
散
で
あ
る
減
の
事
実
が
な
け
れ
ば
、
桜
の
花
の
減
は

あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
桜
の
花
の
生
滅
は
、
そ
れ
自
体
で
生
滅
せ
ず
、
種
子
、
日
光
、
水
分
な
ど
の
生
滅
の
事
実
と
と
も
に
あ
る
。

桜
の
花
に
自
性
を
想
定
し
、
い
つ
ま
で
も
桜
の
花
が
咲
き
生
じ
て
い
て
ほ
し
い
と
の
ぞ
ん
で
も
、
そ
の
生
は
、
種
子
、
日
光
、
水
分
な
ど

の
和
合
の
生
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
和
合
の
生
の
事
実
と
と
も
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
和
合
の
生
を
「
因
縁
」
と
し
「
存
在
の
根
拠
」
と
し

「
質
料
因
」
（
眉
目
§
煙
》
自
習
①
尉
邑
・
騨
息
①
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
桜
の
花
は
、
こ
れ
ら
の
和
合
の
生
、
離
散
の
減
に
し
た
が
っ
て
生
滅

し
、
こ
れ
ら
の
生
滅
の
因
縁
が
な
け
れ
ば
生
滅
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
縁
起
説
は
存
在
を
、
生
滅
の
事
実
と
無
関
係
な
そ
れ
自
身
で

絶
対
的
な
、
固
定
し
た
自
性
的
な
存
在
と
し
て
、
抽
象
的
に
な
が
め
な
い
。
縁
起
説
は
存
在
を
、
生
滅
の
因
縁
の
事
実
と
と
も
に
あ
り
、

生
滅
の
因
縁
の
事
実
が
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
、
そ
れ
自
身
で
成
り
立
た
な
い
、
自
性
の
無
い
相
対
的
な
す
が
た
で
、
具
体
的
に
流
動
的

に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
］
桜
の
花
の
生
を
喜
こ
び
減
を
悲
し
む
概
念
的
な
分
別
執
着
の
立
場
か
ら
、
桜
の
花
の
生
滅
の
事

実
を
「
桜
の
花
そ
れ
自
体
の
存
在
」
と
「
生
滅
の
事
実
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
的
な
存
在
に
抽
象
化
す
る
け
れ
ど
、
実
は
、
こ
の
二
つ
の

概
念
的
な
存
在
は
、
相
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
で
成
り
立
た
な
い
無
自
性
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
桜
の
花
の
生
滅
の
具
体
的
な
事

実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
桜
の
花
の
生
滅
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
の
無
自
性
空
が
自
覚
さ
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
が
無
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に
解
消
し
た
、
無
分
別
無
心
の
直
観
に
な
が
め
ら
れ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
咲
く
も
よ
し
散
る
も
よ
し
と
し
て
、
概
念
的
な
分
別
思
惟
を
去

っ
て
、
た
だ
、
因
縁
和
合
、
因
縁
離
散
の
生
滅
の
事
実
の
み
が
な
が
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
、
桜
の
花
の
生
滅
の
実
相
を
な
が
め
る

所
以
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
縁
起
の
道
理
に
し
た
が
っ
た
見
方
こ
そ
、
桜
の
花
の
生
滅
の
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に

明
ら
か
に
す
る
正
し
い
論
理
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
縁
起
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
存
在
に
自
性
を
想
定
す
る

立
場
は
、
存
在
の
生
滅
の
事
実
を
成
り
た
た
し
め
ず
、
そ
の
実
相
を
見
失
う
不
合
理
な
否
定
す
べ
き
立
場
と
な
っ
て
く
る
。
存
在
の
自
性

を
否
定
す
る
龍
樹
の
空
の
論
理
は
、
全
く
縁
起
の
道
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

龍
樹
の
空
の
教
学
が
縁
起
の
道
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
因
果
の
関
係
の
上
に
も
、
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
龍
樹
は

『
中
諭
』
第
十
八
章
第
十
偶
に
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
何
か
に
縁
っ
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
何
か
と
同
一
で
な
い
。

ま
た
、
そ
の
何
か
と
別
異
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、
断
に
あ
ら
ず
、
常
に
あ
ら
ず
。
」
と
。
こ
の
言
葉
は
、
因
と
果
の
関
係
が
縁
起
で
あ

り
、
縁
起
で
あ
る
か
ぎ
り
、
因
と
果
の
関
係
が
不
一
不
異
、
不
断
不
常
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
芽

（
果
）
は
種
子
（
因
）
に
縁
っ
て
成
立
す
る
け
れ
ど
、
芽
（
果
）
は
種
子
（
因
）
の
ま
ま
の
存
在
で
な
く
、
種
子
（
因
）
と
芽
（
果
）
と

の
関
係
は
常
（
同
一
）
で
は
な
い
が
、
芽
（
果
）
が
そ
れ
自
身
で
成
立
せ
ず
に
種
子
（
因
）
に
縁
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、

種
子
（
因
）
と
芽
（
果
）
と
の
関
係
は
断
（
別
異
）
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
因
と
果
の
不
断
不
常

の
関
係
を
語
る
縁
起
説
で
は
、
因
と
果
が
、
い
づ
れ
も
そ
れ
自
身
で
成
り
立
っ
た
自
性
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
芽
（
果
）
は
種
子
（
因
）
あ
っ
て
の
芽
（
果
）
で
あ
る
が
、
芽
（
果
）
が
な
け
れ
ば
、
種
子
（
因
）
も
ま
た
種
子
（
因
）
と

し
て
成
立
せ
ず
、
種
子
（
因
）
と
芽
（
果
）
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
自
身
で
成
立
せ
ず
、
た
が
い
に
自
性
を
否
定
し
あ
う
相
対
的
な
関
係

に
あ
る
。
縁
起
説
で
は
、
因
と
果
は
、
そ
れ
自
身
の
自
性
を
も
っ
て
成
り
立
っ
た
存
在
と
し
て
、
抽
象
的
に
な
が
め
ら
れ
ず
、
因
と
果
が

自
性
を
否
定
し
あ
い
相
剋
す
る
一
つ
の
時
点
に
お
い
て
、
具
体
的
に
な
が
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
因
は
果
を
生
起
す
る
因
縁
で
あ
る
。
し

か
し
、
因
と
果
は
距
離
を
も
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
因
果
の
時
の
流
れ
は
、
古
い
伝
統
の
ま
ま
の
流
れ
で
な
く
、
新
し
い
創
造
的
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な
意
味
を
も
ち
、
過
去
と
未
来
と
が
相
剋
し
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
龍
樹
に
よ
る
と
、
父
と
子
の
関
係
も
、
因
果
の
関
係
に

お
い
て
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
関
係
は
、
伝
統
の
立
場
と
創
造
の
立
場
と
が
相
互
否
定
的
に
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、

因
と
果
が
相
剋
す
る
相
互
否
定
的
な
相
対
的
関
係
に
あ
る
か
ぎ
り
、
因
と
果
は
無
自
性
で
あ
り
、
因
に
と
ら
わ
れ
、
果
に
と
ら
わ
れ
、
伝

統
的
な
父
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
、
創
造
的
な
子
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
る
分
別
執
着
は
、
真
実
に
は
、
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
分

別
執
着
の
立
場
か
ら
、
因
果
の
関
係
を
因
果
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
抽
象
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
固
執
概
念
が
相
剋
的
で
あ

る
か
ぎ
り
、
こ
の
二
つ
の
固
執
概
念
は
、
真
実
に
は
無
自
性
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
で
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
真
実
に
は
、
こ
れ
ら
二

つ
の
因
果
の
固
執
概
念
の
無
自
性
空
が
自
覚
さ
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
が
無
に
解
消
し
、
因
果
の
流
れ
の
事
実
の
み
が
無
分
別
無
心
に

な
が
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
因
果
の
関
係
の
実
相
は
、
無
分
別
に
因
果
の
時
の
流
れ
の
中
に
静
か
で
あ
る
と
こ
ろ
に
如
実
に
智
見
さ

れ
、
父
子
の
関
係
の
実
相
は
、
父
子
の
対
立
を
去
っ
て
無
分
別
で
あ
る
と
こ
ろ
に
如
実
に
智
見
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
縁
起
の
道
理
は

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
縁
起
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
、
自
性
を
想
定
す
る
概
念
的
な
分
別
の
立
場
は
、
因
果

の
実
相
を
見
失
う
不
合
理
な
立
場
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
存
在
の
自
性
の
不
合
理
を
批
判
す
る
龍
樹
の
空
の
論
理
の
底
に
流
れ
る
も

の
は
、
ど
こ
ま
で
も
縁
起
の
道
理
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ま
た
、
火
と
薪
、
自
我
と
身
体
、
象
と
相
な
ど
の
論
理
的
関
係
、
あ
る
い
は
、
去
者
が
去
る
運
動
の
上
に
も
、
こ
の
縁
起
の

道
理
は
、
同
様
に
み
と
め
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
概
念
的
な
分
別
の
立
場
か
ら
、
火
と
薪
、
自
我
と
身
体
、
象
と
相
、
去
者
と
去
な
ど

に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
性
を
も
っ
た
存
在
性
を
付
与
す
る
が
、
こ
れ
ら
が
、
実
は
、
縁
起
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
燃
焼
の

事
実
、
生
命
の
事
実
、
象
が
相
を
も
つ
事
実
、
去
者
が
去
る
事
実
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
そ
れ
ぞ
れ
抽
象
的
に
分
け
た
概
念
で
あ
っ
て
、
そ

れ
自
身
で
個
別
的
に
成
立
す
る
も
の
で
な
く
、
相
互
に
関
係
し
あ
う
、
不
一
不
異
の
縁
起
の
関
係
に
あ
る
。
龍
樹
は
「
中
論
』
第
八
章
第

十
二
偶
に
お
い
て
「
作
者
は
業
に
縁
り
て
、
か
の
業
は
か
の
作
者
に
縁
り
て
生
起
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
以
外
の
成
立
の
理
由
を
見

な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
者
と
業
と
が
、
作
者
が
作
業
す
る
行
為
の
事
実
を
概
念
的
な
立
場
か
ら
二
つ
に
抽
象
的
に
分
け
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た
も
の
で
あ
り
＄
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
が
そ
れ
自
身
で
個
別
的
に
成
立
す
る
も
の
で
な
く
、
相
互
に
関
係
し
あ
う
不
一
不
異
の
縁
起
の
関

係
に
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
、
火
と
薪
と
の
二
つ
の
概
念
が
そ
れ
自
身
で
個
別
的
に
成
立
し
な
い
縁

起
の
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
は
無
自
性
で
あ
り
空
で
あ
る
と
い
う
零
へ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
が
無
に

解
消
す
る
と
こ
ろ
に
、
火
が
薪
を
燃
や
す
燃
焼
の
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
見
る
と
い
う
翁
へ
き
で
あ
ろ
う
。
す
こ
し
内
容
的
に
説
明
す
る
と

ガ
ス
の
火
、
電
気
の
火
、
木
炭
（
薪
）
の
火
な
ど
、
同
じ
火
で
も
、
ガ
ス
、
電
気
、
木
炭
な
ど
の
差
別
に
よ
っ
て
、
火
力
が
ち
が
っ

て
い
る
。
火
鉢
に
入
れ
た
木
炭
の
火
は
、
火
力
が
一
番
弱
い
。
木
炭
の
火
で
、
部
屋
の
温
度
を
電
気
ス
ト
ー
ブ
の
温
度
ま
で
上
げ
よ
う
と

し
て
も
、
無
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
木
炭
の
火
が
も
っ
て
い
る
燃
焼
の
事
実
の
動
か
し
が
た
い
実
相
で
あ
る
。
木
炭
の
火
は
、
木
炭
を
因

縁
（
質
料
因
）
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
、
木
炭
の
火
の
「
火
力
」
が
弱

い
こ
と
に
不
足
を
い
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
は
、
木
炭
の
火
が
木
炭
に
縁
っ
て
あ
る
燃
焼
の
事
実
に
無
知
で
あ
り
、
こ
の
事
実
を

事
実
と
し
て
素
直
に
う
け
と
ら
ず
、
こ
の
事
実
を
「
火
力
」
と
「
木
炭
」
（
質
料
）
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
抽
象
的
に
分
け
て
い
る
、
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
火
力
」
を
は
な
れ
て
「
木
炭
」
は
な
く
、
「
木
炭
」
を
は
な
れ
て
「
火
力
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ

れ
ら
二
つ
の
概
念
は
、
縁
起
す
る
相
対
的
な
、
そ
れ
自
身
で
成
り
立
た
な
い
無
自
性
の
概
念
で
あ
る
。
「
火
力
」
に
不
足
を
い
っ
て
も

火
力
は
木
炭
に
縁
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
火
力
に
は
木
炭
だ
け
の
火
力
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
火
力
に
た
い
す
る
不
足
は
成
り
立
た
な

い
。
こ
の
よ
う
な
無
自
性
空
の
自
覚
が
う
ま
れ
、
二
つ
の
概
念
が
無
に
解
消
し
た
場
合
に
は
、
火
力
に
た
い
す
る
不
満
足
の
念
い
は
消
え

去
っ
て
、
そ
こ
に
、
木
炭
の
火
が
も
っ
て
い
る
燃
焼
の
事
実
の
実
相
が
無
分
別
無
心
に
素
直
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
佛
陀
は
「
薪
に
縁

っ
て
火
が
燃
え
る
と
き
、
薪
火
と
い
う
名
称
を
う
る
に
い
た
り
、
木
片
に
縁
っ
て
火
が
燃
え
る
と
き
、
木
片
火
と
い
う
名
称
を
う
る
に
い

た
り
、
草
に
縁
っ
て
火
が
燃
え
る
と
き
、
草
火
と
い
う
名
称
を
う
る
に
い
た
り
…
…
塵
屑
に
縁
っ
て
火
が
燃
え
る
と
き
、
塵
屑
火
と
い
う

名
称
を
う
る
に
い
た
る
。
」
（
旨
．
ｚ
白
》
や
囲
巴
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
佛
陀
の
教
説
は
、
燃
料
（
質
料
因
）
の
差
別
に
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
に
相
当
す
る
火
力
が
あ
る
こ
と
を
語
る
縁
起
の
教
説
で
あ
り
、
以
上
に
述
華
へ
た
所
と
同
じ
趣
意
で
あ
る
Ｐ
龍
樹
は
、
‐
「
中
論
」
第
十
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章
に
お
い
て
、
火
と
薪
と
に
存
在
の
自
性
を
想
定
す
る
立
場
が
不
合
理
な
否
定
す
録
へ
き
立
場
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
に
詳
細
に
批
判
し
て

い
る
が
、
こ
の
龍
樹
の
空
の
論
理
は
、
以
上
の
よ
う
な
縁
起
の
道
理
に
も
と
づ
い
た
実
相
の
立
場
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

存
在
の
自
性
を
否
定
し
て
無
分
別
無
心
の
実
相
の
世
界
を
さ
し
示
す
龍
樹
の
教
学
は
へ
以
上
の
如
く
、
全
く
縁
起
の
道
理
に
も
と
づ
い

て
い
る
。
諸
中
論
と
い
わ
れ
る
彼
れ
の
著
作
を
見
る
と
、
彼
れ
の
努
力
の
ほ
と
ん
ど
は
、
存
在
に
自
性
を
想
定
す
る
立
場
に
た
い
す
る
否

定
に
つ
い
や
さ
れ
て
お
り
、
縁
起
説
を
語
る
箇
所
は
、
全
体
に
く
ら
零
へ
る
と
、
き
わ
め
て
す
ぐ
な
い
。
し
か
し
、
「
中
論
』
壁
頭
の
帰
敬

偶
で
は
、
「
不
滅
不
生
、
不
断
不
常
、
不
一
不
異
、
不
来
不
去
に
し
て
、
戯
論
寂
滅
し
、
安
穏
な
る
縁
起
を
説
き
た
ま
え
る
正
覚
者
、
諸

の
説
老
中
の
最
上
な
る
も
の
に
、
我
れ
稽
首
礼
す
。
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
自
性
を
否
定
し
た
戯
論
寂
滅
の
無
分
別
無
心
の
空
の
世
界
が
、

縁
起
の
道
理
の
内
容
で
あ
り
＄
縁
起
の
道
理
に
も
と
づ
く
こ
と
が
、
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
龍
樹
に
と
っ
て
は
、
縁
起
の
道
理
こ
そ
、

合
理
な
真
実
の
過
誤
の
な
い
「
安
穏
」
の
立
場
で
あ
り
、
彼
れ
の
教
学
の
基
盤
と
な
る
根
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。
彼
れ
は
、
縁
起
の
道
理

に
し
た
が
っ
て
、
存
在
を
ま
げ
て
う
け
と
ら
ず
、
桜
の
花
が
生
滅
す
る
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
、
因
果
の
時
の
流
れ
の
事
実
を
事
実
の
ま

ま
に
、
火
が
燃
え
る
燃
焼
の
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
、
す
べ
て
、
存
在
を
そ
の
存
在
の
事
実
の
ま
ま
に
無
分
別
無
心
に
素
直
に
う
け
。
と
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
、
こ
こ
に
、
縁
起
の
道
理
が
「
安
穏
」
と
い
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
。
彼
れ
は
、
存
在
の
自
性
に
固
執
し
執
着
す
る

あ
ら
ゆ
る
非
縁
起
的
な
概
念
的
理
解
の
矛
盾
を
知
り
、
そ
の
相
対
的
な
無
自
性
空
性
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
、
存
在
を
如
実
な
る
実
相
の

下
に
な
が
め
よ
う
と
し
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
れ
は
、
「
中
論
』
第
十
八
章
第
九
偶
に
お
い
て
、
実
相
に
つ
い
て
、
い
み
じ
く
も
次
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
他
に
よ
っ
て
知
ら
れ
ず
、
寂
静
で
あ
り
、
諸
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ
ず
、
無
分
別
に
し
て
、
差
別
的
意
義
の

な
い
、
こ
れ
が
実
相
（
ｇ
＃
ぐ
圏
の
菌
厨
房
息
四
目
真
実
の
相
）
で
あ
る
。
」
と
。
実
相
は
概
念
的
な
差
別
対
立
の
な
い
一
味
の
世
界
で
あ
る
。

「
他
に
よ
っ
て
知
ら
れ
ず
」
と
は
、
実
相
が
、
概
念
的
な
分
別
知
に
よ
っ
て
他
な
る
側
か
ら
客
体
的
に
知
ら
れ
ず
、
分
別
知
が
自
己
の
相

山
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龍
樹
は
ま
た
、
「
中
論
』
第
二
十
三
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
浄
に
よ
ら
ず
し
て
不
浄
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
浄

を
不
浄
に
よ
っ
て
施
設
す
る
。
故
に
、
浄
は
あ
り
え
な
い
」
（
第
十
一
偶
）
、
「
不
浄
に
よ
ら
ず
し
て
浄
は
あ
り
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
不
浄

を
浄
に
よ
っ
て
施
設
す
る
。
故
に
、
不
浄
は
あ
り
え
な
い
。
」
（
第
十
二
偶
）
と
。
こ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
浄
、
不
浄
の
価
値
の
如
き

も
の
も
、
す
今
へ
て
「
因
縁
に
縁
っ
て
あ
り
、
因
縁
を
は
な
れ
て
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
縁
起
の
道
理
が
、
き
わ
め
て
論
理
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
浄
は
不
浄
を
因
縁
と
し
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
に
浄
で
あ
り
、
も
し
も
、
不
浄
が
浄
に
な
る
な
ら
ば
、
浄
は
も
は
や
浄
で
あ
り
え
な
い
・

不
浄
も
ま
た
、
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
と
不
浄
と
は
、
無
自
性
空
な
る
も
の
で
あ
り
、
執
着
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
浄
と

不
浄
と
は
、
相
対
的
な
分
別
の
概
念
（
胃
旦
目
頁
』
施
設
）
に
す
ぎ
な
い
。
龍
樹
は
、
か
よ
う
な
浄
不
浄
の
分
別
の
相
対
的
な
無
自
性
空
性
を

自
覚
し
て
、
浄
不
浄
の
分
別
を
超
越
し
た
次
元
に
お
い
て
、
浄
不
浄
を
無
分
別
に
な
が
め
よ
う
と
す
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
浄
と
不
浄
と

は
、
か
よ
う
な
分
別
知
に
死
ん
だ
無
分
別
智
の
次
元
に
お
い
て
は
、
浄
が
好
ま
し
く
不
浄
が
嫌
悪
す
、
へ
き
も
の
と
し
て
差
別
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
浄
も
よ
し
不
浄
も
よ
し
と
し
て
、
如
実
に
な
が
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
花
は
紅
、
柳
は
緑
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
束
縛
さ
れ
な
い
絶
対
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
浄
を
好
み
不
浄
を
嫌
悪
す
る
分
別
執
着
は
、
相
対
的
な
束
縛
の
立

場
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
の
相
対
的
な
成
り
立
た
な
い
無
自
性
空
性
が
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
相
対
を
超
越
し
、
そ
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ

る
。
如
実
な
る
空
の
自
覚
知
に
よ
っ
て
、
相
対
的
な
束
縛
の
世
界
は
、
絶
対
的
な
自
由
の
世
界
と
な
り
、
概
念
的
な
言
説
世
俗
（
、
四
目
身
昌
』

ぐ
冒
ぐ
ゅ
厨
国
）
の
世
界
は
、
戯
論
寂
滅
し
た
無
分
別
な
る
勝
義
不
可
言
の
世
界
と
な
る
。
有
の
世
界
が
空
を
媒
介
と
し
て
実
相
の
世
界
と

な
る
の
で
あ
る
。
空
観
は
、
真
実
の
肯
定
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
肯
定
に
お
ち
い
ら
ず
否
定
に
お
ち
い
ら
な
い
～
中
道
で
あ
る
。

伝
説
に
よ
る
と
＄
龍
樹
の
後
継
者
で
あ
る
聖
提
婆
は
外
道
に
殺
害
さ
れ
た
が
↑
彼
れ
は
死
に
臨
み
、
弟
子
た
ち
に
向
い
、
「
諸
法
本
来

対
的
な
無
自
性
空
性
を
自
覚
し
無
に
解
消
す
る
と
こ
ろ
に
、
無
分
別
智
に
如
実
に
主
体
的
に
了
解
さ
れ
直
観
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。
分
別
知
に
死
ん
で
無
分
別
智
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
も
の
の
そ
の
も
の
た
る
（
国
斥
ぐ
ぃ
）
、
そ
の
ま
ま
の
（
薗
昏
凶
）
相
が
な

ろ
う
。
分
別
知
に
死
ん
一

が
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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空
で
あ
る
。
受
者
も
な
け
れ
ば
、
害
者
も
な
い
。
誰
を
親
し
み
、
誰
を
怨
ま
ん
。
」
と
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
れ
に
と
っ
て
、

害
を
受
け
る
彼
れ
自
身
も
な
く
、
彼
れ
を
害
す
る
怨
敵
も
な
く
、
怨
親
は
超
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
れ
は
死
に
臨
み
、
彼
れ
自
身
と
害
者
と

が
、
浄
と
不
浄
の
関
係
の
如
き
、
い
わ
ば
、
宿
命
的
に
矛
盾
し
た
、
そ
れ
自
身
で
成
り
立
た
な
い
無
自
性
空
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
た
の
で
あ
る
。
彼
れ
は
事
態
を
事
態
の
ま
ま
実
相
の
ま
ま
に
素
直
に
み
と
め
、
彼
れ
自
身
の
立
場
を
放
棄
し
、
彼
れ
自
身
と
害
者
と

の
対
立
を
超
越
し
た
無
分
別
無
心
の
次
元
に
立
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
れ
に
と
っ
て
、
彼
れ
自
身
と
害
者
と
の
怨
親
の

対
立
は
な
い
。
怨
親
は
平
等
で
あ
り
、
「
誰
を
親
し
み
、
誰
を
怨
ま
ん
。
」
で
あ
る
。
彼
れ
は
、
死
に
臨
み
、
怨
敵
に
た
い
す
る
相
対
的
な

束
縛
よ
り
解
放
さ
れ
、
も
は
や
何
ら
の
対
立
も
な
く
、
絶
対
に
自
由
で
あ
っ
た
。
彼
れ
は
実
相
の
世
界
に
生
き
た
の
で
あ
る
。
「
縁
起
を

見
る
者
は
、
法
を
見
る
。
法
を
見
る
者
は
、
佛
を
見
る
。
」
と
い
う
経
典
の
言
葉
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
彼
れ
は
佛
を
見
た
の
で
あ
る
。

追
記本

稿
は
、
拙
著
『
中
観
思
想
の
研
究
」
の
な
か
の
中
編
第
二
章
「
有
自
性
諭
に
た
い
す
る
龍
樹
の
論
破
」
に
た
い
す
る
補
足
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

拙
論
「
中
観
思
想
に
お
け
る
証
に
つ
い
て
」
（
日
本
佛
教
学
会
年
報
、
第
三
十
一
号
）
、
「
佛
教
の
現
実
的
性
格
」
（
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
、
第
三
号
）

を
本
稿
と
の
関
連
に
お
い
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
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