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空
か
ら
真
空
へ

古
賀
　
英
彦
（
花
園
大
学
名
誉
教
授
）

　

中
国
仏
教
が
イ
ン
ド
仏
教
と
は
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
、
中
国
仏
教
の
教
徒
が
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
権

大
乗
と
実
大
乗
と
を
区
別
し
た
と
こ
ろ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
が
真
如
の
随
縁
を
言
わ
な
い
の
に
対
し
て
、

後
者
が
そ
れ
を
認
め
る
点
に
相
違
の
核
心
が
あ
る
。
真
如
の
中
味
が
微
妙
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

真
如
が
随
縁
し
て
万
法
と
な
る
と
い
う
考
え
（
つ
ま
り
体
用
論
）
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に
は
な
い
か
ら
、
こ
の
変
化
は
中
国

思
想
の
影
響
と
見
る
し
か
な
い
。
根
本
が
変
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
れ
て
枝
末
が
変
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
い

ま
便
宜
的
に
、
天
台
教
学
の
中
心
と
さ
れ
る
三
諦
円
融
の
教
説
を
手
掛
り
に
、
変
化
の
あ
と
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

周
知
の
と
お
り
イ
ン
ド
仏
教
は
二
諦
説
で
あ
る
。「
此
の
天
台
の
三
諦
と
い
ふ
の
は
、
三
論
な
ど
の
方
で
言
ふ
所
の
、
眞

俗
二
諦
説
、
俗
有
眞
空
か
ら
一
歩
進
ん
だ
も
の
⑴
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
仏
教
自
体
の
展
開
と
し
て
進
ん
だ

の
で
は
な
い
。
真
如
の
中
味
の
変
化
に
伴
な
っ
て
生
じ
た
教
説
で
あ
る
。

　

ま
た
三
諦
説
は
天
台
の
独
創
で
は
な
い
。
空
仮
中
や
三
諦
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
考
え
は
す
で
に
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『
肇
論
』
に
あ
る
。
こ
の
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
三
諦
説
の
生
じ
た
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

ま
ず
天
台
教
学
の
三
諦
と
は
、『
始
終
心
要
』
に
、

　

夫
れ
三
諦
な
る
者
は
天
然
の
性
徳
な
り
。
中
諦
な
る
者
は
一
切
法
を
統
べ
、
真
諦
な
る
者
は
一
切
法
を
泯
じ
、
俗
諦

な
る
者
は
一
切
法
を
立
つ
。
挙
一
即
三
、
前
後
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。

と
い
う
。
中
諦
の
一
項
の
加
わ
っ
た
こ
と
が
、
一
歩
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
『
肇
論
』
だ
が
、
不
真
空
論
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

摩
訶
衍
論
に
云
わ
く
、
諸
法
は
亦
た
有
相
に
も
非
ず
、
無
相
に
も
非
ず
。
中
論
に
云
わ
く
、
諸
法
は
不
有
不
無
な

り
、
と
は
第
一
真
諦
な
り
。〔(2)7

⑵
〕

　

こ
こ
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
、
真
諦
の
語
に
「
第
一
」
と
い
う
語
を
か
ぶ
せ
た
の
は
、
普
通
に
い
う
と
こ
ろ
の
真
諦
と
区

別
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　

経
に
云
わ
く
、
真
諦
と
俗
諦
と
は
異
な
る
こ
と
有
り
と
謂
う
や
。
答
え
て
曰
わ
く
、
異
な
る
こ
と
無
き
な
り
、
と
。

此
の
経
は
直た

だ
、
真
諦
は
以
て
非
有
を
明
ら
め
、
俗
諦
は
以
て
非
無
を
明
ら
む
る
を
辨
ぜ
し
の
み
。
豈
に
諦
の
二
な
る

を
以
て
し
て
而
し
て
物
に
二
な
ら
ん
や
。〔(2)12

〕

　
「
真
諦
は
以
て
（
諸
法
の
）
非
有
を
明
ら
め
、
俗
諦
は
以
て
（
諸
法
の
）
非
無
を
明
ら
む
」
と
い
う
時
の
真
諦
と
、「
諸
法

は
不
有
不
無
な
り
、
と
は
第
一
真
諦
な
り
」
と
い
う
時
の
そ
れ
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
有
不
無
の

第
一
真
諦
は
、
非
有
の
真
諦
と
非
無
の
俗
諦
と
を
統
合
す
る
か
た
ち
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
『
中
論
』
で
あ
る
が
、
こ
の
通
り
の
言
葉
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も

僧
肇
の
引
用
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
原
典
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
、
自
ら
ま
さ
に
創
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る

仏
教
学
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
大
胆
に
整
形
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
読
む
方
に
も
い
さ
さ
か
の
想
像
力
が
要
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求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
引
用
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
『
中
論
』
二
十
四
章
十
八
偈
で
は
な
い
か
と

思
う
。衆

因
縁
生
法　

我
説
即
是
無　

亦
為
是
仮
名　

亦
是
中
道
義

衆も
ろ

も
ろ
の
因
縁
よ
り
生
ぜ
し
法
は
、
我
は
即
ち
是
れ
無
な
り
と
説
く
。
亦
た
是
れ
仮
名
な
り
と
も
為
し
、
亦
た
是

れ
中
道
の
義
な
り
と
も
す
。

　
「
衆
因
縁
生
法
」
と
は
「
諸
法
」
で
あ
る
。「
即
是
無
」
と
は
「
不
有
」
で
あ
り
、「
是
仮
名
」
と
は
「
不
無
」
で
あ
る
。

「
中
道
義
」
と
は
「
第
一
真
諦
」
で
あ
る
。

　

第
一
真
諦
に
つ
い
て
、
不
真
空
論
は
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

夫
の
不
有
不
無
な
る
者
を
尋
ぬ
る
に
、
豈
に
石
物
を
滌て

き

除じ
ょ

し
、
視
聴
を
杜と

塞そ
く

し
、
寂
寥
虚
豁
に
し
て
然
る
後
に
真
諦

と
為
す
と
謂
う
者
な
ら
ん
や
。〔(2)8

〕

　

旧
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
肇
論
』
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
即
偽
即
真
」
の
論
証
に
在
る
。「
偽
」
と
は
不
真
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
肇
論
』
に
お
け
る
「
空
」
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
諸
法
の
不
真
空
で
あ
る
こ
と
を
第
一
真
諦
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
万
物
を
滌
除
す
る
も
の
で
は
な
い
⑶
。
当
時
の
解
釈
の
一
で
あ
る
本
無
説
を
批
判
し
て
い
う
、

　

本
無
な
る
者
は
、
情
に
無
を
尚た

っ
とん
で
、
言
に
触
れ
て
以
て
無
を
責
と
す
る
こ
と
多
し
。
故
に
非
有
の
と
き
は
有
は
即

ち
無
な
り
。
非
無
の
と
き
は
無
も
亦
た
無
な
り
。
夫
の
立
文
の
本
旨
な
る
者
を
尋
ぬ
る
に
、
直
だ
、
非
有
は
真
有
に
非

ざ
る
を
、
非
無
は
真
無
に
非
ざ
る
を
以
て
す
る
の
み
。〔(2)5
〕

　

中
国
思
想
と
し
て
の
仏
教
学
を
組
み
立
て
て
行
く
う
え
に
お
い
て
、
空
説
の
見
直
し
は
肝
要
の
課
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
イ
ン
ド
仏
教
の
空
説
は
、
ど
こ
ま
で
も
有
の
立
場
を
離
れ
な
い
中
国
思
想
⑷
と
は
相
い
容
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
、
空
と
は
「
不
真
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
断
滅
空
（
法
界
玄
鏡
）
の
こ
と
で
は
な
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い
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

　

本
無
説
に
お
い
て　

諸
法
は
非
有
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
有
は
無
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
本
当
は
、

有
は
真
有
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
非
無
も
ま
た
同
様
で
、
無
は
真
無
で
は
な
い
と
い
う
に
す
ぎ

な
い
⑸
。

　

夫
の
有
若
し
真
有
な
ら
ば
、
有
は
自
ら
常
有
な
ら
ん
。
豈
に
縁
を
待
ち
て
而
し
て
後
に
有
な
ら
ん
や
。
譬
え
ば
彼
の

真
無
は
自
ら
常
無
な
り
。
豈
に
縁
を
待
ち
て
而
し
て
後
に
無
な
ら
ん
や
。
若
し
有
の
自
有
な
ら
ざ
れ
ば
、
縁
を
待
ち
て

而
し
て
後
に
有
た
る
者
な
り
。
故
に
知
る
、
有
は
真
有
に
非
ざ
る
こ
と
を
。
有
は
真
有
に
非
ざ
れ
ば
、
有
な
り
と
雖
も

之
を
有
と
謂
う
可
か
ら
ず
。

　

不
無
な
る
者
は
、
夫
の
無
は
則
ち
湛
然
不
動
に
し
て
、
之
を
無
と
謂
う
可
し
。
万
物
若
し
無
な
ら
ば
則
ち
応
に
起
こ

る
べ
か
ら
ず
。
起
こ
れ
ば
則
ち
非
無
な
り
。
以
て
縁
起
す
る
故
に
不
無
な
る
こ
と
を
明
ら
む
（
無
は
真
無
に
非
ざ
れ
ば
、

無
な
り
と
雖
も
之
を
無
と
謂
う
可
か
ら
ず
⑹
）。〔(2)17

〕

　

諸
法
の
有
が
真
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
有
と
な
っ
て
常
見
に
堕
し
、
無
が
真
無
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
無
と
な
っ
て
断
見
に

堕
す
〔(2)15

〕。
し
か
る
に
諸
法
は
「
縁
法
⑺
」〔(3)19

ハ
〕
つ
ま
り
無
因
縁
生
法
で
あ
る
か
ら
、
真
有
で
は
な
い
け
れ
ど
も

無
い
の
で
は
な
い
。

　

其
の
有
を
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
有
は
真
生
に
は
非
ず
。
其
の
無
を
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
事
象
は
既
に
形あ

ら

わ
れ
た

り
。
象
の
形
わ
る
れ
ば
即
ち
無
な
ら
ざ
る
も
、
真
に
非
ざ
れ
ば
実
有
な
る
に
非
ず
。
然
ら
ば
則
ち
不
真
空
の
義
は
茲こ

こ

に

顕
わ
る
。〔(2)20

〕

　

故
に
放
光
に
云
わ
く
、
諸
法
は
仮
号
に
し
て
不
真
な
り
、
と
。
譬
え
ば
幻
化
人
の
如
く
、
幻
化
人
無
き
に
は
非
ざ
る

も
、
幻
化
人
は
真
人
に
は
非
ざ
る
な
り
。〔(2)21

〕
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つ
ま
り
不
真
な
る
空
と
は
、
幻
化
の
よ
う
な
事
象
―
―
の
ち
の
幻
有
⑻
―
―
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
肇
論
』
の
中
で
も
般
若
無
知
論
が
最
初
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
縁
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

相
生
は
即
ち
縁
法
な
り
。
縁
法
な
る
が
故
に
非
真
な
り
。
非
真
な
る
が
故
に
真
諦
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
中
観
に
云

わ
く
、
物
は
因
縁
よ
り
し
て
有
り
、
故
に
不
真
、
因
縁
よ
り
し
て
有
ら
ず
。
故
に
即
真
な
り
、
と
。

　

今
は
真
諦
を
真
と
曰
う
、
真
な
れ
ば
則
ち
縁
な
る
に
は
非
ず
。〔(3)19

ハ
〕

　
「
因
縁
」
と
い
う
の
は
、
不
真
空
論
に
、

　

中
観
に
云
わ
く
、
物
は
因
縁
よ
り
す
る
が
故
に
不
有
な
り
、
縁
起
す
る
が
故
に
不
無
な
り
。〔(2)16

〕

と
い
う
よ
う
に
、
物
（
事
象
）
が
縁
法
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
物
は
不
真
（
産
偽
）
で
あ
っ
て
空

で
あ
る
。
し
か
る
に
物
に
は
因
縁
に
か
か
わ
ら
な
い
側
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
真
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
な
る
側
面
で
あ
る
。

む
ろ
ん
肇
論
で
は
真
如
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
原
理
的
な
も
の
は
種
々
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
⑼
が
、
論

理
は
同
じ
体
用
⑽
の
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
原
理
的
な
も
の
の
「
全
体
作
用
」
に
応
じ
て
、
物
は
「
挙
体

全
真
」
で
あ
る
―
―
の
ち
に
い
う
性
起
―
―
か
ら
、
真
実
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
即
真
）
わ
け
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
諸
法
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
不
真
空
義
つ
ま
り
「
即
偽
」
の
面
と
、
挙
体
全
真
つ
ま
り
「
即

真
」
の
面
と
。

　

不
真
空
義
と
は
前
に
見
た
よ
う
に
、
論
法
の
「
有
は
真
有
に
非
ざ
れ
ば
、
有
な
り
と
雖
も
之
を
有
と
謂
う
可
か
ら
ず
」

「
無
は
真
無
に
非
ざ
れ
ば
、
無
な
り
と
雖
も
之
を
無
と
謂
う
可
か
ら
ず
」〔(12)7

〕
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
非
真

有
」
は
「
非
有
」
の
、「
非
真
無
」
は
「
非
無
」
の
本
当
の
意
味
で
あ
っ
た
〔(2)5

〕。

　

し
か
る
に
、

　

有
な
り
と
言
う
は
是
れ
有
を
仮
り
て
以
て
非
無
を
明
ら
め
、（
無
な
り
と
言
う
は
是
れ
）
無
を
借
り
て
以
て
非
有
を
辨
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ず
る
と
為
す
。
此
れ
事
は
一
に
し
て
称
は
二
な
る
な
り
。〔(2)19

〕

と
い
う
。

　

仮
有
以
明
非
無

　

借
無
以
辨
非
有
〔(2)19

〕

　

ま
た
前
に
引
い
た
よ
う
に
、

　

真
諦
以
明
非
有

　

俗
諦
以
明
非
無
〔(2)12

〕

と
い
う
。
つ
ま
り
物
の
有
は
俗
諦
で
あ
り
、
物
の
無
は
真
諦
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
真
空
義
・
即
偽
の
領
域
に

お
い
て
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
有
と
無
と
は
、
事
象
を
認
識
す
る
際
の
基
本
的
な
範
疇
で
あ
る
。
し

か
る
に
涅
槃
無
名
論
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

有
無
の
数
は
、
誠
に
以お

も

ん
み
る
に
法
と
し
て
該
ね
ざ
る
は
無
く
、
理
と
し
て
統
べ
ざ
る
は
無
し
。
然
れ
ど
も
其
の
統

ぶ
る
所
は
、
俗
諦
な
る
の
み
。
経
に
曰
わ
く
、
真
諦
と
は
何
ぞ
や
。
涅
槃
の
道
是
れ
な
り
。
俗
諦
と
は
何
ぞ
や
。
有
無

の
法
是
れ
な
り
、
と
。

　

何
と
な
れ
ば
則
ち
、
有
な
る
者
は
無
に
有
に
し
て
、
無
な
る
者
は
有
に
無
な
れ
ば
な
り
。
無
に
有
な
り
、
所
以
に
有

と
称
し
、
有
に
無
な
り
、
所
以
に
無
と
称
す
。〔(4)16

イ
〕

　

然
ら
ば
則
ち
有
は
無
よ
り
生
じ
、
無
は
有
よ
り
生
ず
。
有
を
離
れ
て
無
は
無
く
、
無
を
離
れ
て
有
は
無
し
。
有
無
は

相
生
な
る
こ
と
其
れ
猶
お
高
下
の
相
い
傾
く
る
が
ご
と
し
。
高
有
ら
ば
必
ず
下
有
り
、
下
有
ら
ば
、
必
ず
高
有
る
な

り
。
然
ら
ば
則
ち
有
無
は
殊
な
る
と
雖
も
、
倶
に
未
だ
有
な
る
こ
と
を
免
れ
ず
。
此
れ
乃
ち
言
象
の
形あ

ら

わ
る
る
所
以

に
し
て
、
是
非
の
生
ず
る
所
以
な
り
。
豈
に
是
れ
以
て
夫
の
幽
極
を
統
べ
、
夫
の
神
道
を
擬は

か

る
者
な
ら
ん
や
。〔(4)16
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ロ
〕

　

ま
ず
「
涅
槃
之
道
」
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
後
に
出
て
来
る
「
神
道
」
と
同
じ
も
の
で
、『
肇
論
』
に
お
け
る
原
理
的
な
も

の
の
呼
び
名
の
一
で
あ
る
。
こ
れ
が
真
諦
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
真
諦
が
即
偽
の
次
元
で
の
そ
れ
で
な
い
こ
と

は
、
有
無
が
俗
諦
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
真
諦
＝
無
」
と
「
俗
諦
＝
有
」
と
が
ま
と
め

て
俗
諦
と
さ
れ
⑾
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
「
道
⑿
」
が
真
諦
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
よ
う
に

「
真
諦
曰
真
」〔(3)19
ニ
〕
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
即
真
の
領
域
に
お
け
る
真
諦
、
い
わ
ゆ
る
第
一
真
諦
の
こ
と
で

あ
る
。

　

第
一
真
諦
無
成
無
得
、
世
俗
諦
故
有
成
有
得
〔(2)11

〕

と
も
い
わ
れ
る
が
、

　

真
諦
曰
真

に
機
械
的
に
合
わ
せ
れ
ば
、

　

俗
諦
曰
偽

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
諸
法
の
即
偽
の
面
す
な
わ
ち
有
相
無
相
の
面
が
世
俗
諦
で
あ
り
、
即
真
の
面
す
な
わ
ち
無
相
⒀

の
面
が
第
一
真
諦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
「
諸
法
を
離
れ
ず
し
て
而
し
て
涅
槃
を
得
」〔(4)28

ハ
〕
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
真
諦
は
有
無
を
離
れ
て
存
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
万
物
を
滌
除
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
不
真
空
の
「
空
」
と
は
「
即
偽
」
の
意
で
あ
る
が
、
即
偽
即
真
で
あ
る
か
ら
「
即
真
」
の
意
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
「
有
＝
俗
諦
」
と
「
無
＝
真
諦
」
と
を
統
べ
る
空
、
第
一
真
諦
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
真
空
で
あ
る
。
不
真
空
―
―
真
な
ら

ざ
る
空
と
は
“
真
空
な
ら
ず
”
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
即
真
の
空
に
対
し
て
即
偽
の
空
を
え
ら
び
取
る
語
で
あ
る
か

ら
、
真
空
と
い
う
概
念
は
当
然
予
想
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
三
諦
は
真
空
に
お
い
て
円
融
す
る
。
劉
遺
民
書
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問
附
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

有
無
の
境
は
辺
見
の
存
す
る
所
に
し
て
、
豈
に
是
れ
処
中
莫
二
の
道
な
ら
ん
や
。〔(3)

附23

ヘ
〕

　
「
処
中
莫
二
之
道
」
と
は
中
道
の
こ
と
で
あ
る
。「
無
＝
真
諦
（
空
諦
）」
と
「
有
＝
俗
諦
（
仮
諦
）」
と
を
統
合
す
る
不
有

不
無
の
第
一
真
諦
・
中
道
第
一
義
諦
⒁
に
当
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
な
る
と
い
う
考
え
の
も
と

で
、
は
じ
め
て
三
諦
説
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
則
ち
玄
道
は
妙
悟
に
在
り
。
妙
悟
は
即
真
に
在
り
。
即
真
な
れ
ば
則
ち
有
無
は
斉
観
せ
ら
る
（
円
融
す
る
か

ら
）。
斉
観
せ
ら
る
れ
ば
則
ち
彼
己
は
二
な
る
莫
し
。
所
以
に
天
地
は
我
と
同
根
に
し
て
、
万
物
は
我
と
一
体
な
り
。

我
に
同
じ
け
れ
ば
則
ち
復
た
有
無
な
る
に
は
非
ず
、
我
に
異
な
れ
ば
則
ち
会
通
に
乖
く
。
所
以
に
出
で
ず
在
ら
ず
し
て

而
し
て
道
は
其
の
間
に
存
す
。〔(4)18

ハ
〕

　
「
玄
道
」
と
は
菩
提
涅
槃
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
妙
悟
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
妙
悟
と
は
即
偽
即
真
つ
ま
り
万
法
こ
そ

第
一
真
諦
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
で
あ
る
。「
然
ら
ば
則
ち
道
は
遠
か
ら
ん
や
、
事
に
触
れ
て
而
し
て
真
な
り
。
聖
は
遠
か
ら

ん
や
、
之
を
体
す
れ
ば
即
ち
神
な
り
」〔(2)27

〕。

注⑴
境
野
哲
『
支
那
仏
教
史
綱
』
一
八
八
頁
。

⑵
こ
の
略
号
は
、
不
真
空
論
第
二
の
第
七
段
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。〔(4)28

ハ
〕
な
ら
ば
、
涅
槃
無
名
論
第
四
の28

ハ
段
で
あ
る
。

⑶
故
に
経
に
云
わ
く
、
色
の
性
空
な
る
は
、
色
の
敗や
ぶ

れ
て
空
な
る
に
は
非
ず
。〔(2)10

〕

⑷
島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
五
頁
以
下
参
照
。

⑸
然
ら
ば
則
ち
万
物
に
は
果
た
し
て
其
の
有
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
其
の
無
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
。
其
の
有
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
故
に
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有
な
り
と
雖
も
而
も
有
に
非
ず
。
其
の
無
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
故
に
無
な
り
と
雖
も
而
も
無
に
非
ず
。
無
な
り
と
雖
も
而
も
無
に
非

ざ
れ
ば
、
無
な
る
者
は
絶
虚
に
非
ず
。
有
な
り
と
雖
も
而
も
有
に
非
ざ
れ
ば
、
有
な
る
者
は
真
有
に
非
ず
。
若
し
有
は
即
ち
真
な
ら
ざ

れ
ば
、
無
は
迹
を
夷の
ぞ

か
ざ
ら
ん
。
然
ら
ば
則
ち
有
無
は
称
は
異
な
る
も
、
其
の
致
は
一
な
り
。〔(2)13

〕

⑹
こ
の
一
句
「
無
非
真
無
、
雖
無
不
可
謂
之
無
矣
」
は
原
文
に
は
な
い
。「
有
非
真
有
、
雖
有
不
可
謂
之
有
矣
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
自

明
の
こ
と
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑺
天
帝
曰
わ
く
、
般
若
は
当は

た
何
に
於
い
て
か
求
め
ん
。
善
吉
曰
わ
く
、
色
中
に
於
い
て
求
む
可
か
ら
ず
、
亦
た
色
中
よ
り
離
れ
て
求
む

可
か
ら
ず
、
と
。
又
た
曰
わ
く
、
縁
起
を
見
る
も
の
は
法
を
見
る
と
為
す
。
法
を
見
る
も
の
は
仏
を
見
る
と
為
す
、
と
。

⑻
『
五
教
章
』
四
に
い
う
「
又
た
彼
の
有
情
は
、
依
他
は
畢
竟
性
空
な
り
と
説
く
を
聞
き
て
、
彼
は
是
れ
不
異
有
の
空
な
る
こ
と
に
達
せ

ず
。
故
に
即
ち
執
し
て
以
て
如
謂
（
言
葉
ど
お
り
）
の
空
な
り
と
為
す
。
是
の
故
に
護
法
等
は
彼
の
謂
空
を
破
し
て
以
て
幻
有
を
存
せ

り
。
幻
有
立
つ
が
故
に
方は
じ

め
て
乃
ち
彼
の
不
異
有
の
空
を
得
た
り
。
若
し
有
の
滅
す
れ
ば
真
空
な
る
に
は
非
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
」

（
大45-501a

）

⑼
経
に
曰
わ
く
、
菩
提
の
道
は
図
度
す
可
か
ら
ず
。
高
く
し
て
而
も
上
無
く
、
広
く
し
て
極
む
可
か
ら
ず
。
淵ふ
か

く
し
て
而
も
下
無
く
、
深

く
し
て
測
る
可
か
ら
ず
。
大
に
し
て
は
天
地
を
包
み
、
細
に
し
て
は
無
間
に
入
る
。
故
に
之
を
道
と
謂
う
、
と
。
然
ら
ば
則
ち
涅
槃
の

道
は
有
無
を
以
て
之
を
得
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。〔(4)14

ヘ
〕

⑽
体
用
の
論
理
と
い
う
の
は
案
外
わ
か
り
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
島
田
虔
次
氏
の
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
九
三
頁
に
、「
宋
学
―

朱
子
学
特
有
の
こ
れ
ら
の
諸
概
念
を
、
体
・
用
の
二
範
疇
の
も
と
に
ま
と
め
て
図
示
」
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
動
静
に
つ
い
て
、

静
を
体
に
、
動
を
用
に
配
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
朱
子
が
「
動
静
を
以
て
体
用
を
分
か
つ
可
か
ら
ず
」
と

い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
九
四
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

太
極
は
自も

是と

よ
り
動
静
を
涵か
ん

す
る
の
理
な
り
、
却か
え

っ
て
動
静
を
以
て
体
用
を
分
つ
可
か
ら
ず
。
蓋
し
静
は
即
ち
太
極
の
体
な
り
、
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動
は
即
ち
太
極
の
用
な
り
。

　

譬
え
ば
扇う
ち
わ子
は
只
だ
是
れ
一
箇
の
扇
子
に
し
て
、
動
揺
す
れ
ば
便
ち
是
れ
用
、
放
下
す
れ
ば
便
ち
体
な
る
が
如
し
。
才わ
ず

か
に
放

下
す
る
時
は
只
だ
是
れ
這
の
一
箇
の
道
理
に
し
て
、
乃
ち
揺
動
す
る
時
も
亦
た
只
だ
是
れ
這
の
一
箇
の
道
理
な
る
な
り
。

　

つ
ま
り
体
中
に
も
動
静
が
あ
り
、
用
中
に
も
動
静
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
動
静
に
よ
っ
て
体
用
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
動
静
一
理
」（『
程
氏
外
書
』
巻
⓬
）
で
あ
る
。

　
　

ま
た
理
一
分
殊
の
説
が
、
体
用
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
妥
当
で
は
な
い
。『
朱
子
語
類
』
六

に
は
、「
以
下
は
体
用
を
論
ず
」
と
あ
る
く
だ
り
の
し
め
く
く
り
に
「
西
銘
に
理
一
分
殊
と
言
う
も
亦
是
れ
此
く
の
如
し
」
と
い
う
。
こ

の
点
の
理
解
不
足
か
ら
「
全
体
大
用
」
と
い
う
事
柄
の
解
釈
が
少
し
ず
れ
て
い
る
。「
完
全
な
る
体
、
偉
大
な
る
用
」（『　

』
八
頁
）

「
す
な
わ
ち
道
の
完
全
な
体
と
そ
の
偉
大
な
用
」（『
大
学
・
中
庸
』
五
九
頁
）
と
さ
れ
る
が
、「
全
体
」
は
「
完
全
な
体
」
で
は
な
く
て

「
体
ま
る
ご
と
・
挙
体
」
の
意
で
「
道
理
全
体
の
偉
大
な
る
作
用
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

こ
の
体
と
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
朱
子
の
説
明
は
完
璧
で
あ
る
か
ら
参
照
し
て
お
こ
う
。
む
ろ
ん
仏
教
学
の
分
野
に
お
い
て
も
有

効
で
あ
る
。『
太
極
図
説
解
附
辯
』
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

若
し
夫
れ
所
謂
る
体
用
一
源
な
る
者
は
、
程
子
の
言
に
し
て
、
蓋
し
已は
な
はだ
密
な
り
。

　

其
の
体
用
一
源
と
曰
う
者
は
、
至
微
の
理
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
沖
漠
無
脱
に
し
て
、
而
も
万
象
は
照
然
と
し
て
已
に
具

せ
り
。
其
の
顕
微
無
間
と
曰
う
者
は
、
至
著
の
象
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
事
に
即
し
物
に
即
し
て
而
し
て
此
の
理
在
ら
ざ
る

は
無
し
。

　

理
を
言
え
ば
則
ち
先
に
体
に
し
て
而
し
て
後
に
用
、
蓋
し
体
を
挙
げ
て
而
し
て
用
の
理
は
已
に
具
せ
り
。
是
れ
一
源
と
為
す
所

以
な
り
。
事
を
言
え
ば
則
ち
先
に
顕
に
し
て
而
し
て
後
に
微
、
蓋
し
事
に
即
し
て
而
し
て
理
の
体
は
見
る
可
し
。
是
れ
無
間
と
為

す
所
以
な
り
。
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然
ら
ば
則
ち
所
謂
る
一
源
な
る
者
は
、
是
れ
豈
に
漫
り
に
精
祖
先
後
の
言
う
可
き
も
の
無
か
ら
ん
や
。
況
ん
や
既
に
体
立
ち
て

而
し
て
後
に
用
行
わ
る
と
曰
う
を
や
。
則
ち
亦
た
先
に
此
（
＝
体
）
有
り
て
而
し
て
後
に
彼
（
＝
用
）
有
る
こ
と
を
嫌
わ
ん
や
。

　
　

直
前
に
引
い
た
『
語
類
』
九
四
の
例
を
用
い
れ
ば
、
体
は
太
極
（
原
理
的
な
も
の
）
の
本
体
で
あ
り
、
用
は
太
極
の
作
用
で
あ
る
。

こ
れ
を
「
体
用
一
源
」
と
い
う
。「
至
微
之
理
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
い
う
理
体
の
こ
と
で
、
無
形
無
相
で
あ
っ
て
形
而
上
の
存
在
で

あ
る
が
、
し
か
し
「
万
象
照
然
已
具
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
で
い
う
理
具
性
具
に
当
る
。

　
　

こ
の
理
具
の
考
え
を
心
に
適
用
す
れ
ば
、「
一
性
渾
然
と
し
て
、
道
義
全
具
」（『
朱
子
文
集
』
三
二
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
積
集

す
る
こ
と
既
に
多
け
れ
ば
、
自
ら
当
に
脱
然
と
し
て
貫
通
す
る
処
有
ら
ん
」「
積
習
多
き
の
後
、
自
然
に
通
貫
せ
ん
」「
今
日
明
日
、
積

累
す
る
こ
と
既
に
多
け
れ
ば
、
則
ち
胸
中
自
然
に
貫
通
せ
ん
。
此
く
の
如
け
れ
ば
則
ち
心
即
理
、
理
即
心
に
し
て
、
動
客
周
施
、
理
に

中あ
た

ら
ざ
る
は
無
し
」（『
語
類
』
一
八
）
と
い
う
悟
境
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
王
陽
明
が
し
ば
し
ば
「
人
の
胸
中
に
は
各
お
の
箇
の

聖
人
有
り
、
只
だ
自
信
不
及
に
し
て
都
べ
て
自
ら
埋
倒
し
て
了
れ
り
」（『
伝
習
録
』
下
七
）
と
言
っ
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。

　
　
「
顕
微
無
間
」
と
は
、
事
用
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
形
而
下
の
万
象
と
、
形
而
上
の
理
体
と
が
ぴ
た
り
一
枚
だ
と
い
う
こ
と
で
、
万
象

の
方
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
事
事
物
物
に
理
体
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
用
一
源
と
い
う
の
は
、
体
と
用
と

の
出
ど
こ
ろ
が
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
顕
微
無
間
と
い
う
の
は
、
体
と
用
と
が
不
可
分
―
―
体
用
無
二
（『
大
乗
止
観
法
門
』
二
、

大46-650b

）、
体
用
不
二
（『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
下
、
同-718a
）
―
―
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
不

可
分
で
あ
る
か
ら
分
別
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
説
明
を
加
え
る
と
き
に
は
、
便
宜
的
に
「
体
」
を
優
先
す
る
と
い

う
の
が
以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑾
『
法
華
玄
義
』
三
下
に
い
う
「
幻
の
有
無
を
俗
と
為
し
、
不
有
不
無
を
真
と
為
す
も
の
は
、
有
無
は
二
な
る
が
故
に
俗
と
為
し
、
中
道

は
不
有
不
無
な
れ
ば
真
と
為
す
。
二
乗
は
此
の
真
俗
を
聞
き
て
倶
に
皆
な
解
せ
ず
」（
大33-703b

）。



12

空から真空へ（古賀 英彦）

⑿
応
会
之
道
〔(3)26

〕、
寂
滅
之
道
〔(3)

附23

ヘ
〕、
莫
二
之
道
〔(3)

附23

ヘ
〕、
絶
言
之
道
〔(3)

附23

リ
〕、
無
名
之
道
〔(4)14

ニ
〕、

菩
提
之
道
〔(4)14

ヘ
〕、
究
竟
之
道
〔(4)19

〕、
玄
道
〔(4)6

〕、
仏
道
〔(4)30

ヘ
〕。

⒀
夫
れ
智
は
所
知
を
知
り
て
相
を
取
る
を
以
て
、
故
に
知
と
名
づ
く
。
真
諦
は
自
ら
無
相
な
れ
ば
、
真
智
は
何
に
由
り
て
か
知
ら
ん

〔(3)19

ハ
〕。

 

請
う
夫
の
有
無
を
陳
ぶ
る
者
を
詰
ら
ん
。
夫
れ
智
の
生
ず
る
や
、
相
内
に
極
ま
る
。
法
は
本
よ
り
無
相
な
れ
ば
、
聖
智
は
何
を
か
知
ら

ん
〔(3)
附23
チ
〕。

⒁
『
摩
訶
止
観
』
三
下
に
い
う
「
但
空
と
不
但
空
と
合
す
る
時
、
祇
だ
是
れ
一
真
諦
な
る
も
、
離
す
る
時
は
両
真
諦
と
成
り
て
、
三
蔵
蔵

と
異
な
る
。
彼
の
三
蔵
の
第
三
諦
は
、
但
だ
中
道
の
名
有
る
の
み
に
し
て
別
体
無
し
。
眼
に
別
見
無
く
、
智
に
別
智
無
し
。
今
は
則
ち

爾
ら
ず
、
第
三
諦
も
亦
た
真
諦
と
名
づ
く
。
亦
た
中
道
第
一
義
諦
と
も
名
づ
け
、
別
体
と
別
見
と
別
智
有
り
」〔
大46-28a

〕。


