
〈
研
究
論
文
7

〉

自
己
認
識
（
∞
〈
釦
∞
州
民
ロ
〈

O
色
町
出
回
白
）

と
主
観
性

自
己
認
識
と
自
己
意
識

本
稿
は
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
プ
主
義
の
マ
ニ
ア
ェ
ス
ト
「
身
体
化
さ
れ
た
心
』

の
著
者
の
一
人
で
あ
り
、
認
知
科
学
と
現
象
学
の
研
究
で
著
名
な
E
・
ト

ン
プ
ソ
ン
（
尽
き
叶
『
5
5℃
8
ロ
）
の
論
考
公
∞
丘
小
Z
o白
色
3
Z
2吋
5
ミ
山
口
弘

刃
包
2
2
m
〉
認
知
円

g
gヘ
を
手
が
か
り
に
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
主
観

性
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

最
初
に
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
自
己
認
識
（
2
S
5
5含
g
－防止小

ω
S『

g
g印w
自
証
）
の
概
念
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
比
較
対
象
と

な
る
現
象
学
に
お
け
る
自
己
意
識
（
白
色

8
5巳
2
3
2印
）
と
の
異
同
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

自
己
意
識
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
私
が
外
的
対
象
1

1
椅
子
、
栗

の
木
、
朝
日
ー
ー
を
意
識
的
に
知
覚
す
る
す
べ
て
の
場
合
に
関
し

て
、
完
全
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
識
的
に

護

真

也

山

知
覚
す
る
こ
と
は
単
に
知
覚
対
象
を
意
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
対

象
の
経
験
に
馴
染
む
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
と

は
、
そ
の
最
も
原
始
的
で
恨
本
的
な
形
式
に
お
い
て
は
、
単
純
に
、

経
験
的
生
が
一
人
称
的
に
顕
現
し
続
け
る
こ
と

2
5も
3
0
5一

2
3
5
2怠
g
。rx芳江
g
E
一
号
）
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

対
象
知
覚
の
場
面
に
て
、
知
覚
主
体
に
間
有
の
経
験
を
自
覚
す
る
こ
と

が
自
己
意
識
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
仏
教
認
識
論
で
は
、
色
の
視
覚
的
知

覚
な
ど
の
経
験
は
、
そ
の
瞬
間
の
心
に
抱
援
対
象
の
形
象
（
拘
芯
芝
嬰
雪
印
）

が
現
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
心
が
そ
の
把
握
者
の
形

Q
B
E
E
r帥
E
）
で

現
れ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
目
前
の
青
を
見

る
と
き
、
青
と
い
う
対
象
像
が
心
に
浮
か
ぶ
と
同
時
に
、
そ
れ
を
捉
え
る

心
が
自
覚
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
そ
の
瞬
間
の
心
が
そ
の
心
そ
の
も
の
を
回

帰
的
に
認
識
す
る
と
い
う
自
己
認
識
な

g
g召
志
向
討

E
）
の
構
造
が
認
め

ら
れ
る
。
知
覚
の
な
か
に
知
覚
経
験
の
自
覚
と
い
う
契
機
を
も
織
り
込
ん
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で
い
る
点
に
、
現
象
学
が
言
う
自
己
意
識
と
の
類
似
性
が
あ
る
。

両
者
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
こ
の
二
つ
に
あ
る
「
前

反
省
的
」
（
勺
5
4伶
P
2
Zめ
）
な
性
格
が
挙
げ
ら
れ
る
。
意
識
の
高
階
説

（出一
m
F
2
0丘
2
3
8ミ
え
の
。
5
8
5
5回
明
）
と
し
て
知
ら
れ
る
立
場
か
ら

は
、
一
階
の
経
験
は
二
階
に
あ
る
高
階
の
知
覚
あ
る
い
は
高
階
の
思
考
に

よ
り
反
省
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
象
学
の
主

張
で
は
、
知
覚
経
験
は
後
続
の
認
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
前
反
省

的
に
意
識
化
さ
れ
る
。

前
反
省
的
な
い
し
非
観
察
的
自
己
意
識
に
お
い
て
、
経
験
は
対
象
と

し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
主
観
的
経
験
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の

見
方
に
よ
る
と
、
私
の
志
向
的
経
験
は
体
験
さ
れ
て
は
い
る
が
、
対

象
化
さ
れ
た
仕
方
で
は
現
れ
な
い
。
そ
れ
は
見
ら
れ
も
、
聞
か
れ
も
、

考
え
ら
れ
も
し
な
い
。

前
反
省
的
な
自
己
意
識
は
、
高
階
説
が
言
う
よ
う
な
内
的
知
覚
や
概
念

的
認
識
と
は
無
縁
で
あ
る
。
一
方
、
仏
教
認
識
論
の
場
合
で
も
、
自
己
認

識
は
知
覚
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
知
覚
の
定
義
で
あ
る

「
概
念
的
構
想
を
離
れ
た
も
の
」
（
宮
一
宮

E
3舎
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
仏
教
認
識
論
の
思
想
家
た
ち
が
自
己
認
識
を
諮
る
と
き
、
彼
ら
の

念
頭
に
は
、
他
学
派
の
者
た
ち
が
言
う
「
認
識
は
後
続
す
る
別
の
認
識
に

よ
り
把
握
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
へ
の
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
。
こ
の
対
論

者
説
は
、
意
識
の
高
階
説
を
幼
備
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
え
方

は
無
限
後
退
の
過
失
を
招
く
点
が
批
判
さ
れ
る
。

ま
と
め
よ
う
。
現
象
学
で
言
う
自
己
意
識
と
仏
教
で
言
う
自
己
認
識
に

は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、
両
者
が
と
も
に
知
覚
経
験
の
な

か
で
、
そ
の
対
象
の
み
な
ら
ず
対
象
把
握
の
経
験
そ
の
も
の
も
自
覚
さ
れ

る
と
す
る
点
、
二
つ
に
は
、
そ
の
自
覚
が
前
反
省
的
な
認
識
と
し
て
理
解

さ
れ
て
お
り
、
高
階
の
知
覚
や
思
考
に
よ
っ
て
概
念
的
に
理
解
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
象
学
で
言
う
「
自
己
」
と

仏
教
認
識
論
の
「
自
己
認
J

誠
」
（
2
2
5
5含
E
）
が
一
言
う
「
自
己
」
（
田
平
）

と
の
相
違
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
後
者
が
言
う
「
自
己
．
一
と
は
、
瞬

間
的
に
成
立
す
る
認
識
そ
れ
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
」
と
し

て
呼
ば
れ
る
何
か
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
主
観
性
の
成

立
根
拠
と
い
う
点
で
興
味
深
い
一
致
を
見
せ
る
。
こ
の
点
が
ト
ン
プ
ソ
ン

論
文
の
主
題
で
あ
り
、
ま
た
、
本
論
文
が
取
り
組
む
主
題
で
も
あ
る
。
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想
起
に
基
づ
く
論
証
を
め
ぐ
る
ト
ン
プ
ソ
ン
の
考
察

仏
教
認
識
論
で
言
う
自
己
認
識
を
再
解
釈
す
る
た
め
に
、
ト
ン
プ
ソ
ン

は
、
「
想
起
に
基
づ
く
論
証
」
に
着
目
す
る
。
想
起
に
基
づ
く
論
証
と
は
、

仏
教
認
識
論
の
確
立
者
で
あ
る
デ
イ
グ
ナ
！
ガ
（
g
m
E
m
p
の－

h
F
8
1

忠
O
）
が
、
そ
の
主
著
『
認
識
論
集
成
』
（
可
送
還
念
S
Q
S
R
S
E）
に
お
い

て
、
自
己
認
識
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
提
示
し
た
議
論
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
ト
ン
プ
ソ
ン
に
よ
り
次
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
る
。

昨
日
の
青
空
を
想
起
す
る
と
き
、
人
は
単
に
〈
青
空
〉
を
想
起
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
〈
青
空
を
見
る
こ
と
〉
（
町
内
包
話
予
三
u
E
2
S）

を
想
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、
自
分
が
先
に
見
た
対
象
だ
け

で
な
く
、
〈
見
る
〉
と
い
う
知
覚
経
験
も
想
起
す
る
。



先
行
す
る
知
覚
経
験
を
想
起
す
る
た
め
に
、
第
三
の
認
識
は
必
要

と
さ
れ
な
い
。

甲
の
想
起
の
た
め
に
は
、
そ
の
甲
は
先
に
経
験
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

想
起
さ
れ
る
も
の
の
諸
特
性
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
知
覚
経
験
の
諸

特
性
を
原
因
と
す
る
。

そ
れ
故
、
知
覚
経
験
は
、
知
覚
対
象
だ
け
で
な
く
、
知
覚
経
験
そ

の
も
の
の
経
験
（
H
自
己
認
識
）
を
含
む
。

「
認
識
論
集
成
』
の
実
際
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
前
提
四
に
対
応
す

る
議
論
が
デ
イ
グ
ナ

i
ガ
の
議
論
に
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ

る
も
の
の
、
右
記
の
要
約
は
概
ね
的
確
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ン
プ
ソ
ン
が
こ

れ
を
最
善
の
説
明
の
た
め
の
推
論
（
吉
宮

g
s
g
吾作

Z
民
民
主

g包
g
）

の
一
種
と
み
な
し
た
点
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、
想
起
の
際
に
、
先
行
す

る
知
覚
対
象
の
み
な
ら
ず
知
覚
経
験
も
想
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

（
前
提
三
に
よ
り
）
先
行
す
る
知
覚
経
験
も
経
験
（
自
覚
）
さ
れ
る
こ
と

を
含
意
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
知
覚
経
験
と
同
時
に
起
き
る
か
、
そ
れ
と

は
別
の
認
識
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
両
者

を
比
較
す
れ
ば
、
後
者
の
不
合
理
性
（
無
限
後
退
の
過
失
）
が
浮
か
び
上

が
る
た
め
、
前
者
の
方
が
よ
り
好
ま
し
い
説
明
と
結
論
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
論
証
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
内
部
で
も
、
様
々
な
反
論

が
提
示
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
本
稿
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
前
提
一
の

妥
当
性
は
疑
わ
し
い
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
私
た
ち
は
確
か
に
、
今
日
、

「
昨
日
見
た
青
空
」
を
想
起
す
る
。
だ
が
、
そ
の
と
き
、
「
（
自
分
が
）
青

四五

空
を
見
た
」
と
い
う
知
覚
経
験
も
想
起
し
て
い
る
と
本
当
に
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
対
し
て
、
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
現
象
学

の
議
論
を
応
用
す
る
こ
と
で
応
答
す
る
。

フ
ッ
サ
l
ル
は
現
在
と
過
去
と
い
う
現
象
的
な
時
間
の
区
別
が
可
能

に
な
る
の
は
、
想
起
と
い
う
現
在
の
行
為
が
当
該
の
対
象
と
先
に
消

え
た
意
識
を
喚
起
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
と
言
う
。
（
中
略
）
現
在

想
起
さ
れ
て
い
る
対
象
が

〈過
去
性
〉
と
い
う
特
質
を
も
っ
理
由
は
、

想
起
と
い
う
意
識
が
二
つ
の
異
な
る
志
向
的
行
為
安
定

E
S包
主
）

か
ら
成
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
こ
つ
と
は
、
過
去
の
対
象

を
振
り
返
る
と
い
う
現
在
の
行
為
と
そ
の
対
象
に
対
す
る
過
去
の
知

覚
（
行
為
）
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
想
起
は
過
去
の
知
覚
を
実
際

に
含
む
わ
け
で
は
な
い
。
想
起
は
過
去
の
知
覚
を
あ
く
ま
で
も
志
向

的
に
（
吉

5
邑

0
5－
守
）
含
む
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
想
起
と
い
う
経
験

は
意
識
の
二
重
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
対
象
を
意
識
的
に
再

現
前
化
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
、
過
去
の
意
識
も
意
識
的
に
再
現
前

化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
重
化
こ
そ
が
「
過
去
の
も
の
は
現

在
、
想
起
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
ら
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
現
在
と
は
切

り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
づ
け

る。
フ
ッ
サ
1
ル
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
想
起
が
知
覚
経
験
の
意
識
化
を

含
む
と
い
う
点
に
あ
る
。
今
、
昨
日
の
青
空
を
想
起
す
る
と
き
、
青
空
の

知
覚
を
再
体
験
す
る
こ
と
で
、
そ
の
出
来
事
が
過
去
の
も
の
と
な
る
。
あ

る
出
来
事
は
、
そ
の
客
観
的
な
時
間
軸
に
従
っ
て
「
過
去
」

と
さ
れ
る
の

自己認識（svasaqwedana）と主観性139 I 



で
は
な
く
、
そ
の
知
覚
経
験
を
再
体
験
す
る
想
起
に
よ
り
〈
過
去
性
〉
を

付
与
さ
れ
る
。

ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
想
起
か
ら
の
論
証
を
補
完
す
る
た
め
に
フ
ッ
サ
！
ル

の
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
彼

は
、
現
象
学
に
お
け
る
自
己
宮
内
一
『
）
と
自
我
（

ao）
と
の
区
別
を
参
照

す
る
こ
と
で
、
仏
教
を
「
自
我
を
否
定
す
る
が
、
自
己
を
肯
定
す
る
」
立

場
と
み
な
す
こ
と
を
提
唱
す
る
。
現
象
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
前
反

省
的
意
識
に
は
主
体
と
し
て
の
自
己
（
m
Z
O

が
現
れ
、
反
省
的
意
識
が

働
く
と
き
に
自
我
（
mmo
）
が
構
成
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
を
仏
教
に
あ

て
は
め
れ
ば
、
仏
教
認
識
論
が
言
う
自
己
認
識
（

m
g
g
B
Z含
g
）
も
主

観
性
の
根
拠
と
な
る
自
己
（
明
巳
司
）
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
仮

に
そ
の
よ
う
な
自
己
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仏
教
徒
の
無
我
説
と

十
分
に
両
立
可
能
で
は
な
い
の
か
。
無
我
説
は
サ
ル
ト
ル
が
一
言
う
と
こ
ろ

の
自
我
（
ゆ
問
。
）
1

1
対
象
と
し
て
の
自
己
ー
ー
ー
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
一
人
称
的
な
経
験
を
保
証
す
る
自
己
（
∞
巳
『
）
ま
で
も
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

有
形
象
認
識
論
と
主
観
性

ト
ン
プ
ソ
ン
の
試
み
は
、
比
較
哲
学
の
優
れ
た
実
践
で
あ
り
、
そ
の
立

論
は
説
得
性
に
富
む
。
だ
が
、
仏
教
認
識
論
の
立
場
か
ら
敢
え
て
一
つ
の

問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
彼
が

反
表
象
主
義
主
主
・
5
官

g
g
g
a
o
g一
一
∞
ヨ
）
の
立
場
を
前
提
と
し
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ト
ン
プ
ソ
ン
も
共
著
者
の
一
人
で

「
身
体
化
さ
れ
た
心
」
心
を
表
象
を
介
し
た
外
部
世
界
と
の

入
力
l
出
力
の
図
式
で
捉
え
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
心
を
身
体
や
環
境
と

相
即
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
エ
ナ
ク
テ
ィ
ブ
主
義
の
見
方
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
反
表
象
主
義
は
、
そ
の
立
場
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
q

こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
認
識
論
の
基
本
的
立
場
は
あ
る
種
の
表
象
主

義
、
す
な
わ
ち
、
有
形
象
認
識
論
（
包
冨
『
＆

B
D君
主
ω
）
に
あ
る
。
こ

の
立
場
で
は
、
外
部
世
界
か
ら
因
果
的
に
生
み
出
さ
れ
る
形
で
、
あ
る
い

は
、
心
の
潜
在
的
な
印
象
か
ら
形
成
さ
れ
る
形
で
、
把
握
対
象
の
形
象
と

呼
ば
れ
る
心
的
形
象
が
心
に
生
じ
る
。
瞬
間
毎
に
生
成
消
滅
す
る
心
に

は
、
常
に
、
こ
の
把
握
対
象
（
所
取
）
の
形
象
が
現
れ
、
同
時
に
、
心
そ

れ
自
体
が
そ
れ
を
把
握
す
る
も
の
（
能
取
）
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
を
心

の
二
相
性
と
呼
ぶ
。
仏
教
認
識
論
で
自
己
認
識
を
論
じ
る
際
、
心
の
二
相

性
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ト
ン
プ
ソ
ン
が
そ
の
議
論

か
ら
有
形
象
認
識
論
の
要
素
を
敢
え
て
捨
象
し
た
こ
と
は
、
仏
教
認
識
論

の
本
来
の
議
論
か
ら
見
れ
ば
逸
脱
で
あ
り
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

で
は
、
有
形
象
認
識
論
の
立
場
か
ら
、
想
起
に
お
い
て
、
先
行
す
る
知

覚
経
験
そ
の
も
の
が
捉
え
ら
れ
る
必
然
性
は
説
明
で
き
る
の
か
。
こ

の
点
、
デ
イ
グ
ナ
！
ガ
の
後
継
者
で
あ
る
ダ
ル
マ
キ
！
ル
テ
イ

（ロ

E
5毎
回
三
。
・

8
0
1
8
0）
は
、
音
の
知
覚
を
例
に
と
り
、
瞬
間
毎
の

音
に
対
応
す
る
聴
覚
か
ら
、
そ
れ
ら
を
最
後
に
一
連
の
メ
ロ
デ
ィ
と
し
て

想
起
す
る
認
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
想
起
に
は
、
先
行
す

る
知
覚
の
対
象
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
一
体
の
知
覚
経
験
も
浮
か
ぶ
こ
と

は
、
「
認
識
論
評
釈
』
（
可
否

sbさ
sbミ
お
お
）
第
三
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ

あ
る

で
は
、
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ら
れ
る
。《

（
先
の
知
覚
経
験
の
な
か
で
）
対
象
と
対
象
認
識
と
い
う
両
者
は
、

明
白
な
違
い
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
ど
う
し
て
、
後

に
、
両
者
が
別
個
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
》

あ
る
瞬
間
の
音
を
捉
え
る
と
き
、
そ
の
瞬
間
の
認
識
に
は
、
そ
の
音
の

心
象
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
認
識
そ
の
も
の
が
、
そ
の
音
を
捉
え
る

も
の
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
一
に
し
て
不
可
分
の
認
識
が
、
一
面

で
は
、
音
の
対
象
像
（
把
握
対
象
の
形
象
）
と
し
て
現
れ
、
一
面
で
は
、

そ
れ
を
捉
え
る
も
の
（
把
握
主
体
）
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
有
形
象
認
識

論
の
立
場
か
ら
は
、
対
象
像
の
み
が
独
立
し
て
想
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
原
理
的
に
あ
り
得
な
い
た
め
、
前
提
一
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

残
さ
れ
た
問
題
は
、
知
覚
経
験
の
主
観
性
、
な
ら
び
に
そ
の
主
観
性
の

根
拠
と
な
る
自
己
（
2
5
が
有
形
象
認
識
論
の
立
場
か
ら
ど
う
扱
わ
れ

る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で

は
二
点
を
考
察
す
る
。
一
つ
は
、
自
己
認
識
が
自
己
と
他
者
と
を
分
け
る

メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
点
、
も
う
一
つ
は
、
仏
教
認
識

論
に
お
い
て
自
己
に
相
当
す
る
何
か
を
－
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
仏
教
で
言
う
自
己
認
識
は
、

あ
る
瞬
間
の
心
が
そ
れ
自
身
を
回
帰
的
に
認
識
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ

れ
て
お
り
、
主
観
性
の
成
立
の
契
機
と
い
う
観
点
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
考
察

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
例
え
ば
、
ダ
ル
マ
キ
i
ル
テ
ィ
の
「
認
識

論
評
釈
』
第
三
章
四
五
五
｜
四
五
九
偽
の
議
論
で
は
、
他
者
の
心
を
直
接

的
に
知
覚
す
る
ヨ
！
ガ
行
者
の
直
観
と
対
照
さ
れ
る
形
で
自
己
認
識
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
認
識
は
い
ず
れ
も
他
者
の
心
に
対
す
る
直
接
的

な
知
覚
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
て
も
、
前
者
は
他
者
の
心
を
所
縁

（伽

E
g
g
s）
と
し
て
志
向
的
な
関
係
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

自
己
認
識
の
方
は
、
「
認
識
と
い
う
本
体
が
自
ず
か
ら
鮮
明
に
な
る
こ
と
」

（E
S似

i
E
f
m
gヨ
ヨ
若
宮
芝
川
）
と
い
う
現
象
的
性
格
を
持
つ
。
同
様
の

視
点
は
、
想
起
に
基
づ
く
論
証
に
関
す
る
解
説
を
閉
じ
る
「
認
識
論
評
釈
』

第
三
章
五
三
八
備
で
も
強
調
さ
れ
る
。

《
も
し
「
自
身
で
経
験
し
た
も
の
は
（
明
確
な
）
知
覚
対
象
で
あ
る

が
、
他
人
が
経
験
し
た
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
言
う
の
な
ら
、

そ
う
言
う
（
自
他
の
経
験
の
区
別
）
を
可
能
に
す
る
「
自
身
で
経
験

し
て
い
る
」
伊
丹
吉
宮

Z
Z包
）
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
（
自
己
認
識
以

外
の
手
段
で
一
体
）
ど
う
や
っ
て
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
》

私
た
ち
は
日
常
的
に
、
自
分
自
身
の
経
験
と
他
人
の
経
験
と
を
明
確
に

区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
当
人
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
察

す
る
ま
で
も
な
く
自
明
で
は
な
い
か
と
問
い
掛
け
る
。
だ
が
、
そ
の
根
拠

は
実
は
自
明
で
は
な
い
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
自
他
の
経
験
の
区
別

を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
の
は
自
己
認
識
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ

る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
な
行
為
や
認
識
を
行
う
主
体
が
他
者
と
は
異
な
る

存
在
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
は
、
瞬
間
毎
に
生
滅
す
る
認
識
が
自
己
認
識

を
通
し
て
、
そ
れ
自
身
に
固
有
の
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
、
ダ
ル
マ
キ
！
ル
テ
イ
が
考
え
る
、
主
観
性
の
成
立
根
拠

自己認識（svasarpvedana）と主観性141 I 



で
あ
る
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
次
に
、
仏
教
認
識
論
に
お
け
る
自
己
（
防
止
『
）

の
問
題
に
移
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、
ト
ン
プ
ソ
ン
は
想
起
か
ら
の
論
証
の

欠
点
を
現
象
学
で
補
完
し
た
上
で
、
そ
の
帰
結
と
し
て
（
現
象
的
）
自
己

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
の
有
用
性
を
説
い
た
。
だ
が
、
有
形
象
認
識
論
の

立
場
か
ら
も
想
起
か
ら
の
論
証
の
前
提
は
確
保
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
よ
う

な
自
己
を
認
め
る
必
然
性
は
も
は
や
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
主
観
性
の
成

立
根
拠
を
自
己
認
識
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
「
自
己
」
と
は
言
わ
な
い

ま
で
も
、
そ
こ
に
一
人
称
的
経
験
を
保
証
す
る
何
か
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
何
か
」
に
相
当
す
る
も
の
を
仏
教
認
識
論

の
議
論
の
な
か
に
求
め
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
心
の
輝
き
」

（℃
E
E
E）
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
自
己
認
識
と
い
う

概
念
が
イ
ン
ド
仏
教
史
の
な
か
に
登
場
し
た
背
景
に
は
、
心
を
灯
火
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
警
え
る
考
え
が
あ
っ
た
。
特
に
デ
イ
グ
ナ
！
ガ
や
ダ
ル

マ
キ
l
ル
テ
ィ
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
経
量
部
の
見
解
で
は
、
心
は
灯

火
の
よ
う
に
、
自
ら
を
輝
か
せ
、
対
象
と
な
る
も
の
を
照
ら
し
出
す
と
考

え
ら
れ
た
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
詩
節
で
、
自
己
認
識
を
「
心
の

輝
き
」
と
し
て
表
現
す
る
。

《
（
・
：
）
我
々
に
と
っ
て
、
認
識
は
〈
輝
き
〉
を
本
性
と
し
て
、
自
ら

で
輝
き
出
す
。
そ
れ
以
外
の
も
の
（
H
対
象
と
な
る
も
の
）
は
、
こ

の
中
に
（
自
ら
の
）
相
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、

〈輝
く
も
の
〉
と

な
り
、
輝
き
出
す
。
》

仏
教
認
識
論
に
と
っ
て
、
主
観
性
の
成
立
根
拠
と
な
る
べ
き
自
己
認
識

を
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
心
の
輝
き
に
行
き
着
く
。
そ
の
輝
き
は
、

対
象
把
握
の
瞬
間
毎
に
、
（
前
反
省
的
に
）
自
覚
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
が
、
煩
悩
の
汚
れ
が
あ
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ

に
経
験
の
主
体
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
仮
に
設
定

さ
れ
る
「
仮
我
」
、
ト
ン
プ
ソ
ン
な
ら
ば
「
自
我
」
（
伶
問
。
）
と
呼
ぶ
で
あ

ろ
う
存
在
で
あ
る
。
隈
想
な
ど
の
修
行
に
よ
り
煩
悩
の
曇
り
を
取
り
除
か

れ
た
と
き
は
じ
め
て
、
私
た
ち
は
、
経
験
の
主
体
で
あ
る
心
の
本
性
を
知

る
。
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《
こ
の
心
は
、
本
来
、
光
り
輝
く
。
様
々
な
汚
れ
は
偶
有
的
な
も
の

で
あ
る
。
》

光
り
輝
く
心
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
が
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
こ

か
ら
次
の
間
い
が
生
ま
れ
る
ー
ー
そ
の
光
り
輝
く
心
は
一
体
「
誰
に
」
帰

属
す
る
の
か
。
ト
ン
プ
ソ
ン
が
言
う
「
自
己
」
は
、
そ
の
一
つ
の
答
え
に

な
り
得
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
自
他
不
二
の
観
点
か
ら
、
「
そ

れ
は
誰
に
も
帰
属
し
な
い
」
と
答
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
後
者

の
答
え
は
、
主
観
性
の
問
題
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
観
性

の
問
題
に
向
き
合
い
続
け
な
が
ら
、
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
光

り
輝
く
、
瞬
間
的
な
知
覚
経
験
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
光
源
と
な
る
べ
き

何
か
を
求
め
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
探
究
の
た
め
に
は
、

自
己
認
識
論
を
さ
ら
に
詳
細
に
展
開
し
た
後
期
イ
ン
ド
仏
教
認
識
論
の
議

論
へ
の
参
照
が
不
可
欠
な
の
だ
が
、
こ
の
大
き
な
テ
！
マ
は
今
後
の
課
題

と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
。
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ソ
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草
稿
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
側
所
は
フ
ッ
サ

l
ル
自
身
が
後
に
克
服
す
る
こ
と
に
な
る
考
え
方
を
述
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ソ
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あ
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あ
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摘
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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収
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。
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