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ヨ
l
ガ
哲
学
に
お
け
る
苦
の
問
題

|
|
ヨ
l
ガ
ス

i
ト
ラ
研
究

" 一一-
'--J 

樫

尾

慈

A斗-4

見

今
回
は
ス

l
ト
ラ
第
二
章
の
前
半
を
概
観
し
よ
訂

F

第
二
章
は
次
の
よ
う
な
句
を
も
っ
て
始
ま
る
。

一一H

苦
行
・
読
諦
・
自
在
神
帰
依
は
、

ク
リ
ヤ
l
ヨ
l
ガ
(
門
昌
品
印
〈
邑

F
3苫
雪
印

HaH怠
正

Z
5
5
E
3可
o
m
品)。

自
在
神
帰
依
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
一
章
に
言
及
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
オ

l
ン
」
を
低
く
静
か
に
繰
り
か
え
し
唱
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「オ
l
ン
」
は
無
意
味
な
声
音
と
は
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
繰
り
か
え
し
て
唱
え
る
こ
と
は
そ
れ
の
表
示
対
象
、
自
在
神
を
観
想
す
る
こ

と
に
な
る
。
自
在
神
帰
依
の
実
質
は
こ
う
で
あ
る
(
了
二
八
)
が
、
「
オ
1
ン
」
を
唱
え
る
と
い
う
行
為
(
儀
礼
)
そ
の
も
の
は
読
調
と

い
わ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヴ
ィ
ヤ
1
サ
は
二
日
一
の
註
解
の
な
か
で
、
読
諦
と
は
「
オ
1
ン
」
等
の
潔
斎
の
詞
を
低
く
唱
え

る
こ
と
、
も
し
く
は
解
脱
の
教
典
を
請
習
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ヤ
l
サ
は
ま
た
教
典
と
自
在
神
と
の
結
び
つ
き
は
無

始
永
遠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
ロ
ず
れ
に
し
て
も
読
諦
と
自
在
神
帰
依
と
の
聞
に
は
密
接
な
連
闘
が
存
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
苦
行
と
は
何
か
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
苦
行
の
内
容
に
つ
い
て
註
解
は
具
体
的
な
説
明
は
何
も
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
既
知

の
も
の
、
世
間
周
知
の
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
ス

l
ト
ラ
の
立
場
は
そ
う
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
『
解
明
』

で
は
、
法
典
の
定
め
る
断
食
行
な
ど

(
E
S
E
R
g
e
d右
足
仲
)
、
寒
暑
な
ど
の
対
立
に
耐
え
る
こ
と
が
苦
行
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
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う
に
み
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
苦
行
と
い
え
ば
非
常
に
激
し
い
も
の
、
熱
苦
を
生
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
ヴ
ァ

l
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
は
こ
の
点
を
顧
慮
し
て
、
苦
行
は
身
体
組
織
の
平
衡
状
態
を
破
ら
ぬ
範
囲
で
の
み
行
わ
れ
る
べ

き
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
苦
行
が
狭
い
意
味
の
身
体
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
身
体
の
問
題
は
読
請
と
い
う
言
語
活
動
に
か
か
わ
る
。
ス
ー
ト
ラ
一
了
一
の
苦
行
は
か
り
に
も
読
請
を
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
読
諦
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
苦
行
と
読
語
、

そ
れ
に
自
在
神
帰
依
は
、

身
体
|
言
語
|
精
神
と
い
う
関
係
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ク
リ
守
!
と
は
行
為
の
謂
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
単
に
行
為
一
般
で
は
な
い
。
そ
れ
は
或
る
規
則
の
も
と
に
行
わ
れ
、
周
期
を

も
っ
て
繰
り
か
え
し
行
わ
れ
る
。
自
ず
か
ら
慣
習
化
伝
統
化
固
定
化
さ
れ
た
宗
教
的
な
動
作
、
儀
礼
を
意
味
す
る
。
苦
行
も
読
詞
も
自

在
神
帰
依
も
ま
さ
し
く
ク
リ
ヤ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
ク
リ
ヤ
ー
よ
り
な
る
実
践
が
ヨ

1
ガ
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
ク
リ

ヤ
l
ヨ
1
ガ
と
よ
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
苦
行
と
読
諦
と
自
在
神
帰
依
の
二
一
つ
の
各
々
が
ク
リ
ヤ

i
ヨ
l
ガ
で
あ
る
と
か
、

ク

ヤ
1
ヨ
l
ガ
に
三
つ
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
苦
行
・
読
謂
・
自
在
神
帰
依
が
一
つ
づ
き
の
も
の
と
し
て
実
践
さ
れ
る
と

為
が
そ
の
ま
ま
ヨ

l
ガ
で
あ
る
よ
う
な
ヨ

l
ガ
、
「
戸
付
為
と
し
て
の
ヨ

l
、ガ」

こ
ろ
に
ク
リ
ヤ
!
ヨ

1
ガ
と
い
う
意
義
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ク
リ
ヤ
1
ヨ
1
ガ
と
は
、
行
為
よ
り
な
る
ヨ

l
ガ
で
あ
り
、
行

(
2
)
 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ヨ

l
ガ
と
は
身
体
的
言
語
的
精

神
的
な
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ヨ
1
ガ
は
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
手
段
で
あ
り
、
方
途
と
し
て
の
ヨ
1

ガ
で
あ
ろ
う
。
「
行
為
」
と
し
て
と
い
う
以
上
、

そ
れ
は
日
常
的
に
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、

ク
リ
ヤ
l
ヨ
l
ガ
は
何
を
目

的
と
し
て
い
る
か
。
何
の
た
め
か
。

一一H

三
昧
の
習
慣
(
喜
封
印
ロ
削
)
の
た
め
と
、
煩
悩
の
弱
化
の
た
め
。



こ
こ
に
三
昧
と
い
う
の
は
ヴ
ィ
ヤ
1
サ
が
心
の
あ
ら
ゆ
る
階
梯
に
お
よ
ぶ
性
質
と
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
心
の
階
梯
と
し
て

考
え
る
な
ら
ば
統
一
と
抑
滅
の
二
階
梯
に
相
当
す
る
が
、
直
接
に
は
統
一
を
意
味
す
る
。
統
一
を
飛
び
こ
え
て
抑
滅
に
至
る
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
昧
概
念
は
、
ス
ー
ト
ラ
第
一
章
が
「
三
昧
」
章
と
よ
ば
れ
る
そ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ス
ー
ト
ラ
第
一
章
が
心
の
集
中
(
三
昧
)
せ
る
者
の
ヨ

i
ガ
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
に
た
い
し
、
第
二
章
は
、
常
態

の
心
の
者
が

(
4
5
Z
3
2を
い
か
に
し
て
ヨ

l
ガ
(
三
昧
)
に
適
う
か
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
一
勺
第
二
章
は
「
方
途
」

ヴ
ィ
ヤ

i
サ
は
、

章
と
よ
ば
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
昧
を
ヴ
ィ
ヤ
l
サ
は
「
二
一
昧
」
章
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
二
昧
は
そ
れ
に

ヨーガ哲学における苦の問題

至
る
充
分
な
方
途
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
方
途
は
日
常
性
|
常
態
の
う
ち
に
根
拠
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
三

昧
が
恒
常
な
も
の
と
し
て
境
地
が
固
め
ら
れ
る
に
は
そ
れ
自
体
の
習
慣
づ
け
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
に
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
長
期
に
わ
た
る
常
態
の
習
慣
、
形
成
力
の
蓄
積
が
既
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
つ

て
こ
れ
を
打
ち
破
る
た
め
に
も
、
三
昧
を
習
慣
手
つ
け
る
基
盤
は
や
は
り
日
常
的
な
活
動
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ク
リ
ヤ
l

ヨ
l
ガ
が
「
三
昧
の
習
慣
の
た
め
」
と
い
う
所
以
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ク
リ
ヤ
l
ヨ
1

ガ
は
そ
れ
自
体

ヨ
1
ガ
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、

そ
れ
は
心
の
状
態
と
し
て
は
三
昧
(
統
二
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
日
常
の
う
ち

に
行
う
こ
と
は
何
よ
り
も
コ
ニ
昧
の
習
慣
の
た
め
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
同
じ
ク
リ
ヤ
l
ヨ
1
ガ
は
ま
た
「
煩
悩
の
弱
化
の
た
め
」
で
あ
る
と
し
て
、
ス
ー
ト
ラ
は
煩
悩
論
に
移
る
。
煩
悩

(rrsr)

と
は
字
義
上
「
苦
し
ま
せ
る
も
の
」

で
あ
る
。
煩
悩
論
は
「
苦
し
み
」

の
問
題
で
あ
り
、
当
然
こ
れ
は
解
脱
論
に
も
展
開
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
何
が
煩
悩
な
の
か
。

39 

煩
悩
は
、
無
明
(
里
丘
百
)
と
「
わ
れ
な
り
」
と
愛
欲
と
憎
悪
と
固
執
と
で
あ
る
。

11 
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四

無
明
は
、
自
余
の
も
の
が
休
止
す
る
も
弱
ま
る
も
中
断
す
る
も
高
揚
す
る
も
〔
そ
れ
ら
の
〕
土
壌
。

五

無
常
・
不
浄
・
苦
・
非
我
な
る
も
の
を
、
常
・
浄
・
楽
・
我
と
み
な
す
知
が
、
無
明
。

ム

ノ¥

「
わ
れ
な
り
」
は
、
見
る
能
力
と
見
せ
る
能
力
と
の
い
わ
ば
同
一
な
る
が
ご
と
き
状
態
。

七

愛
欲
は
、
楽
に
付
従
す
る
(
田
E
r
E
E
E
Z同
副
悶
釦

f)
。

/¥ 

憎
悪
は
、
苦
に
付
従
す
る

(
E
f
r
r
g尽
ミ
ニ
z
g
f
)
。

九

固
執
は
、
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
流
れ
る
。

煩
悩
は
五
種
類
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
固
執
は
、
生
れ
た
て
の
姐
虫
か
ら
賢
人
に
い
た
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
み
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ヤ

l

サ
は
特
に
「
死
に
た
く
な
い
、
生
き
て
い
た
い
」
と
い
う
死
の
恐
怖
、
生
命
欲
の
意
味
に
取
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
反
対
に
「
死
に
た
い
、

生
き
て
い
た
く
な
い
」
と
い
っ
て
力
を
尽
す
、
あ
る
い
は
賢
人
が
死
生
を
超
越
し
て
解
脱
の
た
め
に
努
力
す
る
、

そ
う
い
う
努
力
を
も

支
え
る
根
底
的
な
も
の
、
或
い
は
そ
う
い
う
努
力
そ
の
も
の
、
知
性
や
感
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
流
れ

る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
愛
欲
と
憎
悪
と
は
苦
楽
の
様
々
な
経
験
に
よ
り
中
断
し
た
り
高
揚
し
た
り
、

あ
る
い
は
休
止
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
み
と
め
ら
れ
る
。
煩
悩
と
し
て
ご
く
常
識
的
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ク
リ

ヤ
l
ヨ
i
ガ
に
よ
っ
て
比
較
的
簡
単
に
弱
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
理
解
に
難
く
な
い
。
し
か
し
無
明
は
、
他
の
煩
悩
が
ど
の
よ
う

な
状
態
で
あ
れ
土
壌
と
し
て
存
続
し
、
他
の
煩
悩
に
い
わ
ば
養
分
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
が
無
く
な
ら
ね
ば
他
は
い
か
に
弱
め
ら
れ
よ

う
と
、
絶
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
「
わ
れ
な
り
」
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
根
源
で
あ
る
。
無
明
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
機
会
が

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
諸
々
の
煩
悩
は
ク
リ
ヤ

i
ヨ
1
ガ
に
よ
っ
て
日
々
に
弱
め
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

11 

一
O
こ
れ
ら
は
、
微
細
な
ら
ば
還
滅
に
よ
り
棄
去
さ
れ
る
。



」
れ
ら
の
作
用
は
、
静
慮
に
よ
り
棄
去
さ
れ
る
。

微
細
な
煩
悩
と
は
無
明
の
根
源
態
、
或
い
は
ま
た
解
脱
へ
の
努
力
と
し
て
の
固
執
な
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
棄
去
は
人
間
的
努
力
の

範
囲
外
で
あ
っ
て
、
還
減
、
す
な
わ
ち
所
見
の
没
却
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
微
細
で
な
い
煩
悩
は
静
慮
、
す
な
わ
ち
心
統

一
に
あ
っ
て
絶
滅
を
思
念
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
棄
去
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
棄
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
な
い
な
ら
、

還
滅
に
よ
っ
て
微
細
な
煩
悩
が
棄
去
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
い
。
五
種
の
煩
悩
は
総
じ
て
静
慮
と
還
滅
に
よ
り
棄
去
さ
れ
る
。

ス

ト
ラ
は
第
一
章
に
お
い
て
、
五
種
の
作
用
(
心
の
作
用
)
の
抑
滅
を
修
練
と
離
欲
に
よ
る
と
し
た
。
そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
煩

ヨーガ哲学における苦の問題

悩
棄
去
の
方
法
を
説
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
狭
い
意
味
で
の
煩
悩
論
を
終
え
て
い
る
。

次
に
ス

l
卜
ラ
は
業
説
を
導
出
し
、
苦
の
問
題
を
前
面
に
押
し
出
す
。
す
は
わ
ち
、

11 

煩
悩
を
根
と
し
て
業
の
残
基
が
あ
り
、
現
に
見
え
る
或
い
は
未
だ
見
え
な
い
生
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
。

そ
れ
(
業
の
残
基
)
の
果
報
と
し
て
、
出
生
と
寿
命
と
享
受
と

根
の
あ
る
か
ぎ
り
、

〔
が
あ
る
〕
。

四

こ
れ
ら
(
出
生
寿
命
享
受
)
は
、
徳
ま
た
は
不
徳
を
原
因
と
す
る
か
ら
、
喜
び
ま
た
は
苦
痛
を
も
た
ら
す
。

五

展
開
と
苦
痛
と
形
成
力
と
の
苦
に
よ
り
、
ま
た
、
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
か
=
り
し
て
、
識
別
カ
あ
る
者
に
は
、

一
切
は
苦

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

業

(r白
E
P
行
為
)
は
そ
の
根
底
に
必
ず
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
。
意
図
が
満
足
さ
れ
て
は
じ
め
て
行
為
は
完
了
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
意
図
が
完
全
に
満
足
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
人
聞
の
意
図
と
い
う
も
の
は
様
々
な
願
望
に
支
配
さ
れ
、

貧
欲
(
愛
欲
)
や
眠
悉
(
憎
悪
)
か
ら
生
れ
る
も
の
で
、
そ
の
根
ざ
す
と
こ
ろ
は
非
常
に
深
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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意
図
は
意
図
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
残
基
忠
喜
白
目
と
よ
ば
れ
る
。
残
基
は
形
成
力
と
な
っ
て
作
用
を
生
み
、
作
用
と
形
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成
力
と
の
輪
は
間
断
な
く
ま
わ
る
。
こ
れ
は
現
に
見
え
る
(
現
に
経
験
さ
れ
る
、
現
在
の
)
生
に
限
ら
れ
や
す
、
未
だ
見
え
な
い
(
未
来
の
)

生
に
も
連
続
し
、
感
受
(
経
験
)
さ
れ
る
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
、
人
生
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
。

わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
、

ま
、
す
ど
う
い
う
境
涯
(
ど
う
い
う
種
類
の
生
物
)
で
あ
る
か
と
い
う
出
生
首
EM
と、

そ
れ
が
そ
う
い
う
も
の

と
し
て
ど
れ
だ
け
続
く
か
と
い
う
寿
命
司
忌
と
、

そ
し
て
そ
の
聞
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
享
受

σ
F
o
m
品
(
経
験
)
と
か
ら
成
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
出
生
と
寿
命
と
享
受
と
は
皆
、
煩
悩
を
根
と
す
る
残
基
の
果
報
で
あ
る
(
一
了
一
二
|
一
一
二
)
。
残

基
は
ま
た
有
徳
(
善
)
か
悪
徳
(
不
善
)
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
果
報
と
し
て
の
出
生
寿
命
享
受
は
、
喜
び
、
す

な
わ
ち
楽

(
E邑
与
臼
長
宮
田
)
を
も
た
ら
す
か
、
苦
痛
、

す
な
わ
ち
苦
(
官
三
回
宮
含

F
E自
)
を
も
た
ら
す
か
で
あ
る
(
二
H

一四)。

一
体
、
楽
ば
か
り
の
人
生
も
な
け
れ
ば
、
苦
ば
か
り
の
人
生
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ス

l
ト
ラ
一
了
一
五
は
い
う
、
識
別

力
あ
る
者
に
は

一
切
は
苦
に
ほ
か
な
ら
な
い

(
E
F
E目
。

s
gヨ
印
自
)
と
。
こ
こ
に
人
生
が
全
体
と
し
て
苦
で
あ
る
と
い
う
普
遍

的
苦
|
|
一
切
皆
苦
の
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

す
べ
て
が
苦
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ス
ー
ト
ラ
は
「
展
開
と
苦
痛
と
形
成
力
と
の
苦
」
並
び
に
「
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
」

と
い
う
二
つ
の
根
拠
を
挙
げ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
の
根
拠
(
展
開
苦
・
苦
痛
苦
・
形
成
力
苦
)
は
、
仏
教
の
三
苦
(
ヨ
宮
ユ
包
目
白

I
E
F
E門戸

ErrF白人同戸
F
r
s
-
S
E
E
S
-
E
F
E
S
)
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
主
に
こ
の
方
面
か
ら
の
論
及
が
こ
れ
ま
で
繰
り

(
4
)
 

返
し
な
さ
れ
て
き
た
が
、
第
二
の
根
拠
を
も
含
め
て
、
ス
ー
ト
ラ
の
文
脈
に
則
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
曾
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、

ス
ー
ト
ラ
の
「
三
苦
」
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
本
文
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
検
討
の
材
料
は
註
解
に
求
め
ね
ば
な
ら

な
い
け
れ
ど
も
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
『
解
明
』
を
参
照
し
つ
つ
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
第
一
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
三
種
の
苦
の
う
ち
、
展
開
苦

3
2
3自
主
忌

r
z
g
は
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ



る。

1
1
t
楽
の
経
験
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
愛
欲
が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
有
情
非
情
の
達
成
手
段
(
国
旦

E
E巴)、

つ
ま
り
子
供
や

家
畜
や
黄
金
と
い
っ
た
も
の
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
愛
欲
よ
り
生
ず
る
業
残
基
が
存
在
す
る
。
と
と
も
に
、
人
は
楽
を

侵
害
す
る
も
の
、
苦
の
達
成
手
段
を
み
る
と
こ
れ
を
憎
悪
し
、
楽
の
享
受
を
ま
も
る
こ
と
に
心
を
う
ば
わ
れ
て
迷
乱
す
る
。
そ
れ
ゆ
え

憎
悪
と
愚
療
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
業
残
基
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
生
き
も
の
を
殺
さ
な
く
て
は
楽
の
享
受
は
あ
り
え
な
い
と
い
わ
れ
る
。

だ
と
す
る
と
殺
害
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
身
体
的
業
に
か
ん
す
る
残
基
も
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
楽
の
享
受
に
さ
い
し
て

貧
欲
眠
悉
愚
療
に
も
と
づ
く
業
残
基
(
悪
徳
)
が
種
々
に
集
積
す
る
。
展
開
苦
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
楽
の
経
験
が
展
開
司
自
S
S
M・
(
持

ヨーガ唱学における苦の問題

続
的
変
化
)
し
て
い
る
と
、
結
果
は
苦
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
識
別
力
あ
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
見
て
、

(
5
)
 

知
っ
て
凝
乳
粥
を
食
べ
る
人
の
ご
と
く
、
楽
を
経
験
し
て
い
る
と
き
で
も
た
だ
苦
あ
る
の
み
で
あ
る
。

た
と
え
ば
毒
入
り
と

ま
た
、
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
と
プ
ル
シ
ャ
は
絶
対
的
に
区
別
せ
ら
れ
決
し
て
混
消
し
な
い
の
に
、

そ
の
無
差
別
の
観
念
が
享
受
で
あ
る
と
さ

れ
る
(
ス

i
ト
ラ
一
二
日
三
五
)
。
だ
か
ら
、
対
象
の
享
楽
は
無
明
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
(
ヴ
ィ
ヤ
1
サ
)
。
無
明
が
展
開
沼
R
呂
田
B
'
し
て
い

る
と
、
あ
ら
ゆ
る
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
対
象
の
享
楽
は
、
た
と
え
ば
非
常
に
美
昧
い
も
の
で
も
む
さ
ぼ
る
と
病
気
の

も
と
で
あ
る
よ
う
に
苦
に
ほ
か
な
ら
な
一
目
対
象
の
享
楽
は
無
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
広
い
意
味
で
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即

ち
、
現
状
の
楽
に
満
足
せ
ず
に
、
よ
り
以
上
の
楽
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
求
め
る
楽
と
は
感
覚
的
身
体
的
機
能
が
享
受

に
満
足
す
る
こ
と
に
よ
る
平
安
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
苦
と
は
熱
望
す
る
こ
と
に
よ
る
心
配
不
安
で
あ
る
。
「
渇
望
に
等
し
い
苦

は
な
く
、
渇
望
な
き
こ
と
に
等
し
い
楽
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
(
マ
ハ
l
パ
1
ラ
タ
)
。
し
か
し
、
享
受
を
繰
り
返
す
と
愛
欲
が
増
大
す

る
ば
か
り
で
、
渇
望
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
欲
望
は
快
楽
の
享
受
に
よ
っ
て
は
決
し
て
静
ま
ら
な
い
。
あ
た
か
も
祭
火
が
供
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物
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
よ
う
に
」
と
い
わ
れ
る
(
マ
ヌ
法
典
等
)
。
享
受
を
繰
り
返
し
て
も
感
能
が
巧
み
に
発
達
す
る
の
み
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で
あ
り
、

そ
れ
は
楽
(
満
足
・
平
安
)
を
う
る
手
段
と
な
ら
な
い
。
享
受
の
繰
り
返
し
を
断
っ
て
こ
そ
楽
が
あ
る
。
楽
を
求
め
て
対
象

を
追
い
、
享
受
を
繰
り
返
す
者
は
、
サ
ソ
リ
を
怖
が
る
あ
ま
り
猛
毒
の
へ
ピ
に
か
ま
れ
る
が
如
く
、
よ
り
大
き
な
苦
を
受
け
る
。
以
上

ヨ
1
ガ
行
者
は
楽
の
境
界
に
あ
っ
て
も
不
快
な
の
で
あ
石
↑
展
開
苦
は
、
出
生
寿
命
享
受
が
楽
を
も
た
ら
し

が
楽
の
展
開
苦
で
あ
り
、

て
い
る
場
合
に
つ
い
て
い
わ
れ
、
煩
悩
・
業
な
い
し
無
明
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、
苦
痛
の
苦

g住
民
事

E
仲
間
は
、
現
在
に
苦
痛
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
場
合
を
問
題
に
す
る
。
|
|
苦
痛
は
不
快
か
ら
な
る

か
ら
、

そ
の
こ
と
自
体
が
苦
で
あ
る
。
そ
し
て
、

い
か
な
る
人
も
苦
痛
を
経
験
す
る
と
き
に
は
、
憎
悪
が
伴
い
、
有
情
非
情
の
達
成
手

段
(
敵
や
赫
な
ど
)
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
憎
悪
か
ら
生
じ
る
業
残
基
が
あ
り
、

ま
た
、
苦
に
悩
む
者
は
楽

の
達
成
手
段
を
求
め
て
行
為
す
る
。
す
る
と
必
ず
法
非
法
(
善
悪
)
を
積
み
、
貧
欲
と
愚
療
と
か
ら
業
残
基
が
生
ず
る
。
こ
の
か
ぎ
り

苦
痛
の
苦
は
一
そ
う
長
く
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
識
別
力
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
一
切
が
拠
所
と

(
8
)
 

対
象
と
制
約
(
原
因
と
し
て
の
法
非
法
)
と
い
う
点
か
ら
苦
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
形
成
力
の
苦
回
目
召
印

EH邑
ロ
事
}gg
は
、
楽
が
経
験
さ
れ
て
い
る
場
合
と
苦
が
経
験
さ
れ
て
い
る
場
合
と
に
共
通
す
る
も
の

と
し
て
い
わ
れ
る
。

|
1
0
楽
と
苦
は
そ
れ
ぞ
れ
愛
欲
と
憎
悪
が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
の
形
成
力
(
潜
在
印
象
)
と

し
て
の
残
基
も
ま
た
愛
欲
と
憎
悪
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
、

そ
れ
に
も
と
ず
つ
い
て
果
報
が
感
受
さ
れ
る
と
楽
と
苦
が
生
じ
、

そ
れ
ら

か
ら
も
苦
楽
の
経
験
の
形
成
力
残
基
が
生
れ
る
。
こ
の
形
成
力
は
記
憶
の
制
約
に
な
る
も
の
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
享
受
と
行
為
の
た
め

に
達
成
手
段
が
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
形
成
力
は
苦
の
原
因
で
あ
る
。
形
成
力
そ
の
も
の
は
苦
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

れ
が
苦
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
、
す
な
わ
ち
識
別
力
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
い
ま
飲
ん
だ
ば
か
り
の
毒
の
よ
う
に
、

(
9
)
 

そ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
苦
な
の
で
あ
る
。



さ
て
、
こ
こ
に
説
明
さ
れ
た
「
三
種
の
苦
」
は
、
仏
教
の
三
苦
説
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

そ
の
解
釈
が
は

な
は
だ
異
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
仏
教
の
三
苦
説
と
い
っ
て
も
長
期
に
わ
た
る
発
達
の
歴
史
が
あ
り
、
部
派
の
間

(
叩
)

に
異
説
も
あ
っ
て
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
最
も
基
本
的
な
差
異
は
二
つ
の
面
に
お
い
て
考
え
う
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
ず
一
つ
に
、
仏
教
の
三
苦
説
は
楽
・
苦
・
不
苦
不
楽
と
い
う
感
情
の
三
分
法
に
関
連
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
サ
l

(
日
)

ン
キ
ヤ
哲
学
の
心
理
論
で
は
不
苦
不
楽
と
い
う
も
の
を
実
在
す
る
感
情
と
し
て
認
め
な
い
ゆ
え
、
三
種
の
苦
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に

三
種
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
説
明
の
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
形
成
力
の
苦
」
は
前
二
種
の
苦
に

ヨーカ哲学における苦の問題

よ
っ
て
そ
の
内
容
は
す
で
に
尽
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
三
種
の
苦
が
皆
、
煩
悩
論
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
意
味
で
は
三
種
は
三
種
と
し
て
同
一
次
元
で
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
し
か
し
、
仏
教
の
三

苦
説
と
の
基
本
的
差
異
を
示
す
第
二
の
面
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
仏
教
の
三
苦
説
に
あ
っ
て

E
自由
E
Z
E
v
r
g
g
は
本
来
、
形
市
上
的
な
も
の
と
し
て
特
別
の
意
味
が
付
さ
れ
る
の

で
あ
っ
た
。
俣
舎
論
に
こ
う
い
う
一
節
が
あ
る
。
日
く
、

す
べ
て
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は

Z
恒
路
間
包
ロ

r
r
E円
削
(
形
成
さ
れ
た
も
の
と

し
て
の
五
口
H
)

に
よ
り
、
苦
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
聖
者
の
み
が
こ
れ
を
見
る

〔
他
の
二
種
の
五
口
H

は
表
面
的
部
分
的
な
も

の
で
、
凡
俗
に
も
知
ら
れ
る
〕
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
人
は
一
本
の
毛
が
手
の
ひ
ら
に
乗
っ
て
い
て
も
気
づ
き
も
し
な
い
け
れ
ど
も
、

眼
の
中
に
入
れ
ば
、
不
快
と
苦
痛
を
生
ず
る
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
、
愚
者
は

g信
協
同
同
色
ロ
F
F
E
S
の
毛
を
い
わ
ば
手
の
ひ
ら
の
知
く

(ロ)

そ
の
同
じ
も
の
に
よ
っ
て
、
深
い
恐
怖
を
い
だ
く
」
と
い
わ
れ
る
、
と
。
こ
れ
は
何
よ
り

気
づ
か
ず
、
知
者
は
、

い
わ
ば
眼
の
如
く
、

も

Z
自
由
冨
同
包
吾
r
z
g
の
超
越
性
、
存
在
論
的
形
而
上
学
的
な
性
格
を
示
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
引
か

45 

れ
た
比
除
が
、
ヴ
ィ
ヤ
l
サ
註
解
に
お
け
る
「
眼
球
の
如
き
ヨ
!
ガ
行
者
云
々
」
と
い
う
一
節
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
の
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(
日
)

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
ヴ
ィ
ヤ
l
サ
が
、
寸
こ
の
始
め
な
き
諸
々
の
苦
の
流
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
流
れ
て
も
、
た
だ
ヨ

l

ガ
行
者
の
み
を
、
不
快
を
本
性
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
恐
れ
さ
せ
る
。
ど
う
し
て
か
。
げ
に
知
者
は
眼
球
の
知
し
、
と
い
わ
れ
る
。

本

の
毛
糸
が
眼
球
に
落
ち
て
触
れ
る
と
苦
を
生
ず
る
が
、
身
体
の
別
の
部
分
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
恰
度
そ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
苦
は

(
U
)
 

眼
球
の
知
き
ヨ

l
ガ
行
者
の
み
を
苦
し
ま
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
者
達
を
で
は
な
い
」
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
三
種
の
苦

(
日
)

の
す
べ
て
に
つ
い
て
云
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に

Z
白
島
問
包
ロ

f
Z巳
凶
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三
種
の
苦
は
皆
同
等
に
、

ヨ
l
ガ
行
者
に
お
け
る
心
理
的
な
苦
で
あ
る
。
そ
う
い
う
苦
が
総
じ
て
煩
悩
論
に
よ
り
解
釈
さ
れ
、
煩
悩
を
自
覚
す
る
者
に
特
有
の
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ス
ー
ト
ラ
に
立
ち
返
っ
て
み
る
に
、
現
形
第
二
章
は
冒
頭
に
「
苦
行
読
諦
自
在
神
帰
依
」
を
意
義
守
つ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
直
ち
に

煩
悩
論
に
入
り
、
業
説
に
論
及
し
、
苦
の
問
題
は
こ
れ
に
直
結
し
て
い
る
。

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
ス

l
ト
ラ
一
了
一
五
は
、
要
す
る

に
「
煩
悩
不
惑
)
↓
業
↓
苦
」
と
い
う
枠
組
み
を
締
め
括
る
も
の
と
い
え
る
。
三
種
の
苦
は
、
か
か
る
煩
悩
説
に
お
け
る
「
一
切
皆
苦
」

を
意
味
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
一
切
皆
苦
と
い
う
こ
と
は
「
識
別
力
あ
る
者
に
は
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
三
種
の
苦
は
、
識
別
力
あ
る
ヨ

l

ガ
行
者
以
外
の
人
に
と
っ
て
も
不
快
を
本
性
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
何
故
に
そ
の
不
快
性
は
識
別
力
あ
る
者
の
み
を
恐
れ
さ

せ
る
の
か
と
い
え
ば
、
他
の
者
は
煩
悩
等
の
汚
れ
を
決
し
て
識
別
す
る
こ
と
な
く
、
心
が
凝
り
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
愛
す
る
女
の
打
郷
を
槌
で
ぶ
た
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
も
頭
で
受
け
、
あ
る
い
は
愛
児
の
両
便
を
胸
に
受
け
る
人
は
、
自

分
自
身
が
喜
び
の
大
海
の
波
聞
に
漂
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
知
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
一
向
に
不
快
で
な
い
。
却
っ
て
愛
欲
を
増
大
さ
せ
る

(
日
)

ば
か
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
欲
は
楽
に
付
従
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
識
別
力
あ
る
と
は
さ
れ
な
い
者
は
、
本
当
は
苦



で
あ
る
も
の
を
む
し
ろ
楽
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
、
畢
寛
、
無
明
で
あ
る
。
無
明
は
、
無
常
・
不
浄
・
苦
・
非
我
な
る
も
の
を
常
・

浄
・
楽
・
我
と
み
な
す
知
(
客
百
忌
)
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
反
対
に
、
苦
な
る
も
の
を
苦
と
み
な
す
識
別
力
あ
る
者
は
、
も
は

や
無
明
(
全
煩
悩
の
土
壌
)
を
打
ち
ゃ
ぶ
り
、
煩
悩
↓
業
↓
苦
を
す
で
に
克
服
し
た
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
識
別

力
あ
る
者
に
と
っ
て
一
切
皆
苦
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
三
種
の
苦
と
い
う
根
拠
の
ほ
か
に
別
の
根
拠
が
な
く
て
は
な
ら

戸
h
h

、，
o

，，.1
p
u
w
 

第
二
の
根
拠
「
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
か
ら
し
て
」
は
、
こ
の
要
求
に
応
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
グ
ナ
と
は
、
サ
l
ン
キ
ヤ
哲
学
の

ヨーカ哲学における苦の問題

基
本
的
概
念
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
楽
・
苦
・
療
か
ら
な
る
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
ラ
ジ
ヤ
ス
・
タ
マ
ス
の
三
を
い
う
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
心
理

的
と
物
理
的
と
を
問
わ
ず
こ
の
三
種
の
グ
ナ
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
依
存
し
形
成
し
あ
う
と
と
も
に
、
制
伏

(
口
)

つ
ね
に
抗
争
の
う
ち
に
あ
る
。
し
か
し
、
苦
か
ら
な
り
、
苦
を
本
質
と
す
る
ラ
ジ
ャ
ス
が
他
の
二
を
抑
え

し
あ
う
こ
と
を
機
能
と
し
、

て
優
勢
に
な
っ
た
と
き
に
そ
の
全
体
と
し
て
の
作
用
が
苦
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
全
存
在
が
苦
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
サ
ッ

(
問
)

ト
ヴ
ァ
と
タ
マ
ス
に
は
つ
ね
に
ラ
ジ
ャ
ス
が
伴
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
両
者
と
も
苦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
と
ラ
ジ
ャ
ス
と
タ

マ
ス
と
は
不
相
離
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
論
法
を
以
て
す
れ
ば
(
ラ
ジ
ヤ
ス
を
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
に
置
き
換
え
れ
ば
)
、
す
べ
て
は

楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
主
張
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
に
お
け
る
「
無
常
の
ゆ
え
に
苦
」

1

1
あ
ら
ゆ
る
形

成
さ
れ
た
も
の
(
諸
行
)
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
本
来
的
な
普
遍
的
な
苦

(
E恒
静
岡
『
包
忌
r
v旦
凶
)
の
場
合
と
事
情
は
異
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
苦
は
、
従
っ
て
、
煩
悩
に
起
因
す
る
よ
う
な
個
々
の
経
験
的
な
苦
と
は
無
縁
で
あ
る
。
煩
悩
を
自
覚
す
る
こ
と
か
=
り
す
る
心

理
的
な
苦
で
も
な
い
。
超
越
的
な
苦
で
あ
る
。
存
在
そ
の
も
の
が
苦
と
い
う
べ
く
、
存
在
論
的
な
、
或
い
は
形
而
上
学
的
な
苦
で
あ
る
。
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さ
き
の
コ
ニ
種
の
苦
」
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。

ω由
同
世
田

W
削
同
曲
目

E
f
w
E
S
に
普
遍
性
を
み
る
仏
教
の
三
苦
説
が
煩
悩
論
に
よ
っ
て
改
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釈
さ
れ
、
三
種
の
苦
が
同
一
の
平
面
に
お
か
れ
た
こ
と
は
、

そ
れ
よ
り
も
深
い
意
味
に
お
け
る
苦
、
形
市
上
的
な
、
真
に
普
遍
的
と
い

う
べ
き
苦
を
説
く
た
め
の
余
地
を
確
保
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
ド
の
諸
宗
教
に
総
じ
て
特
色
的
と
さ
れ
る
苦
の
二
重
構
造
唱

ヨ
1
ガ
ス

l
ト
ラ
の
場
合
「
一
切
皆
苦
」
に
た
い
す
る
二
様
の

根
拠
づ
け
の
う
ち
に
独
自
の
思
索
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ァ
!
チ
ヤ
ス
パ
テ
ィ
は
、

い
わ
ゆ
る
三
種
の
苦
が

条
件
付
き
の
苦

(
E
Z
L
E
E主
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
か
ら
し
て
」
と
い
わ
れ
る
苦
は
本
来
的
本
質
的
な
苦

(
加
)

(印品
r
z
i
r曲
目
)
で
あ
る
と
し
、
『
解
明
』
は
、
苦
楽
の
経
験
と
そ
れ
の
潜
在
印
象
は
万
人
周
知
の
も
の
で
あ
り
、

一
方
、
グ
ナ
の
作

用
の
抗
争
と
い
う
こ
と
は
識
別
力
の
卓
越
し
た
者
に
し
て
始
め
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
ゆ
え
に
、

一
切
皆
苦
の
第
一
の
根
拠
が

宮
ユ
包
自
己
同
開
福
田
昌
広
}
同
凶
同
白
色
忌
}
内
}
岡
山
F
f
と
い
う
具
格
に
よ
り
、
第
二
の
根
拠
が
官
官

4
3守
口
O
仏
百
円
と
い
う
奪
格
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

と
い
う
よ
う
に
、
別
々
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
切
皆
苦
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
か
ら
同
一
の
ス

l
ト
ラ
に

(
幻
)

収
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
解
明
』
は
、
ス
ー
ト
ラ
第
一
章
に
い
わ
れ
た
離
欲
の
二
種
、

一
般
的
な
離
欲

と
高
次
の
離
快
と
を
関
連
さ
せ
て
云
う
o
l
l
-
「
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
か
下
り
し
て
」
と
い
う
の
は
高
次
の
離
欲
の
た
め
で
あ
る
。
ど
う

し
て
か
。
「
展
開
と
苦
痛
と
形
成
力
と
の
苦
に
よ
り
」
と
い
う
の
は
、

た
だ
H

現
に
見
え
る
(
経
験
的
な
)
又
は
伝
聞
に
よ
る
(
超
経
験

的
な
)
対
象
を
渇
望
し
な
い
者
H

に
関
す
る
苦
を
説
く
た
め
に
切
り
離
し
て
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

そ
こ
に
苦
を
見
な

い
で
は
離
欲
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
「
ま
た
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
か

3

り
し
て
」
と
い
う
の
は
、
グ
ナ
が
互
い

に
抗
争
し
て
作
用
す
る
ゆ
え
に
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
顕
現
に
せ
よ
不
顕
現
に
せ
よ
グ
ナ
に
た
い
す
る
完
全

(
幻
)

な
離
欲
(
高
次
の
離
欲
)
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
高
次
元
の
昔
、
普
遍
的
な
苦
は
、

ス
ー
ト
ラ
本



文
の
脈
絡
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
苦
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
は
真
実
(
国
主
吉
田
)
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
教
の
四
諦
(
口
忠
品
江

gqgH)
が
想
起
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
H

一
六
以
下
、
便
宜
上
二
u
二
六
ま

二
H

一ムハ

で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

棄
去
さ
れ
る
べ
き
も
の
(
宮
古
田
)
は
、
未
だ
来
ら
ざ
る
苦
。

ヨーカ哲学における苦の問題

七

棄
去
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
原
因
(
官
官
官
Z
F
)
は
、
能
見
と
所
見
の
結
合
。

/¥ 

所
見
は
、
照
明
・
造
作
・
持
続
の
性
向
を
有
ち
、
元
素
と
感
官
と
か
ら
な
り
、
享
受
と
解
脱
を
目
的
と
す
る
。

九

有
差
別
と
、
無
差
別
と
、
唯
相
と
、
無
相
と
が
、
グ
ナ
の
分
節
肢
で
あ
る
。

O 

能
見
は
、
見
る
の
み
で
、
清
浄
で
あ
る
け
れ
ど
も
J

観
念
に
し
た
が
っ
て
見
る
。

た
だ
こ
れ
(
能
見
)
の
為
に
の
み
、
所
見
は
、
出
来
す
る
。

目
的
が
は
た
さ
れ
た

〔
能
見
〕
に
た
い
し
て
没
却
す
る
が
、

そ
れ
と
は
別
の
に
も
共
通
で
あ
る
か
ら
没
却
し
な
い
。

一一一
結
合
は
、
所
有
物
(
所
見
)
と
所
有
主
(
プ
ル
シ
ヤ
)
と
の
能
力
が
そ
の
も
の
と
し
て
発
現
す
る
原
因
。

四

そ
れ
の
原
因
は
、
無
明
。

二
五

こ
れ
が
な
く
な
る
と
、
結
合
は
な
く
な
り
、
棄
去
が
あ
る

(
E
E自
)
、
こ
れ
は
見
る
も
の
の
独
存
。

過
去
の
苦
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
苦
は
次
の
瞬
間
に
な
く
な
る
。
未
来
の
苦
こ
そ
が
断
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
六

区
別
知
の
揺
ぎ
な
き
が
、
棄
去
の
手
段
(
富
田
0
3
3
f
)
。
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ま
た
そ
れ
の
原
因
が
究
明
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
断
ち
う
る
も
の
、
棄
去
さ
れ
う
る
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
、
す
什
棄
去
さ
れ
る
べ
き

も
の
、
口
棄
去
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
原
因
。
そ
う
し
て
、
日
棄
去
、
四
棄
去
の
手
段
、
と
い
う
ふ
う
に
叙
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
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(
お
)

の
四
部
立
の
組
織
は
仏
教
の
四
諦
説
に
対
応
す
る
。
し
か
も
明
ら
か
な
こ
と
は
、

か
か
る
四
諦
説
と
い
う
べ
き
も
の
の
中
に
、
サ
l
ン

キ
ヤ
形
而
上
学
の
基
礎
概
念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
照
明
・
造
作
・
持
続
の
性
向
」
(
二
川
一
八
)
と
は
、
素
よ

り
グ
ナ
の
こ
と
を
い
う
。
「
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
か
ら
し
て
」
と
い
う
一
切
皆
苦
観
は
、

ス
ー
ト
ラ
に
お
け
る
H

四
諦
説
H

の
前
提
を

な
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
日
一
五
は
、
広
義
に
お
け
る
煩
悩
論
の
帰
結
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、

そ

う
い
う
煩
悩
論
な
い
し
苦
観
の
枠
に
は
収
め
ら
れ
な
い
H

四
部
立
の
組
織
H

を
叙
述
す
る
糸
口
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
ド
イ
ツ
セ
ン
は
、

ス
ー
ト
ラ
第
二
章
の
前
半
を
分
析
す
る
さ
い
、
二
日
一
五
の
説
く
一
切
皆
苦
に
た
い
し
て
突
知
サ
1
ン
キ

そ
し
て
一
一
H

ニ
四
に
至
っ
て
ヨ
!
ガ
の
煩
悩
観
と
サ
1
ン
キ
ヤ
の
結
合
観
と
が

(
包
)

最
終
根
拠
た
る
「
無
明
」
に
お
い
て
出
合
っ
て
い
る
も
の
と
み
た
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
苦
』
の
問
題
と

ヤ
の
教
義
よ
り
す
る
原
因
「
結
合
」
が
呼
び
出
さ
れ
、

し
て
考
え
れ
ば
、
サ
l
ン
キ
ヤ
の
結
合
観
と
い
う
も
の
は
文
脈
上
H

四
部
立
の
組
織
H

の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
と
煩
悩
観
と
が
出
合
う
の
は
む
し
ろ
一

τ
一
五
の
「
一
切
は
苦
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
切
皆
苦
」

は
異
な
っ
た
観
点
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
異
な
っ
た
二
つ
の
観
点
は
内
容
的
に
ど
の
よ
う
に
関
連

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
切
皆
苦
の
二
種
の
根
拠
の
聞
に
は
何
ら
か
実
質
的
な
繋
が
り
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
く
て

は
「
一
切
皆
苦
」
は
一
個
の
思
想
と
し
て
充
分
に
成
り
立
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
ス
!
ト
ラ
自
身
の
立
場
が
明
確
さ
を
欠
く

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
三
種
の
苦
」
の
根
本
的
な
原
因
は
無
明
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
土
壌
が
無
明
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
「
グ
ナ
の
作

用
の
抗
争
か
事
り
し
て
」
と
い
わ
れ
る
苦
の
原
因
は
結
合
、
グ
ナ
よ
り
成
る
も
の
と
プ
ル
シ
ャ
と
の
結
合
で
あ
る
。
こ
の
結
合
の
う
え
に

グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
(
変
動
・
不
安
)
が
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
を
苦
と
み
る
識
別
力
も
亦
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
無
明
と



い
う
も
の
も
、
そ
れ
自
体
が
実
在
的
な
知
で
あ
る
か
ぎ
り
、
結
合
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
問
題
と
し
た
よ
う
に
「
識

別
力
あ
る
者
」
が
す
で
に
無
明
な
き
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
結
合
は
無
明
に
先
立
つ
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
(
グ
ナ
の
作
用
の
抗
争
に
よ
る
苦
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
高
次
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
)
。
と
こ
ろ
が
、

ス
ー
ト
ラ
は
結
合
の
原

因
に
つ
い
て
「
原
因
は
、
無
明
」
と
い
い
、
「
こ
れ
(
無
明
)
が
な
く
な
る
と
結
合
は
な
く
な
る
」
と
い
う
(
一
了
二
四
l
二
五
)
。
ヴ
ィ

(
お
)

の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
か
れ
の
場
合
、
転
倒
し
た
知

ヤ
l
サ
は
こ
こ
の
無
明
を
、
転
倒
し
た
知
識
の
潜
在
印
象
〔
と
し
て
の
無
明
〕

識
と
は
無
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

と
も
か
く
結
合
の
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
無
明
と
、
少
な
く
と
も
ス

l
ト
ラ
一
了
五
に
い
わ
れ

ヨーカ哲学における苦の問題

る
無
明
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
ス

i
ト
ラ
本
文
に
よ
れ
ば
、
無
明
が
結
合
に
先
立
ち
、

結
合
よ
り
も
深
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
四
部
立
の
組
織
(
解
脱
説
)
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
グ
ナ
説
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
苦
を
高
次
の
も
の
と
し
て
、
煩
悩
論
に
お
け
る
苦
よ
り
も
深
い
も
の
と
み

た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
而
上
的
な
苦
よ
り
も
ヨ

l
ガ
行
者
の
心
理
的
な
苦
に
本
質
的
な
意

義
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
苦
の
問
題
は
形
而
上
学
的
に
は
片
付
け
ら
れ
な
い
理
論
以
上
の
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。

ヨ
i
ガ
ス

l
ト
ラ
に
は
現
実
的
な
生
き
た
苦
観
、
或
い
は
そ
う
い
う
苦
観
を
み
る
実
際
的
な
眼
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
い
ま
や
一
切

皆
苦
の
最
終
的
根
拠
は
一
義
的
に
無
明
で
あ
る
。
無
明
が
解
消
す
る
こ
と
に
よ
り
苦
の
棄
去
が
達
成
さ
れ
る
。

で
は
、
無
明
は
い
か
に

し
て
解
消
さ
れ
る
の
か
。
棄
去
の
手
段
は
如
何
。
ス
ー
ト
ラ
は
区
別
知
|
|
区
別
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
明
瞭
な
知

(
1
2
E
'
r
z
s
f
)

を
挙
げ
る
(
二
川
二
六
)
。
無
明
が
そ
れ
自
身
一
種
の
知
子
写
書
主
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
知
を
遣
る
に
知
を
以
て
す
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
区
別
知
に
い
た
る
方
途
と
し
て
八
支
ヨ

1
ガ
な
る
も
の
が
要
求
せ
ら
れ
、
第
二
章
(
方
途
章
)
の
後
半
は
こ
れ
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の
叙
述
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
八
支
ヨ

l
ガ
を
実
践
す
る
ヨ

l
ガ
行
者
の
苦
は
、
事
実
上
煩
悩
を
識
別
す
る
と
い
う
苦
、
あ
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く
ま
で
心
理
的
な
苦
で
あ
る
(
或
い
は
深
層
心
理
的
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
)
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
に
考
察
し
た
ス

1
ト

ラ
の
文
脈
か
ら
み
て
、
形
而
上
学
的
普
遍
的
な
苦
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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(
担
)

(
部
)

の
問
題
、
解
脱
説
と
し
て
の
四
部
立
の
組
織
に
関
し
て
は
、
イ
ン
ド
哲
学
史
上
、
苦
を
何
よ
り
も
第
一
に
真
実
と
み
る
原
始
仏
教
の

四
諦
説
の
貢
献
が
最
大
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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