
一

心

の

内

観

!

入
出
二
門
の
源
泉!
—

安 

田 

理 

深

「
世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、

一
心
に
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲 

な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」(
『
入
出
二
門
偈
』

『真
宗
聖
典
』
四
六
〇
・
四
六
一
頁) 

こ
れ
は
三
行
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

「
願
生
偈
」
を
み
る
と
初
め
の
二
行
の
と
こ
ろ
に
あ
た
り
、
そ
の
精
神
を
こ
こ
で
は
三
行
で
表 

わ
し
て
あ
る
。
第
三
行
目
の
「
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
は
註
釈
で
す
。
 

初
め
か
ら
読
み
ま
す
と
、
「世
親
菩
薩'

大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
、
こ
れ
は
「
願
生
偈
」
で

は

「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
 

と

「
我
」
と
言
っ
て
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
親
鸞
か
ら
い
う
の
で
す
か
ら
「
世
親
菩
薩
」
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依 

っ
て
」
、

こ
れ
は
修
多
羅
に
依
っ
て
と
い
う
意
味
と
、
修
多
羅
が
真
実
功
徳
な
る
に
依
っ
て
と
い
う
意
味
で
す
。

つ
ま
り
「
真
実
功
徳
を 

説
か
れ
た
修
多
羅
に
依
っ
て
」
「
一
心
に
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
第
三
行
目
は
尽
十
方 

無
碍
光
如
来
を
説
明
し
て
い
る
註
釈
を
加
え
て
注
意
を
促
し
て
い
る
。
簡
単
に
読
み
過
し
て
し
ま
う
か
ら
注
意
を
促
す
と
い
う
意
味
で
脚 

註
を
入
れ
て
あ
る
。
本
文
で
な
い
か
ら
脚
註
は
軽
い
。
し
か
し
本
文
の
大
事
な
点
を
注
意
す
る
た
め
に
脚
註
を
入
れ
て
あ
る
。
だ
か
ら
初 

め
の
二
行
が
主
な
ん
で
す
。



と
こ
ろ
が
初
め
の
ニ
行
は
「
願
生
偈
」
の
ニ
行
を
言
い
換
え
た
の
で
す
。

「
願
生
偈
」
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。

「
世
尊
我
一
心
帰
命 

尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
、

こ
う
い
う
の
が
「
願
生
偈
」
の
第
一
行
で
す
ね
。

第
二
行
は
「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
説
願
偈 

総
持
与
仏
教
相
応
」
。

と
こ
ろ
が
、

「
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
い
う
第
二
行
に
出
て
い
る
の
が
第
一
行
に
ま
わ
し
て
あ
り
、

第 

一
行
に
あ
る
「
一
心
帰
命
」
の
方
は
第
二
行
へ
と
、
逆
に
し
て
あ
る
。
順
序
を
か
え
て
あ
る
。

同
時
に
「
願
生
偈
」
で
す
と
第
一
行
「
世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
と
、
そ
れ
か
ら
「
我
依
修
多
羅 

真
実
功
徳
相 

説
願
偈
総
持 

与
仏
教
相
応
」
、
こ
う
い
う
の
は
序
分
な
ん
で
す
。

序
分
を
表
わ
し
て
い
る
。

親

鸞
は

「
願
生
偈
」
を
み 

る
の
に
序
分
を
重
要
視
し
て
い
る
。
引
用
文
と
い
う
も
の
を
見
て
も
、
い
か
な
る
場
合
で
も
始
め
の
は
「
一
心
帰
命
」
と
述
べ
て
あ
る
。
 

帰
敬
の
心
を
述
べ
て
あ
る
。
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
、
無
碍
光
如
来
の
徳
を
讃
嘆
す
る
。
と
い
う
の
は
「
願
生
偈
」
と
い
う
の
は
広
い
意 

味
の
嘆
仏
歌
で
す
。

『
大
無
量
寿
経
』
に

「
光
顔
巍
巍
」
と
あ
る
よ
う
に
嘆
仏
歌
で
す
。
本
願
の
徳
を
称
讃
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
嘆
仏
歌 

で
あ
っ
て
歌
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
歌
と
い
う
の
で
な
し
に
、
本
願
の
徳
を
讃
え
る
歌
を
と
お
し
て
願
生
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に 

す
る
。
徳
を
た
だ
讃
嘆
し
た
の
で
な
く
、
そ
こ
に
天
親
菩
薩
の
志
願
を
表
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
も
っ
と
言
え
ば
、
志
願
に
よ
っ
て
志
願 

を
確
立
し
た
と
い
う
一
心
を
表
明
し
て
あ
る
。

「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
願
生
の
一
心
を
表
明
し
て
あ
る
。
自
己
と
無
関
係
な
仏
を
表
明
し
た
の
で 

は
な
く
、
仏
を
讃
嘆
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
自
己
を
表
明
し
て
あ
る
。

つ
ま
り
仏
の
内
面
に
触
れ
た
ん
で
す
。
光
り
輝
く
よ
う
な
徳
を
持 

っ
て
い
る
仏
の
内
面
、
魂
に
ふ
れ
た
ん
で
す
。
魂
に
目
覚
め
た
の
で
す
。
そ
こ
に
自
分
と
い
う
も
の
を
発
見
し
、
そ
こ
に
自
分
の
信
心
と 

い
う
も
の
を
表
白
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
が
「
願
生
偈
」
で
す
。

だ
か
ら
し
て
『
ー-
門
偈
』
も
ま
た
親
鸞
の
信
仰
と
い
う
も
の
を
表
明
し
て
い
る
。
親
鸞
自
身
を
表
明
し
た
こ
の
『
二
門
偈
』

の
内
容
は
、
 

不
思
議
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
親
鸞
を
は
る
か
に
超
え
て
如
来
の
世
界
を
開
い
て
い
る
も
の
で
す
。
親
鸞
は
こ
こ
に
お
る
ん
で
す
。
 

こ
こ
に
「
世
尊
我
一
心
」

の

「
我
」
と
い
う
と
き
は
「
身
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

「
我
が
身
は
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
こ



れ

は

「
正
信
偈
」
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
源
信
僧
都
の
と
こ
ろ
で
、

「
我
ま
た
、
か
の
摂
取
の
中
に
あ
れ
ど
も
、
煩
悩
、
眼
を
障
え
て
見
た 

て
ま
つ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
大
悲
倦
き
こ
と
な
く
、
常
に
我
を
照
し
た
ま
う
」
と
、

「
正
信
偈
」
で
は
偈
文
の
関
係
上
「
常
照
我
」
と
、
 

「
身
」
と
い
う
字
を
削
っ
て
あ
る
の
で
す
が
、
実

は

『
往
生
要
集
』
に
か
え
っ
て
見
れ
ば
「
大
悲
倦
き
こ
と
な
く
し
て
、
常
に
我
が
身
を 

照
ら
し
た
ま
う
」
と
、

「
常
照
我
身
」

の

「
身
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
常
に
我
が
身
を
照
ら
す
と
言
っ
て
あ
る
。

世
親
菩
薩
が
「
我
一
心
」
と
言
っ
た
時
に
は
「
我
が
身
は
一
心
に
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
が
身
と
い
う
の
は
宿
業
の
身
と
い
う
こ
と 

で
す
。

『
歎
異
抄
』
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
で
す
。

つ
ま
り
凡
夫
の
身
と
い
う
ん
で
す
。
宿
業
の
身
を 

持
っ
て
こ
こ
に
生
き
て
い
る
、
そ
こ
に
お
い
て
本
願
に
ふ
れ
る
。
凡
夫
で
も
ふ
れ
る
の
で
な
く
、
凡
夫
に
帰
ら
な
け
れ
ば
本
願
に
値
う
わ 

け
に
い
か
ぬ
の
で
す
。
自
分
を
優
れ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
お
れ
ば
本
願
に
ふ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
凡
夫
に
帰
る
、
そ
こ
に
如
来
に
値 

う
。
凡
夫
に
帰
る
と
い
う
所
、
そ
こ
が
如
来
に
値
う
場
所
で
す
。

だ
か
ら
凡
夫
に
も
帰
ら
ず
に
何
も
如
来
を
説
く
と
い
う
わ
け
に
い
か
ぬ
。
如
来
と
我
れ
と
が
一
緒
に
な
る
と
こ
ろ
「
た
だ
如
来
」
以
外 

に
な
い
。

「
た
だ
我
れ
」

「
宿
業
の
身
」
と
い
う
だ
け
の
情
な
い
も
の
じ
ゃ
な
い
。
真
宗
の
人
が
よ
く
口
癖
で
罪
悪
深
重
と
聞
い
と
る
か 

ら
、
何
で
も
自
分
の
こ
と
を
悪
く
言
え
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
。

「
た
だ
我
が
身
」
で
は
意
味
が
な
い
し
、

「
た
だ
如
来
」
と
、
そ
の
二 

っ
が
重
な
る
と
こ
ろ
に
自
覚
が
あ
る
。
内
在
的
超
越
で
す
。
我
が
身
は
内
在
、
如
来
は
超
越
で
す
。
内
在
的
超
越
と
い
う
こ
と
で
自
覚
が 

成
り
立
つ
。
我
が
身
に
即
し
、
我
が
身
を
消
し
失
わ
ず
に
如
来
の
世
界
と
い
う
も
の
を
見
つ
け
称
讃
し
て
あ
る
。
我
が
信
念
と
し
て
如
来 

を
述
べ
て
あ
る
。
我
れ
に
無
関
係
に
如
来
を
述
べ
る
の
で
は
な
し
に
、
我
が
信
念
の
内
容
と
し
て
如
来
を
述
べ
て
あ
る
。
こ
れ
が
「
願
生 

偈
」
で
す
ね
。

普
通
は
、

「
願
生
偈
」

の
第
一
行
は
一
心
帰
命
の
心
を
述
べ
る
か
ら
帰
敬
序
で
す
。
序
分
に
な
る
わ
け
で
す
。
先
ず
如
来
に
帰
敬
し
て
、
 

如
来
に
ふ
れ
て
信
念
を
確
立
し
た
。
そ
の
信
念
を
述
べ
る
。
だ
か
ら
如
来
に
帰
敬
す
る
と
。
そ
れ
か
ら
、
次
は
発
起
序
と
い
い
ま
し
て
、



「
我
依
修
多
羅
」
、
こ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
『
無
量
寿
経
』
の
こ
と
で
す
。

真
実
功
徳
を
説
か
れ
た
と
こ
ろ
の
修
多
羅
で
す
。

修
多
羅
に 

依
っ
て

「
願
生
偈
」
を
造
っ
た
。

「
願
生
偈
」
を
も
っ
て
本
願
の
徳
全
体
を
総
持
し
て
仏
の
教
と
い
う
も
の
に
応
え
た
い
、
そ
の
た
め
に 

「
願
生
偈
」
を
造
っ
た
。
経
に
依
っ
て
教
に
応
え
た
い
、
こ
う
い
う
の
が
『
論
』
と
い
う
こ
と
の
意
義
で
す
。
経
か
ら
生
ま
れ
て
教
を
造 

っ
て
い
く
。

だ
か
ら
何
故
『
浄
土
論
』
を
造
っ
た
か
と
い
う
『
論
』

の
制
作
の
動
機
を
述
べ
て
い
る
の
が
発
起
序
で
、
こ
れ
が
第
二
行
で
す
。
仏
教 

の

『
論
』
は
ど
ん
な
『
論
』
を
と
っ
て
み
て
も
序
分
と
い
う
の
は
二
つ
の
内
容
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
願
生
偈
」
ば
か 

り
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
「
我
」
と
い
う
字
が
加
わ
る
。
序
分
と
い
う
の
は
帰
敬
，
発
起
と
い
う
二
つ
の
内
容
が
あ
る
け
れ 

ど
も
、
そ
れ
で
「
我
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
正
宗
分
の
方
は
二
十
一
行
で
す
が
、
こ
こ
に
は
「
故
我
願
生
彼 

阿
弥
陀 

仏
国
」
、
「
か
る
が
ゆ
え
に
我
、
願
わ
く
は
、
か
の
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ま
れ
ん
」
と
こ
う
述
べ
て
、

一
番
始
め
の
第
一
行
「
帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
に
か
え
し
て
あ
る
。
そ
し
て
最
後
が
「
我
作
論
説
偈
」
と
、
結
分
で
す
。
四
ケ
所
に
「
我
」
と
い
う
字
が 

置
い
て
あ
る
。
初
め
の
二
つ
は
序
分
、
そ
し
て
正
宗
分
・
結
分
の
我
、
こ
う
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
以
上
は
無
駄
で
あ
る
こ
れ
以
下
で
は
足 

ら
ん
、
必
要
に
し
て
十
分
な
る
数
で
四
ケ
所
に
「
我
」
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
る
。
そ

の

「
我
」
と
い
う
字
が
自
ら
文
章
の
組
織
を
語
る
。
 

こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
が
「
願
生
偈
」
を
み
る
と
き
に
は
序
分
と
い
う
も
の
を
非
常
に
大
事
に
と
り
扱
っ
て
い
る
。

い
か
な
る
場
合
に
も
「
願 

生
偈
」

を
引
く
と
き
に
は
二
つ
の
序
を
出
し
て
あ
る
。

そ
れ
か
ら
二
十
一
行
の
正
宗
分
と
か
結
分
と
か
が
あ
る
け
れ
ど
、

中
で
も
特
に 

「
観
仏
本
願
力
」
の
一
偈
で
す
。
二
十
一
行
の
正
宗
分
に
は
一
番
初
め
に
「
観
彼
世
界
相
」
と
、
そ
れ
に
「
観
仏
本
願
力
」
、
そ

の

「
観
」
 

と
い
う
字
が
ニ
ケ
所
に
置
い
て
あ
る
。
内
観
の
観
で
す
。
初
め
の
観
は
浄
土
に
関
し
て
観
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
る
。

『
入
出
二
門
偈
』 

で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
「
仏
を
観
ず
る
」
と
。
始
め
に
世
界
を
観
ず
る
。
そ
れ
か
ら
浄
土
を
観
ず
る
。
浄
土
を
観
じ
、
更
に
浄 

土
を
通
し
て
佛
を
観
ず
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
で
す
ね
。
浄
土
を
通
ら
ん
と
仏
に
ふ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
う
こ
と
で
す
。



直
接
に
仏
と
い
う
の
で
は
な
く
浄
土
を
通
し
て
仏
に
ふ
れ
る
。
仏
の
本
願
を
観
ず
る
と
。
こ
れ
は
画
龍
点
晴
と
い
う
も
の
で
す
。
初
め
の 

観
は
全
体
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
全
体
の
中
に
中
心
に
な
る
観
を
置
い
て
あ
る
。

仏
の
本
願
力
と
い
う
も
の
を
説
い
て
あ
る
。

そ
れ
が 

「
不
虚
作
住
持
功
徳
」

の

「
観
仏
本
願
力
」
と
い
う
そ
の
一
偈
で
す
。

「
不
虚
作
住
持
功
徳
」
と
い
う
こ
と
は
「
本
願
虚
し
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
が
成
就
し
て
「
本
願
虚
し
か
ら
ず
」
と
い
う 

徳
を
讃
え
て
あ
る
。
そ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
二
十
一
行
の
長
い
正
宗
分
が
あ
る
け
れ
ど
、

「
不
虚
作
住
持
功
徳
」 

と
い
う
一
偈
だ
け
で
全
体
を
代
表
さ
せ
て
あ
る
。
逆
に
序
分
と
い
う
の
は
二
行
の
偈
文
を
そ
ろ
え
て
、
そ
れ
に
「
不
虚
作
住
持
功
徳
」
を 

述
べ
た
偈
文
と
、
三
行
を
も
っ
て
「
願
生
偈
」
全
体
を
尺
す
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
親
鸞
の
見
方
で
す
。
外
か
ら
言
え
ば
序
分
，
正 

宗

分-

結
分
と
文
章
の
形
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
の
と
ら
え
方
は
内
容
的
で
す
。
外
か
ら
の
形
で
押
え
ず
に
「
願
生
偈
」
と
い
う
も 

の
を
内
面
か
ら
と
ら
え
た
。
外
か
ら
な
で
回
し
て
解
釈
す
る
の
で
な
し
に
内
か
ら
解
釈
ず
る
。
こ
う
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
あ
と
は
無 

駄
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
の
『
入
出
二
門
偈
』

で
は
ま
だ
他
の
も
の
が
加
わ
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
最
も
簡
潔
に
『
浄
土 

論
』
と
い
う
も
の
を
み
る
場
合
、
三
行
で
す
。

『
浄
土
論
』

「
願
生
偈
」

の
精
神
は
こ
の
三
行
で
尽
し
う
る
と
い
う
の
が
親
鸞
の
考
え
で 

す
。
だ
か
ら
初
め
の
二
つ
の
序
と
い
う
の
を
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、
序
分
と
い
う
の
を
外
の
形
で
押
え
た
の
じ
ゃ
な
い
。
内
容
な
ん
で 

す
。

「
願
生
偈
」

の
初
め
の
二
行
は
序
分
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
親
鸞
か
ら
す
れ
ば
序
分
じ
ゃ
な
い
、
本
文
な
ん
で
す
。
 

例
え
て
言
う
と
、

「
一
心
」
と
い
う
こ
と
は
、
序
分
だ
け
に
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
ま
た
正
宗
分
に
「
観
彼
世
界
相
」 

「
観
仏
本
願
力
」
と
い
う
の
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
全
部
一
心
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

一
心
の
内
観
な
ん
で
す
。
全
部
を
包
ん
で 

一
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
一
心
と
い
う
も
の
が
序
分
だ
け
で
は
な
く
、

一
心
と
い
う
も
の
が
「
願
生
偈
」
全
体
な
ん
で
す
。

ー
 

心
の
他
に
「
願
生
偈
」
は
な
い
ん
だ
。
願
生
浄
土
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
ね
。 

こ
れ
は
天
親
菩
薩
は
龍
樹
菩
薩
と
違
っ
て
で
す
ね
、
唯
識
の
論
家
と
し
て
の
天
親
の
教
学
と
い
う
の
は
、
こ

の

「
願
生
偈
」
は

『
無
量 

寿
経
』
に
依
っ
て
造
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

『
無
量
寿
経
』
に
相
応
す
る
、
そ

の

「
与
仏
教
相
応
」

の
相
応
す
る
方
法
と
し
て
の
唯



識
論
で
す
。
唯
識
の
教
学
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
唯
識
と
か
唯
心
と
か
言
い
ま
す
が
、

天
親
菩
薩
の
造
ら
れ
た
『
二
十
唯
識
論
』、

そ
こ
に
は
一
心
と 

い
う
字
が
使
っ
て
あ
る
。

「
唯
一
心
」

「
三
界
唯
一
心
」
と
い
う
経
文
は
も
と
も
と
『
十
地
経
』
と
い
う
経
典
の
こ
と
ば
を
と
っ
て
あ
る
。
 

『
十
地
経
』
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
み
る
と
唯
一
心
と
い
う
ん
で
す
。

「
唯
一
心
」
と
や
っ
ぱ
り
「
一
心
」
と
使
っ
て
あ
る
。
今
日
で
は 

明
治
以
来
西
洋
の
学
問
が
入
っ
て
ま
し
て
そ
の
西
洋
の
哲
学
の
思
想
に
唯
心
論
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
天
親
の
教
学
で
は
唯
識
論
あ
る 

い
は
唯
心
論
と
、
唯
心
の
教
学
で
す
。
だ
が
字
は
同
じ
で
す
け
れ
ど
西
洋
の
唯
心
論
と
天
親
の
唯
心
の
教
学
は
意
味
は
非
常
に
違
う
。
言 

葉
も
違
う
。̂

き
き
巴̂

！
1
1

と
い
う
も
の
を
訳
し
て
唯
心
論
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
形
而
上
学
と
い
う
も
の
で
あ
っ 

て
、
そ
れ
と
唯
識
論
の
唯
心
と
は
全
然
違
う
。
だ
か
ら
字
は
同
じ
で
す
け
れ
ど
も
内
容
は
同
じ
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
言
葉
と
い
う 

も
の
は
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
た
く
さ
ん
在
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
日
本
語
に
同
じ
言
葉
を
用
い
る
け
れ
ど
も
内
容
は 

同
じ
じ
ゃ
な
い
。

唯
識
の
教
学
と
い
う
と
心
を
離
れ
て
何
も
の
も
な
い
と
言
う
け
れ
ど
、

「
唯
」
と
い
う
こ
と
は
「
唯
一
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
心 

を
離
れ
た
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
、
在
る
も
の
は
心
だ
け
だ
と
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
唯
識
の
い
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
浄
土
が 

信
心
の
外
に
あ
っ
て
、
自
分
の
一
心
の
外
に
如
来
や
浄
土
が
あ
っ
て
そ
れ
に
帰
敬
し
た
り
、
そ
れ
に
生
れ
よ
う
と
願
う
と
、
そ
う
い
う
も 

の
で
は
な
い
。
自
分
の
心
の
外
に
在
る
も
の
は
考
え
た
も
の
、
考
え
た
世
界
で
す
。
考
え
た
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
。
 

こ
う
い
う
こ
と
で
何
を
表
わ
す
か
と
い
う
と
先
に
言
っ
た
自
覚
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
で
す
。
西
洋
の
唯
心
論
は
形
而
上
学
で
す
け
れ 

ど
も
、
形
而
上
学
は
心
と
い
う
も
の
を
実
在
的
に
考
え
て
、
心
が
世
界
を
作
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
実
体
的
な
意
味
で
考
え
る
。
け
れ 

ど
も
唯
識
論
の
唯
心
と
い
う
の
は
実
体
的
な
意
味
で
は
な
い
。
自
覚
的
な
意
味
で
言
っ
て
あ
る
。

こ
の
一
心
を
離
れ
て
如
来
は
な
い
し
、
逆
に
言
え
ば
如
来
の
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
心
境
と
し
て
も
つ
よ
う
な
も
の
が
一
心
で
す
。



安
心
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
浄
土
と
い
う
こ
と
は
安
ん
ず
る
と
い
う
自
己
の
お
る
場
所
を
見
つ
け
た
と
い
う
意
味
で
安
心
で
す
。

「
あ 

な
た
方
、
何
処
に
お
る
ん
で
す
か
。
何
処
に
立
つ
と
る
ん
で
す
か
。
あ
な
た
方
の
立
場
は
何
で
す
か
」
と
こ
う
聞
い
て
み
る
と
、
答
え
ら 

れ
ま
す
か
。
そ
う
い
う
よ
う
に
自
分
の
立
つ
と
る
立
脚
地
と
い
う
も
の
を
発
見
し
た
、
こ
う
い
う
こ
と
が
安
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た 

安
心
と
い
う
も
の
を
分
け
て
み
ま
す
と
、
能
安
の
心
と
所
安
の
境
と
い
う
二
面
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
が
唯
識
論
の
教
説 

で
す
。

だ
か
ら
簡
単
に
言
え
ば
、
浄
土
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
心
境
を
開
く
と
い
う
、

「
我
が
身
」
と
い
う
宿
業
の
身
に
お
い
て
宿
業
を
超
え 

た
よ
う
な
心
境
を
開
く
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
心
と
い
う
も
の
と
境
と
い
う
も
の
と
二
つ
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
の
は
普
通 

の
考
え
で
す
。
心
と
い
う
も
の
と
境
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
も
の
の
二
面
で
す
。
心
境
と
い
う
の
は
主
観
と
客
観
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
 

能
と
所
と
を
誰
か
が
結
合
す
る
の
で
は
な
い
。

一
つ
の
も
の
の
二
面
で
す
。
心
が
起
る
と
同
時
に
一
面
に
は
能
安
の
心
、
他
面
に
は
所
安 

の
境
。
心
は
自
分
の
内
容
を
自
分
の
対
象
と
し
て
い
る
。
自
分
の
外
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
心
は
心
が
考
え
た
も
の 

を
分
別
す
る
の
で
は
な
い
。
分
別
出
来
ぬ
で
し
ょ
う
。
心
は
心
で
な
い
も
の
を
分
別
出
来
な
い
。
何
か
心
の
外
に
も
の
が
在
っ
て
、
心
が 

そ
れ
に
触
れ
て
表
象
と
い
う
も
の
が
心
の
中
に
出
来
る
と
言
う
。
そ
れ
は
考
え
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
唯
識
と
い
う
も
の
に
全
く 

ふ
れ
な
い
立
場
で
す
。
常
識
と
い
う
の
は
、
心
の
外
に
花
が
あ
っ
て
心
が
花
に
触
れ
て
、
花
が
映
っ
て
き
て
、
花
の
表
象
で
す
ね
、
心
の 

外
に
在
る
の
が
実
在
の
花
、
実
在
の
花
に
触
れ
る
と
心
の
中
に
花
の
表
象
が
成
り
立
つ
と
、
こ
う
考
え
る
。
科
学
で
も
常
識
で
も
み
ん
な 

そ
う
で
す
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
考
え
た
も
の
で
し
ょ
う
。

だ
い
い
ち
心
の
外
に
「
在
っ
て
」

と
い
う
け
れ
ど
、

心
に
意
識
さ
れ
た
か
ら 

「
在
っ
て
」
と
い
う
の
で
し
て
、
心
に
意
識
さ
れ
ぬ
も
の
が
在
っ
て
と
は
言
え
ぬ
の
で
す
。
そ
れ
は
自
己
矛
盾
で
す
。
我
々
は
花
が
在
っ 

て
意
識
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
花
の
意
識
が
起
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
事
実
」
で
す
。
そ
の
花
の
意
識
内
容
を
意
識
は
意
識
し
て
い
る
ん
だ
。
 

そ
れ
は
論
証
を
必
要
と
し
な
い
程
明
瞭
な
ん
で
す
。
論
証
を
待
た
ず
し
て
明
瞭
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
の
は
エ
ヴ
ィ
デ
ン
スの

0

才一
1
8

明 

証
で
す
。
論
証
を
必
要
と
し
な
い
。

「
か
る
が
ゆ
え
に' 

こ
う
だ
」
と
結
論
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
推
論
の
根
拠
に
な
る
よ
う
な
心



で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
唯
識
で
は
い
う
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
心
の
外
に
在
る
境
は
「
外
境
」
と
い
う
字
を
つ
け
る
の
で
あ
っ
て
、

「
心
境
」
の
境
と
い
う
の
は
、
心
が
境
に
似
て
現
じ
、
心 

に
現
わ
れ
た
境
で
、
影
と
い
う
字
を
つ
け
る
。
影
現
で
す
。
あ
な
た
方
が
知
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
こ
う
い
う
弥
陀
和
讃
が
あ
る
で
し
ょ 

う
。「

無
明
の
大
夜
を
あ
わ
れ
み
て 

法
身
の
光
輪
き
わ
も
な
く
無
碍
光
仏
と
し
め
し
て
ぞ 

安
養
界
に
影
現
す
る
」 

「
久
遠
実
成
阿
弥 

陀
仏 

五
濁
の
凡
愚
を
あ
わ
れ
み
て 

釈
迦
牟
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ
迦
耶
城
に
は
応
現
す
る
」
と
。
釈
迦
仏
の
応
現
に
対
し
て
阿
弥
陀 

仏
は
影
現
す
る
と
あ
る
。
浄
土
と
は
影
現
の
世
界
で
す
。
影
と
い
う
と
頼
り
な
い
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
、
影
現
す
る
と
い
う
の
は
精
神
界 

と
い
う
形
な
き
も
の
の
形
で
す
。
浄
土
と
い
う
も
そ
れ
以
外
に
は
な
い
。
浄
土
と
い
う
の
は
救
わ
れ
た
人
間
の
心
境
で
す
。
浄
土
は
そ
う 

い
う
心
境
が
開
け
て
き
た
も
の
で
、
東
京
が
あ
る
京
都
が
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
心
境 

と
い
う
。
だ
か
ら
心
と
い
う
も
の
の
二
面
で
す
。
心
は
作
用
を
表
わ
す
し
、
境
は
内
容
を
表
わ
す
。
意
識
が
意
識
の
内
容
に
作
用
し
て
い 

る
。
意
識
の
外
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
。
意
識
の
外
に
作
用
す
る
の
は
物
質
の
作
用
で
す
。
意
識
作
用
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で 

は
な
い
。
意
識
作
用
と
い
う
の
は
意
識
の
内
に
働
く
か
ら
意
識
作
用
と
い
う
。
意
識
に
表
現
し
た
も
の
を
意
識
は
意
識
す
る
。
そ
う
い
う 

こ
と
を
押
し
て
く
る
と
表
現
的
自
覚
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

人
間
は
心
を
持
っ
て
生
ま
れ
る
と
い
う
点
で
、
犬
や
猫
や
机
が
在
る
と
い
う
そ
う
い
う
よ
う
な
在
り
方
で
人
間
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

人
間
は
分
別
し
て
生
き
る
。
し
か
し
分
別
を
も
っ
て
い
て
も
与
え
ら
れ
た
分
別
を
却
っ
て
よ
う
使
わ
ぬ
。
間
違
っ
て
使
う
の
で
す
。
そ
れ 

で
ノ
イ!
！
—
ゼ
に
な
る
。
自
分
の
心
を
自
分
で
よ
う
使
わ
ぬ
の
で
す
。
か
え
っ
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
の
奴
隸
に
な
っ
て
い
る
。
そ 

う
い
う
の
を
病
気
と
い
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
の
が
あ
る
の
は
人
間
に
と
っ
て
駄
目
な
こ
と
で
は
な
い
。
精
神
が
患
う
と
い
う 

の
は
、
患
う
よ
う
な
精
神
が
優
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
精
神
の
な
い
犬
、
精
神
が
な
い
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
も
の



は
病
気
に
な
ら
ぬ
。
悩
む
と
か
不
安
で
あ
る
と
か
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
理
で
す
が
、
何
か
不
安
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
人
間
が
弱
い
の
で 

は
な
い
。
人
間
は
非
常
に
優
れ
て
造
ら
れ
て
い
る
そ
の
優
れ
た
能
力
を
間
違
っ
て
使
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
縛
ら
れ 

る
。
精
神
の
優
れ
た
意
味
は
何
か
と
い
う
と
、
広
い
意
味
か
ら
言
う
と
抽
象
化
す
る
と
か
或
い
は
対
象
化
す
る
と
か
い
う
こ
と
で
す
。
こ 

の
抽
象
化
の
一
番
い
い
例
が
科
学
で
す
。
科
学
的
思
惟
と
い
う
も
の
で
人
間
の
意
識
と
い
う
も
の
が
非
常
に
高
度
に
成
長
さ
せ
ら
れ
る
よ 

う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
な
も
の
を
抽
象
化
す
る
能
力
で
す
。
抽
象
化
と
い
う
の
は
一
つ
の
対
象
化
で
す
。
芸
術
的
表
現
と
い
う
の 

も
-

つ
の
対
象
化
で
す
。
こ
れ
が
一
つ
の
人
間
の
能
力
の
非
常
に
優
れ
た
点
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
間
違
う
こ
と
が
あ
る
。
抽
象
化 

さ
れ
た
も
の
が
根
源
的
だ
と
考
え
て
、
か
え
っ
て
根
源
的
な
も
の
を
忘
れ
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
具
体
的
な
も
の
が
根
源
的
な
ん
で
す
。
 

具
体
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
抽
象
化
も
出
来
な
い
。
抽
象
化
す
る
と
い
う
と
、
抽
象
化
の
作
用
に
人
間
が
幻
惑
さ
れ
る
。
抽
象
化
し
た
も 

の
が
本
当
だ
と
こ
う
考
え
る
。
科
学
が
与
え
る
知
識
は
根
源
的
な
知
識
だ
と
、
こ
う
考
え
て
抽
象
的
な
も
の
か
ら
逆
に
具
体
的
な
も
の
を 

考
え
る
。
具
体
的
な
も
の
が
末
だ
と
。
そ
れ
は
顚
倒
・
逆
立
ち
で
す
。
す
る
と
縛
ら
れ
る
。
無
限
に
抽
象
化
し
て
縛
ら
れ
な
い
の
は
い
う 

で
も
具
体
的
に
立
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
深
い
意
味
で
の
自
覚
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
人
間
は
具
体
的
に
立
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
直 

接
に
は
分
ら
ぬ
。
具
体
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
分
ら
ぬ
。
そ
の
も
っ
て
い
る
も
の
を
抽
象
化
す
る
、
対
象
的
に
表
現
す
る
。
 

表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
自
覚
す
る
。

そ
う
い
う
よ
う
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
芸
術
だ
け
が
表
現
で
は
な
い
。
抽
象
化
と
い
う
こ
と
も
、
科
学
の
世
界
と
い
う
も
の
も
ー 

つ
の
表
現
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
科
学
的
に
自
覚
す
る
の
で
す
。
自
覚
と
い
っ
て
も
た
だ
感
情
的
に
自
覚
す
る
の
で
は
な
い
。
だ 

か
ら
科
学
を
否
定
す
る
の
が
宗
教
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
も
し
そ
ん
な
無
茶
な
こ
と
を
言
う
な
ら
野
蛮
人
に
か
え
る
よ
り
仕
方
が
な 

い
。
そ
う
で
な
く
そ
こ
に
は
何
か
与
え
ら
れ
た
も
の
を
正
し
く
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の 

に
よ
っ
て
迷
わ
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
結
果
に
な
る
ん
で
す
。
せ
っ
か
く
の
表
現
的
自
覚
作
用
と
い
う
も
の
を
間
違
え
て
、
か
え
っ
て
奴
隸



に
な
る
。
逆
に
な
る
わ
け
で
す
。
逆
立
ち
を
更
に
逆
さ
ま
に
し
て
健
康
な
自
己
に
解
放
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
顚
倒
を
更
に
顚
倒
せ
ね
ば
な 

ら
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
宗
教
と
い
う
も
の
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
逆
立
ち
し
て
い
る
人
間
を
更
に
逆
倒
す
る 

た
め
に
念
仏
が
あ
る
ん
で
す
。
教
え
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
優
れ
た
抽
象
化
と
か
対
象
化
と
か
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
自
覚
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
識
の 

構
造
と
い
う
の
は
、

一
面
に
は
心
、
も
う
一
面
に
は
境
と
い
う
よ
う
な
二
面
に
分
か
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
心
と
境
と
い
う
の
は
二
つ 

の
も
の
で
は
な
い
。

一
つ
の
も
の
の
二
つ
の
側
面
で
す
。
だ
か
ら
主
観
と
客
観
と
い
う
こ
と
と
は
ど
う
も
違
い
ま
す
。
主
観
と
客
観
と
い 

う
と
二
つ
の
も
の
に
な
る
。
そ
れ
で
見
・
相
と
い
う
字
を
使
う
。
見
分
と
相
分
は
一
つ
の
も
の
の
二
面
で
す
。
西
洋
の
言
葉
を
使
え
ば
ノ 

エ
シ
ス!1068

0;-

と
ノ
エ
マ
ロ0

6
^
^
、

見
分
の
方
は
ノ
エ
シ
ス' 

相
分
の
方
は
ノ
エ
マ
で
す
。
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
と
い
う
の
が
西
洋
の 

意
識
の
問
題
の
考
え
方
と
し
て
学
問
の
中
に
そ
う
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
唯
識
論
の
見
分-

相
分
は
そ
れ
に
非
常
に
近
い
で
す 

ね
。
そ
れ
は
意
識
の
構
造
で
す
。
考
え
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
そ
れ
が
構
造
，
在
り
方
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
は
机
で
は
な
い
、
意 

識
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。

つ
ま
り
生
き
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
生
き
て
い
る
の
が
人
間
の
生
き
方
で
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ 

て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
生
き
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
生
き
て
い
る
。
こ
れ
が
人
間
特
有
の
在
り
方
で
す
。
自
覚
を
失
っ
た
ら
物 

に
な
っ
て
し
ま
う
、
た
だ
流
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
時
に
は
「
我
」
と
い
う
も
の
は
な
い
。

「
我
」
と
い
う
の
は
主
体
性
と
い
う
意
味
で
す
。

つ
ま
り
自
己
を
も
っ
て 

生
き
て
い
る
、
自
覚
的
自
己
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
の
が
主
体
性
で
す
。
ど
ん
な
不
幸
に
陥
い
っ
て
も
そ
れ
を
失
わ
な
い
。
 

ど
ん
な
幸
福
に
あ
っ
て
も
浮
か
れ
な
い
。
普
通
は
そ
う
で
は
な
い
。

一
喜
一
憂
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
喜
ん
で
い
る
時
は
有
頂
天
に
な
っ 

て
い
る
。
有
頂
天
に
な
っ
た
時
自
己
は
な
い
。
そ
う
い
う
人
間
に
限
っ
て
ひ
ど
い
目
に
あ
う
と
す
ぐ
絶
望
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
自
己 

は
な
い
。

一
喜
一
憂
し
そ
の
日
そ
の
日
の
境
遇
に
流
さ
れ
て
い
る
。

一
生
自
己
な
し
で
生
き
て
い
た
ら
生
き
て
い
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で 

し
よ
う
。
自
己
を
も
っ
て
生
き
た
ら
、

一
日
生
き
て
も
永
遠
に
生
き
た
こ
と
で
す
。



一
心
と
い
う
こ
と
は
主
体
を
表
わ
す
概
念
だ
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
一
心
と
い
う
こ
と
は
面
倒
で
す
。
し
か
し
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光 

如
来
」
と
い
う
か
た
ち
で
「
一
心
」
を
た
て
た
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
よ
っ
て
一
心
が
成
り
立
つ
と
言
っ
て
も
い
い
。
だ
か
ら
ー 

心
を
述
べ
た
の
が
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
。

一
心
と
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
心
の
当
体
が
帰
命
尽 

十
方
無
碍
光
如
来
で
す
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
が
な
い
と
一
心
が
成
り
立
た
な
い
。
本
当
の
主
体
が
。

つ
ま
り
そ
う
す
る
と
主
観
に 

な
っ
て
し
ま
う
。
面
倒
な
話
し
で
す
が
、
主
観
と
い
う
こ
と
も
主
体
と
い
う
こ
と
も
同
じ
言
葉
な
ん
で
す
。
大
体
、
言
葉
が
な
い
ん
で
し 

よ
う
。
西
洋
に
は
ズ
ブ
イ
エ
ク
ト5

1
1
1
5

〇-
岸
と
い
う
言
葉
か
あ
り
ま
す
が
、
主
観
と
主
体
と
は
混
乱
す
べ
か
ら
ざ
る
区
別
が
あ
り
ま
す
。
 

主
観
を
破
っ
て
い
る
の
が
主
体
で
す
。
だ
か
ら
一
心
と
い
っ
て
も
主
観
的
一
心
じ
ゃ
な
い
、
主
体
的
一
心
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

何
遍
も
言
う
よ
う
に
、
親
鸞
は
天
親
菩
薩
の
一
心
と
い
う
も
の
を
非
常
に
大
事
に
し
た
。

「
願
生
偈
」
全
体
が
一
心
な
ん
で
す
。
そ
の 

一
心
と
い
う
も
の
が
我
々
を
尺
十
方
無
碍
光
の
世
界
に
放
り
出
し
て
い
る
。
主
観
に
閉
じ
籠
も
っ
た
主
観
の
洞
窟
か
ら
、
主
観
を
破
っ
て 

人
間
を
解
放
し
尽
十
方
の
無
碍
光
の
世
界
を
持
た
せ
た
ん
で
す
。
世
界
と
い
う
も
の
に
自
己
が
開
か
れ
た
。
開
か
れ
た
自
己
と
い
う
の
は 

世
界
を
も
っ
た
自
己
で
す
。
洞
窟
に
閉
じ
籠
っ
て
お
ら
ぬ
。
し
か
し
主
観
的
一
心
に
な
る
と
閉
じ
籠
っ
た
一
心
と
な
る
。
 

だ
か
ら
同
じ
一
心
と
い
っ
て
も
親
鸞
は
「
願
生
偈
」

の
一
心
を
非
常
に
尊
敬
し
「
一
心
の
華
文
」
と
こ
う
言
っ
て
い
る
。
-

心
と
い
う 

言
葉
だ
け
が
大
事
と
い
う
な
ら
『
阿
弥
陀
経
』
に

も

「
一
心
不
乱
」
と
言
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら
『
阿
弥
陀
経
』

の
一
心
に
簡
ん
で
「
願
生 

偈
」

の

「
一
心
」
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
区
別
が
あ
る
。
そ
こ
に
主
観
的
一
心
と
い
う
の
を
破
っ
て
主
体.
的
一
心
と
い
う
も
の
を
確
立
す 

る
。
主
観
的
一
心
と
い
う
の
は
自
分
を
固
執
し
た
一
心
で
す
。
世
界
の
中
に
自
分
を
固
執
し
て
い
る
立
て
籠
っ
た
一
心
で
す
。
そ
う
で
な 

く
世
界
の
中
に
放
た
れ
た
自
己
で
す
。

い
つ
か
も
言
っ
た
け
れ
ど
、
道
元
禅
師
が
「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う
は
自
己
を
な
ら
う
な
り
」
と
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
仏
法
、
 

法
を
通
し
て
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
自
己
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「自
己
を
わ
す
る
る
な
り
」
。
面
白
い
で 

す
ね
。

「
自
己
を
な
ら
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」、
そ
れ
は
「
自
己
を
わ
す
れ
る
こ
と
だ
」' 

こ
う
い
う
答
弁
で
す
。
自
己
に



閉
じ
籠
る
こ
と
な
く
、

一
 

点
も
そ
こ
に
腰
を
お
ろ
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
あ
る
。
自
己
を
わ
す
れ
た
よ
う
な
時
に
主
体
的
自
己
だ
。
そ
う
い
う 

の
が
一
心
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
を
こ
こ
に
も
っ
て
い
る
。

一
心
、
こ
れ
は
後
で
言
い
ま
す
が
、

「
広
大
無
碍
の
一
心
」
と
、
こ
う
一
言
っ
て
あ
る
。
広
大
無
碍
と
い
う
こ
と
は
如
来
の
世
界
の
形
容 

で
す
。

「
究
竟
如
虚
空
広
大
無
辺
際
」
と
こ
う
言
っ
て
あ
る
。

「
か
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
。
究
竟
し
て 

虚
空
の
ご
と
く
、
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
と
、
開
か
れ
た
る
世
界
の
こ
と
を
広
大
と
言
っ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
天
親
菩
薩
の
ー 

心

を

「
広
大
無
碍
の
一
心
」
だ
と
こ
う
言
う
。
如
来
の
世
界
は
広
大
だ
け
れ
ど
も
、
如
来
の
世
界
を
信
ず
る
我
々
の
心
は
狭
い
一
心
だ
と
、
 

こ
う
は
言
わ
な
い
。
我
々
の
小
さ
い
心
で
広
大
な
如
来
を
信
じ
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
広
大
無
碍
の
一
心
が
私
に
開
か
れ
て
い 

る
。
け
れ
ど
も
私
が
所
有
出
来
な
い
も
の
だ
。
私
の
中
に
私
を
超
え
た
よ
う
な
、
私
の
中
に
私
を
破
っ
て
私
を
包
む
よ
う
な
世
界
が
開
か 

れ
た
ん
だ
、
そ
う
い
う
一
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
如
来
に
救
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

一
心
が
私
を
救
っ
て
い
る
。
私
に
起
こ 

っ
た
一
心
に
よ
っ
て
私
は
救
わ
れ
る
。
自
分
の
外
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
自
分
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
を
救
う
よ
う
な 

一
心
。
広
大
無
碍
の
一
心
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
述
べ
て
あ
る
。

「
願
生
偈
」
は
そ
う
い
う-

心
が
述
べ
て
あ
る
か
ら
一
心
が
分
れ
ば
全
体
が
分
る
。

一
心
の
中
に
世
界
も
あ
る
し
如
来
も
あ
る
。
浄
土 

だ
け
あ
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
ー
心
の
中
に
穢
土
も
包
ん
で
い
る
。

「
菌
林
遊
戯
」
と
い
っ
て
、
穢
土
か
ら
み
る
と
穢
土
を
超
え
て
浄
土 

が
あ
る
け
れ
ど
、
浄
土
に
た
っ
て
み
れ
ば
浄
土
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
穢
土
も
浄
土
の
中
で
す
。
地
獄
で
も
菌
林
遊
戯
し
た
ら
浄
土 

で
す
。

尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
は
「
願
生
偈
」

の
中
に
入
る
と
皆
阿
弥
陀
仏
と
い
う
字
を
使
っ
て
あ
る
、

「
故
我
願
生
彼 

阿
弥
陀 

仏
国
」
と
い
う
よ
う
に
皆
阿
弥
陀
と
い
う
字
が
使
っ
て
あ
る
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
は
変
わ
り
な
い
け
れ
ど
、
 

阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
天
親
菩
薩
は
自
ら
解
釈
し
て
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
翻
訳
し
て
表
わ
し
て
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
同
じ



こ
と
だ
け
れ
ど
、

「
我
一
心
に
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
」
と
言
え
ば
い
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
我
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来 

に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
」
と
解
釈
さ
れ
た
。
そ
の
精
神
を
親
鸞
は
注
意
し
て
い
る
。
そ
れ
で
こ
の
『
二
門
偈
』
で

は

「
無
碍
の
光
明
は
大 

慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
と
そ
う
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
「
帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来
」
と
一
番
初
め
に
だ
け
そ
う
解
釈
を
し
て
あ
る
の
は
、
も
の
は
違
わ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
何
か
天
親
菩
薩
が
わ 

ざ
わ
ざ
解
釈
さ
れ
た
意
味
が
あ
っ
て
そ
れ
を
よ
く
注
意
し
な
さ
い
と
、
そ
れ
で
脚
註
を
加
え
て
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
世
界
と
い
う
と
何
か 

西
方
十
方
億
仏
土
の
世
界
を
考
え
る
。
机
が
あ
っ
た
り
何
か
が
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
も
ど
こ
か
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
阿
弥 

陀
仏
と
い
う
特
別
の
仏
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
「
諸
仏
の
智
」
と
書
い
て
あ
る
。
諸
仏
が
阿
弥
陀
な
ん
で
す
。
尽
十
方
の
世 

界
に
無
碍
な
る
諸
仏
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
で
す
。
こ
れ
は
親
鸞
よ
り
先
に
『
論
註
』
が
気
付
い
て
い
る
。

『
論
註
』

の
最
後
に
で
す
ね
、
 

「
十
方
無
碍
人
の
一
道
よ
り
生
死
を
出
ず
と
い
え
り
、

一
道
は
一
無
碍
道
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
歎
異
抄
』

の

「
念
仏
者
は
無
碍
の 

ー
道
な
り
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
言
葉
で
す
ね
。

つ
ま
り
『
浄
土
論
』

の
一
番
最
後
に
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
あ
っ 

て
、
そ
れ
を
翻
訳
す
れ
ば
「
無
上
正
遍
道
」
で
あ
る
。
そ

の

「
道
」
と
い
う
言
葉
を
解
釈
す
る
時
に
、

一
番
最
初
の
「
帰
命
尽
十
方
無
碍 

光
如
来
」
と
い
う
の
に
照
ら
し
て
「
十
方
無
碍
人
の
一
道
よ
り
出
死
を
出
ず
と
い
え
り
、

一
道
は
一
無
碍
道
な
り
」
と
言
わ
れ
る
。
十
方 

無
碍
人
と
は
尺
十
方
無
碍
光
仏
の
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
十
方
無
碍
人
と
い
う
の
は
諸
仏
の
こ
と
で
す
。
全
法
界 

の
諸
仏
で
す
。
凡
夫
ば
か
り
が
人
じ
ゃ
な
い
。

仏
も
人
で
す
。

そ

の

「
人
」
と
い
う
と
法
に
対
し
て
人
と
い
う
。

だ

か

ら

「
十
方
無
碍 

人
」
は
、

一
道
の
法
か
ら
仏
と
な
ら
れ
た
の
だ
と
。

つ
ま
り
十
方
諸
仏
と
い
う
の
は
十
方
衆
生
が
成
仏
し
た
人
で
す
。
十
方
諸
仏
は
各
々
の
道
か
ら
勝
手
に
仏
道
を
成
就
さ
れ
た
と
い
う
の 

で
は
な
い
、

一
つ
の
道
か
ら
皆
成
就
さ
れ
た
。
ど
の
仏
も
一
道
か
ら
生
死
を
超
え
て
仏
と
な
ら
れ
た
。
も
っ
と
言
え
ば
十
方
衆
生
が
一
道 

に
よ
っ
て
十
方
諸
仏
に
な
ら
れ
た
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
道
と
い
う
の
は
本
願
で
す
。
十
方
衆
生
が
一
つ
の
本
願
の
中
に
帰
入
す
る
と
十
方
諸
仏
と
し
て
本
願
か
ら
生
れ
て
く
る
。
衆
生
が
仏



と
成
っ
て
、
そ
し
て
成
ら
し
め
た
本
願
を
証
明
す
る
。
そ
れ
が
諸
仏
称
讃
と
い
う
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
十
方
衆
生
も
十
方
諸 

仏
も
み
な
含
ん
で
い
る
。
十
方
有
碍
の
人
が
本
願
に
帰
入
す
る
と
十
方
無
碍
の
人
と
し
て
生
れ
か
わ
っ
て
く
る
。
十
方
無
碍
人
と
い
う
の 

は
諸
仏
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
尺
十
方
無
碍
光
と
い
い
、

「
諸
仏
の
智
」
と
い
う
字
を
加
え 

て
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
い
う
け
れ
ど
、
諸
仏
の
光
明
を
否
定
し
て
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
仏
の
光
明
を
総
合
し
て 

阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
阿
弥
陀
が
ど
こ
か
に
在
る
よ
う
に
考
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

一
心
の
眼
を
開
い
て
み 

る
と
仏
な
ら
ざ
る
は
な
い
。
仏
と
い
う
も
の
を
拝
む
の
で
は
な
い
。

一
切
が
仏
と
し
て
拝
ま
れ
る
。
仏
と
い
う
も
の
が
在
っ
て
拝
む
の
で 

は
な
い
。

一
心
の
眼
、
南
無
の
門
を
く
ぐ
る
と
一
切
が
仏
と
し
て
拝
ま
れ
る
。

つ
ま
り
も
っ
と
言
え
ば
、
我
々
が
足
に
踏
ん
で
い
た
も
の 

を
頭
に
い
た
だ
く
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
我
々
は
高
上
り
し
て
お
っ
た
ん
で
す
。
踏
み
つ
け
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
気
が
付
い
て
南
無 

す
れ
ば
、
踏
ん
で
お
っ
た
も
の
を
頭
に
い
た
だ
く
よ
う
に
な
る
。

だ
か
ら
浄
土
と
い
う
心
境
が
開
け
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
言
え
ば
、
夢
に
も
見
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
世
界
に
放
り 

出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
夢
に
す
ら
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
世
界
が
本
来
の
世
界
で
す
。
想
像
し
て
お
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
想
像
ど 

お
り
に
な
る
の
で
は
な
い
。
何
か
助
か
り
た
い
と
そ
う
い
う
こ
と
考
え
ま
す
ね
。
そ
し
て
自
分
の
考
え
に
近
づ
こ
う
と
し
ま
す
。
自
分
の 

考
え
は
自
分
が
描
い
た
も
の
で
す
。
自
分
の
描
い
た
も
の
に
自
分
が
近
づ
こ
う
と
す
る
け
れ
ど
、
近
づ
け
る
は
ず
が
な
い
。
そ
う
で
な
く
、
 

夢
に
も
描
け
ん
世
界
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。

我
々
が
踏
み
つ
け
て
い
た
の
が
大
地
で
す
。
大
地
と
い
う
も
の
が
実
は
本
当
の
意
味
の
天
な
ん
で
す
。
天
と
い
う
の
は
大
地
の
外
か
ら 

来
る
も
の
で
は
な
い
。
大
地
が
天
と
な
る
。
天
と
し
て
仰
が
れ
る
。
大
地
と
い
う
場
合
は
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
。
仰
が
れ
た
場
合
を
光 

と
い
う
。
こ
う
い
う
意
味
を
表
わ
す
た
め
に
註
釈
を
加
え
て
あ
る
。

だ
か
ら
「
願
生
偈
」
の
初
め
の
二
行
は
序
分
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
そ
う
で
は
な
い
。

「
広
大
無
碍
の
一
心
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
あ



る
。
そ
れ
は
自
分
を
超
え
る
よ
う
な
根
源
か
ら
出
て
き
た
。
自
分
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
。
自
分
に
出
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
私
を
破
っ 

て
私
に
出
て
き
た
。
私
か
ら
出
て
き
た
の
で
は
な
い
。
私
が
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
根
底
か
ら
出
て
き
た
。
そ
し
て
私
を
包
ん
で
い
る
。
 

こ
う
い
う
よ
う
な
意
義
が
広
大
無
碍
の
一
心
。
こ
の
ほ
か
に
何
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
序
分
で
は
な
い
。

「
願
生
偈
」
全 

体
が
一
心
で
す
。
第
一
行
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
こ
う
い
う
よ
う
な
意
義
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。

第
二
行
も
、
こ
こ
で
は
「
世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
言
っ
て
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
「顕
生
偈
」
第
二
行
の 

発
起
序
か
ら
み
れ
ば
、
発
起
序
全
体
で
は
な
く
発
起
序
の
半
分
で
す
。
だ
か
ら
「
願
生
偈
」
で

は

「
大
乗
修
多
羅
に
依
っ
て
願
生
偈
を
造 

る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
そ
れ
な
ら
序
分
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
い
。

「
大
乗
修
多
羅
に
依
っ
て
一
心
に
帰
命
す 

る
」
と
、
こ
れ
は
序
分
で
は
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
先
月
の
講
義
で
話
し
ま
し
た
が
、
大
乗
修
多
羅
と
い
う
の
は
法
で
す
。
そ
の
法
に
依 

る
。
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
る
。
そ
の
法
に
依
っ
て
「
自
」
を
た
て
る
。
そ
こ
で
先
月
は
「
当
一
一
一
自
帰
依
。帰

；;

依
於
法
—〇
勿
一
一
他
帰
依-
」 

と
い
う
『
長
阿
含
経
』
の
言
葉
か
ら
「
自
帰
依
、
法
帰
依
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
し
ま
し
た
。
「自
に
依
れ
、
法
に
依
れ
」
と
い
う
と
こ 

ろ
に
は
「
他
に
依
る
な
」
と
い
う
こ
と
が
裏
に
あ
る
。

「
自
に
依
れ
、
法
に
依
れ
、
他
に
依
る
な
」
と
念
を
押
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
大
事 

で
す
。

だ
か
ら
「
他
の
神
に
依
る
」
と
、
そ
う
言
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
し
か
し
自
分
の
分
別
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
う
言
う
の
で
す
。
 

自
分
の
分
別
は
「
自
」
で
は
な
い
。
自
分
の
分
別
で
す
。
だ
か
ら
自
分
と
い
う
も
の
が
本
当
に
解
ら
ぬ
と
分
別
を
自
分
だ
と
思
う
。
計
ら 

い
や
も
っ
と
上
品
な
言
葉
で
言
え
ば
悟
性
を
、
或
い
は
更
に
理
性
的
悟
性
を
自
分
だ
と
思
う
。
理
性
や
悟
性
は
自
分
で
は
な
い
。
自
分
が 

使
う
も
の
で
す
。
そ
れ
を
自
分
に
す
れ
ば
理
性
や
悟
性
に
使
わ
れ
る
。
分
別
の
奴
隸
に
な
る
。
使
う
べ
き
自
分
を
持
た
な
い
た
め
に
自
分 

が
持
っ
て
い
る
も
の
に
か
え
っ
て
使
わ
れ
る
。

一
心
と
い
う
も
の
に
憧
が
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
知
ら
ぬ
間
に
分
別
の
奴
隸
に
な
っ
て 

い
る
。
分
別
の
奴
隸
に
な
っ
て
い
る
人
は
ま
た
他
の
も
の
を
頼
む
。
自
分
で
何
を
や
っ
て
も
自
分
に
自
信
が
な
い
か
ら
他
に
頼
む
。
依
頼 

心
で
す
。



依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
は
他
力
で
は
な
い
。
自
力
な
ん
で
す
。
自
分
の
理
性
に
依
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ど
う
も
自
分
の
理
性
で
は
自
信 

が
持
て
ぬ
。
そ
れ
で
助
け
て
く
れ
と
他
に
依
頼
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
同
じ
「
依
」
と
言
っ
て
も
、
こ
こ
の
「
法
に
依
れ
」
と
い
う
こ
と 

は
、
こ
れ
は
「
依
憑
」
と
い
う
字
を
使
う
。
普
通
は
「
依
頼
」
と
い
う
字
を
使
う
。

「
依
」
と
い
う
と
依
頼
し
た
こ
と
を
考
え
る
。

「
依 

頼
」
と
い
う
の
は
「
何
か
を
頼
む
」
こ
と
で
す
。
誰
か
に
何
か
を
頼
む
ん
で
す
。

「
助
け
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
を
頼
む
。
依
頼
す
る
の 

は
自
力
に
依
る
か
ら
で
す
。
依
頼
す
る
の
は
他
力
じ
ゃ
な
い
、
自
力
に
依
る
か
ら
依
頼
す
る
。
依
頼
し
な
け
れ
ば
立
っ
て
お
れ
な
い
よ
う 

な
自
分
に
立
っ
て
い
る
。
依
頼
す
る
必
要
の
な
い
自
己
、
そ
れ
が
本
当
の
「
自
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
出
来
る
か
と
い 

う
と
、
立
つ
べ
き
と
こ
ろ
に
立
つ
か
ら
で
す
。
如
来
に
依
頼
す
る
の
で
な
く
、
如
来
に
立
場
を
見
出
し
て
く
る
。
如
来
の
本
願
に
。

「
阿 

弥
陀
仏
に
」
頼
む
の
で
は
な
い
。

「
阿
弥
陀
仏
を
」
頼
む
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
頼
む
ん
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
依
」
と 

い
う
字
の
意
味
が
違
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

(

本
稿
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
十
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
講
義
の
前
半
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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