
さ
て
、
仏
教
に
つ
い
て
、
特
に
唯
識
思
想
に
つ
い
て
話
す
よ
う
に
と
、
長
崎
先
生
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
き
ま
し
た
の
で
す
が
、
私
は

暫
く
唯
識
思
想
な
い
し
は
仏
教
思
想
の
研
究
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、
イ
ン
ド
の
仏
教
以
外
の
哲
学
や
宗
教
思
想
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。
唯
識
思
想
の
研
究
は
、
近
年
、
学
会
の
中
堅
の
方
々
に
よ
っ
て
た
い
へ
ん
意
欲
的
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
私
も
い
ろ
い
ろ
と
勉

強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
は
お
り
ま
す
が
、
近
年
の
研
究
成
果
に
通
暁
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
唯
識
思
想
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
大
学
に
も
、
幾
人
か
の
優
れ
た
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
御
専
門
の
方
が
お
い
で
に
な
り
ま
す
の
で
、
私
が
こ
こ
で
唯
識
思
想
に
つ
い
て

を
致
し
ま
す
こ
と
は
、
私
に
と

思
っ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

唯
今
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
服
部
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
谷
大
学
に
は
、
私
が
京
都
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
に
、
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
た

山
口
益
先
生
の
授
業
に
出
席
さ
せ
て
頂
い
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
頃
先
生
は
、
月
称
の
中
論
註
『
プ
ラ
サ
ン
ナ
・
ハ
ダ
ー
』
甫
国
‐

３
回
目
ｇ
３
）
を
読
む
授
業
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
京
大
で
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
仏
典
を
読
む
授
業
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
山
口
先
生
に
お
願
い
し
て
聴
講
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
す
が
、
教
室
は
ど
こ
で
あ
っ
た
か
、
建
物
が
当
時
と
す
っ
か
り
変
っ
て
お
り

ま
す
の
で
よ
く
分
り
ま
せ
ん
。
西
山
短
期
大
学
の
学
長
を
し
て
お
ら
れ
る
上
田
良
準
先
生
が
い
つ
も
ク
ラ
ス
に
お
ら
れ
た
の
を
記
憶
し
て

お
り
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
語
の
稲
葉
先
生
も
時
々
出
席
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
谷
大
学
の
仏
教
学
会
で
、
本
日
、
仏
教
に
関
す
る
話

を
致
し
ま
す
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
感
慨
の
深
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
機
会
を
与
え
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
た
い
へ
ん
嬉
し
く

唯
識
思
想
体
系
に
お
け
る
自
我
意
識
に
つ
い
て服

部

正
明
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話
を
す
る
と
い
う
の
は
、
た
い
へ
ん
烏
詩
が
ま
し
く
思
う
の
で
す
が
、
し
か
し
、
せ
っ
か
く
与
え
て
頂
き
ま
し
た
機
会
で
す
の
で
、
唯
識

思
想
を
、
で
き
る
だ
け
イ
ン
ド
思
想
全
般
、
特
に
サ
ー
ン
キ
ャ
（
設
昌
唇
冨
）
及
び
ヨ
ー
ガ
（
倒
○
畷
）
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
、
考
察
す
る

と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
唯
識
思
想
体
系
に
お
け
る
自
我
意
識
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
に
致
し
ま
し
た
が
、
自
我
意
識
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
マ
ナ
ス
」

（
目
四
目
の
意
）
あ
る
い
は
「
汚
れ
た
マ
ナ
ス
」
（
匡
橘
衝
日
日
四
目
の
染
汚
意
）
と
呼
ば
れ
る
識
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
マ
ナ
ス
は
、
常
に
働
い
て

い
る
微
細
な
我
見
ｌ
自
己
が
あ
る
、
我
が
あ
る
と
い
う
意
識
Ｉ
を
そ
の
特
質
と
し
て
い
ま
す
。
い
ま
、
マ
ナ
ス
と
呼
ば
れ
る
「
識
」

で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
マ
ナ
ス
を
、
他
の
六
種
類
の
識
と
は
別
の
、
独
立
の
識
と
認
め
る
の
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

（
ぐ
圏
の
国
富
且
冒
世
親
）
の
『
唯
識
三
十
頌
』
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
に
は
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
識
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
マ
ナ
ス
の
機
能
は
『
聡
伽
師
地
論
』
に
も
説
か
れ
、
『
摂
大
乗
論
』
に
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

が
「
識
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
『
唯
識
三
十
頌
』
に
於
い
て
で
あ
り
ま
す
。
六
種
類
の
識
に
対
し
て
、
マ
ナ
ス
を
第
七
番
め
の
識
と
し
、
ア

ー
ラ
ャ
識
（
ど
昌
曾
‐
ぐ
曾
自
抄
）
を
第
八
識
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
八
識
説
が
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
成
唯
識
論
』
で
あ
る
こ
と
は
御

ま
ず
『
唯
識
三
十
頌
』
及
び
、
そ
れ
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
（
煕
目
昌
昌
島
安
慧
）
の
註
釈
に
よ
っ
て
、
こ
の
マ
ナ
ス
の
性
格
付

け
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
（
：
冒
呂
胃
日
煙
）
の
伝
統
で
は
、
全
て
の
識
に
つ
い
て
、
必
ず
そ
の
依
り
所
（
融
国
司
）

と
、
そ
の
対
象
（
凹
騨
日
冒
目
）
と
が
特
定
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
五
識
す
な
わ
ち
五
種
の
知
覚
器
官
に
よ
る
認
識
の
う
ち
で
、
眼
識
に
と
つ

ル
ぺ

て
は
、
眼
と
い
う
知
覚
器
官
が
依
り
所
で
あ
り
、
色
・
形
（
白
冒
）
が
そ
の
対
象
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
第
七
番
め
の
識
で
あ
る
こ
の

ア
ー
シ
ユ
ヲ
ヤ

ア
ー
ラ
ム
バ
ナ

マ
ナ
ス
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
ア
ー
ラ
ャ
識
（
留
昌
沙
‐
ぐ
昔
曽
煙
）
・
が
そ
の
依
り
所
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
対
象
も
ア
ー
ラ
ャ

識
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
マ
ナ
ス
は
、
無
限
の
過
去
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
の
印
象
が
潜
在
意
識
で
あ
る
ア

ー
ラ
ャ
識
の
中
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
潜
在
印
象
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
潜
在
印
象
を
蓄
え
て
い
る
ア
ー
ラ

ｌ
ラ
ャ
識
（
ど
昌
襲
‐

承
知
の
通
り
で
す
。

ま
ず
『
唯
識
三
‐
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ャ
識
が
こ
の
マ
ナ
ス
の
依
り
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
マ
ナ
ス
は
常
に
有
身
見
（
の
鼻
圃
憩
‐
烏
豊
）
、
す
な
わ
ち
、
私

が
あ
る
と
い
う
見
解
に
伴
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
瞬
間
ご
と
に
生
滅
し
な
が
ら
一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
ア
ー
ラ

ア
ー
ラ
ム
パ
ナ

ャ
識
を
「
私
」
で
あ
る
と
か
、
「
私
の
も
の
」
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
に
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
マ
ナ
ス
の
対
象
は
ア
ー
ラ

ャ
識
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
に
唯
識
思
想
の
新
し
い
見
解
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
我
意
識
は
、
原
始
仏
教
以
来
、
有
身
見
、
我
見

と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
．
普
通
、
自
我
意
識
は
、
「
五
瀧
」
す
な
わ
ち
心
理
的
・
物
理
的
な
五
種
の
要
素
の
集
ま
り
に
外
な
ら

な
い
假
り
の
存
在
を
、
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
は
本
当
の
我
で
は
な
い
Ｉ
無
我
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
認
識
せ
ず
に
、

そ
れ
を
恒
常
性
を
も
っ
た
「
私
」
で
あ
る
と
す
る
意
識
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
我
見
で
、
五
誼
の
そ
れ
ぞ
れ
を
「
私
の
も
の
」
と
す
る
我

所
見
と
共
に
、
有
身
見
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
唯
識
学
派
は
、
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
に
問
題
に
さ
れ
て
き
た
自
我
意
識
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
考
察
を
深
め
、
普
通
の
自
我
意
識
の
根
底
に
、
あ
る
い
は
そ
の
内
部
に
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
我
・
我
が
も
の
と
し
て
執
着
す
る
自
我
意
識

が
あ
る
と
な
し
た
点
に
、
特
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
『
成
唯
識
論
』
に
は
、
自
我
意
識
に
先

天
的
な
も
の
と
後
天
的
な
も
の
と
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
後
天
的
な
も
の
と
は
、
意
識
、
す
な
わ
ち
第
六
識
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ー

ダ
ー
ン
タ
（
ぐ
①
８
口
苗
）
、
サ
ー
ン
キ
ャ
（
闘
冒
冒
息
）
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
体
系
に
お
け
る
「
ア
ー
ト
マ
と
（
弾
白
目
）
を
、
恒
常
不
変
の

我
と
考
え
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
天
的
な
も
の
は
第
六
識
が
五
龍
を
「
わ
れ
」
と
考
え
る
場
合
と
、
第
七
識

が
ア
ー
ラ
ャ
識
を
「
わ
れ
‐
｜
と
な
す
場
合
の
自
我
意
識
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
普
通
の
自
我
意
識
の
根
底
に
あ
る
、
根
源
的
な
自
我

意
識
が
、
唯
識
体
系
に
お
い
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
．
ｌ
そ
れ
は
無
限
の
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
、
自
己
と
対
象
と
の
構

想
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
経
験
の
餘
習
を
内
的
な
原
因
と
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
こ
の
自
我
意
識

に
伴
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
先
天
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
唯
識
学
派
は
、
こ
の
よ
う
に
、
我
見
。
我
所
見
か
ら
成
る
有
身

見
、
す
な
わ
ち
自
我
意
識
を
、
非
常
に
根
の
深
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
先
程
述
べ
た
識
の
依
り
所
と
い
う
こ
と
に
づ
い
て
も
、
一
言
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
視
覚
的

認
識
（
眼
識
）
等
の
場
合
に
は
、
知
覚
器
官
で
あ
る
眼
な
ど
が
依
り
所
で
す
が
、
意
識
の
場
合
に
は
、
依
り
所
と
な
る
知
覚
器
官
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
意
識
の
依
り
所
と
な
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
、
説
一
切
有
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、
そ
れ
は

直
前
に
減
し
た
意
識
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
意
識
は
生
じ
た
瞬
間
に
減
し
て
、
次
の
瞬
間
の
意
識
と
交
代
し
ま
す
が
、
直
前
に
減

し
た
意
識
が
次
の
瞬
間
の
意
識
の
依
り
所
と
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
意
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
付
随
的
心
作
用
と
と
も
に
生
じ
て
き
ま
す

が
、
直
前
に
減
し
た
そ
の
よ
う
な
心
の
働
き
の
総
体
が
、
次
の
瞬
間
の
意
識
に
と
っ
て
依
り
所
に
な
る
と
い
う
の
が
説
一
切
有
部
の
見
解

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
唯
識
派
に
於
い
て
は
、
直
前
に
滅
し
た
意
識
と
は
別
に
、
マ
ナ
ス
（
目
自
搦
）
を
も
意
識
の
依
り
所
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
直
前
の
意
識
は
、
現
在
の
意
識
の
発
生
の
依
り
所
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
マ
ナ
ス
、
あ
る
い
は
汚
れ
た
マ
ナ
ス
は
、
生
じ
て
き
た

現
在
の
意
識
を
、
煩
悩
に
伴
わ
れ
た
汚
れ
た
も
の
に
す
る
原
因
で
あ
る
、
そ
う
い
う
依
り
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
う
と
こ
ろ
に
、
意
識
の
根
底
に
潜
む
自
我
観
念
の
強
さ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
先
天
的
に
意
識
を
汚
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て

の
自
覚
が
深
め
ら
れ
て
来
た
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
『
唯
識
三
十
頌
』
が
次
に
こ
の
マ
ナ
ス
に
与
え
て
い
る
性
格
づ
け
は
「
思
惟
を
本
質
と
す
る
も
の
」
（
目
目
四
目
目
嘆
冨
）
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
思
惟
は
、
普
通
の
、
意
識
の
表
面
に
於
け
る
思
惟
、
知
覚
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
判
断
す
る
思
惟
で

は
な
く
て
、
認
識
主
体
の
内
部
に
潜
ん
で
い
る
、
無
限
の
過
去
か
ら
の
経
験
の
餘
力
に
基
づ
く
思
惟
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
こ
の
思

惟
に
よ
っ
て
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
流
れ
が
「
私
」
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
マ
ナ
ス
は
、

識
（
ぐ
昔
目
Ｐ
）
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
付
随
的
心
作
用
（
§
津
煙
）
に
伴
わ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
が
、
『
三
十
頌
』
に
、
そ
れ
は
「
倫

理
的
に
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
が
根
本
的
な
無
知
に
覆
わ
れ
て
い
る
（
有
覆
無
記
）
四
種
類
の
煩
悩
に
常
に
伴
わ
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
自
我
意
識
は
意
識
の
表
面
に
あ
る
六
識
と
は
違
っ
て
、
深
い
無
意
識
の
領
域
に
潜
ん
で
お
る
わ
け
で
す
か
ら
、
倫
理
的
に

悪
で
あ
る
煩
悩
‐
こ
れ
は
意
識
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
心
作
用
Ｉ
は
自
我
意
識
に
伴
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
「
有
覆
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無
記
」
ｌ
無
記
で
し
か
も
無
知
に
覆
わ
れ
て
い
る
四
種
類
の
煩
悩
と
は
、
我
見
、
我
療
、
我
慢
、
我
愛
で
あ
り
ま
す
。
我
見
（
弾
§
‐
身
豊
）

は
、
さ
き
ほ
ど
述
令
へ
た
よ
う
に
、
普
通
は
五
調
を
「
わ
れ
」
「
わ
が
も
の
」
と
す
る
見
解
で
す
が
、
今
の
場
合
は
ア
ー
ラ
ャ
識
の
流
れ
を

「
わ
れ
」
と
み
な
す
心
の
働
き
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、
我
擬
（
弾
日
騨
‐
昌
○
目
）
‐
と
は
、
自
我
と
さ
れ
る
も
の
が
無
常
・
苦
・
無
我
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
根
本
的
な
無
知
、
無
明
で
あ
り
ま
す
。
第
三
番
目
の
我
慢
（
弾
昌
四
‐
目
曽
騨
）
は
、
誤
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
自
我
を
依
り
所
と

す
る
語
慢
な
心
で
あ
り
、
最
後
に
あ
げ
ら
れ
た
我
愛
（
弾
日
騨
‐
目
の
富
）
は
、
自
我
に
対
す
る
愛
着
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
最
も
根

本
的
な
も
の
は
、
根
本
的
な
無
知
、
真
理
を
見
な
い
で
「
私
」
が
あ
る
と
思
い
込
む
無
明
で
あ
っ
て
、
他
の
煩
悩
は
そ
れ
を
原
因
と
し
て

生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
三
十
頌
』
の
註
釈
を
著
し
た
唯
識
派
の
学
者
た
ち
の

問
に
も
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
煩
悩
は
実
に
執
勧
な
も
の
で
、
常
に
一
、
ナ
ス
に
伴
っ
て
活
動
し
、
深
い
禅
定
の
段
階
に
於
い
て
も
、
な
お
存
続
し
て
い
る
と

『
三
十
頌
』
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
重
要
な
点
で
あ
り
ま
す
。
欲
望
に
と
ら
わ
れ
た
欲
界
を
超
え
る
と
、
欲
望
を
離
れ
た
清
ら
か

な
物
質
の
世
界
で
あ
る
色
界
に
達
し
ま
す
が
、
こ
の
色
界
に
四
つ
の
禅
定
の
段
階
が
立
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
沙
門
果
経
』
な

ど
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
四
段
階
を
超
え
る
と
、
物
質
的
な
繋
縛
を
全
く
受
け
な
い
無
色
界
に
至
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

四
無
色
定
Ｉ
空
無
辺
処
、
色
無
辺
処
、
無
所
有
処
、
非
想
非
非
想
処
Ｉ
と
い
わ
れ
る
極
め
て
高
次
の
禅
定
の
段
階
が
あ
り
ま
す
が
、

自
我
意
識
と
そ
れ
に
伴
う
四
極
の
煩
悩
は
こ
れ
ら
の
禅
定
の
段
階
に
お
い
て
も
活
動
し
続
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
於
い
て
、
そ
れ
に
固

有
な
様
相
の
煩
悩
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
執
勧
に
自
分
の
内
部
に
巣
く
っ
て
い
る
自
我
意
識
が
唯
識
思
想
に
お
い

て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
常
に
煩
悩
に
伴
わ
れ
て
い
る
マ
ナ
ス
が
存
在
す
る
限
り
、
人
に
は
解
脱
の
可
能
性
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
が

起
こ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
『
三
十
頌
』
に
は
、
ま
ず
、
阿
羅
漢
Ｉ
煩
悩
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
断
ち
切
れ
て
い
る
聖
者
ｌ
の

状
態
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
我
意
識
は
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
高
の
禅
定
を
修
め
て
心
の
安
ら
ぎ
に
対
す
る
喜
び
を
も
離
脱
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『
唯
識
三
十
頌
』
に
は
、
自
我
意
識
の
性
格
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
無
限
の
過

去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
験
の
餘
力
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
ア
ー
ラ
ャ
識
の
流
れ
を
、
「
わ
れ
」
と
、
あ
る
い
は
「
わ
が
も
の
」
と
み

な
す
識
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
『
摂
大
乗
論
』
や
『
成
唯
識
論
』
に
は
、
こ
の
汚
れ
た
マ

ナ
ス
、
末
那
識
の
存
在
証
明
が
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

自
我
意
識
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
は
無
我
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
が
成
立
し
、
そ
し
て
、
自
己
の
成
立
に
伴
っ
て
、

自
己
が
捉
え
る
客
体
的
な
世
界
が
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
自
我
意
識
に
よ
っ
て
自
己
と
世
界
と
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え

方
が
、
唯
識
思
想
体
系
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
、
自
我
意
識
か
ら
自
己
と
世
界
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
は
、
イ
ン

ド
に
お
い
て
、
他
の
思
想
体
系
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
我
観
念
は
、
一
般
に
、
ア
ハ
ム
カ
ー
ラ
（
鱒
冒
昌
圃
目
）
と
い
う
言

葉
で
表
わ
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
を
「
個
体
化
の
原
理
」
と
名
付
け
て
お
り
ま
す
。
イ
ン
ド
思
想
の
主
流
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン

（
耳
目
日
目
）
の
み
が
真
実
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
所
に
遍
在
す
る
、
無
制
約
的
な
普
遍
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
個
体
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
す
る
原
理
が
、
ァ
〈
ム
カ
ー
ラ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
ハ
ム
カ
ー

ラ
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
サ
ー
ン
キ
ャ
体
系
で
す
。
サ
ー
ン
キ
ャ
学
説
は
純
粋
精
神
プ
ル
シ
ャ
（
官
一
目
苗
）
と
、
根
元
的
な

し
、
も
は
や
迷
い
の
世
界
に
戻
る
こ
と
が
な
い
境
地
に
は
い
っ
た
聖
者
口
不
還
（
幽
昌
魑
冒
目
）
が
、
心
の
深
層
に
あ
る
微
細
な
思
惟
や
感

情
を
も
減
し
た
滅
尽
定
の
境
地
に
は
い
っ
た
と
き
に
も
、
こ
の
自
我
意
識
は
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
世
間
的
な
存
在
を
超
越
し
た
修
行

道
言
冒
茸
胃
曽
‐
日
日
溜
）
、
す
な
わ
ち
、
唯
識
の
真
理
を
体
得
し
て
菩
薩
の
十
地
の
初
地
に
達
し
た
見
道
か
ら
、
修
道
、
究
寛
道
と
漸
次
高

ま
っ
て
行
く
修
行
の
過
程
に
お
い
て
は
、
自
我
意
識
は
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
修
行
道
に
お
い
て
無
我

（
目
鼠
冒
冒
）
Ｉ
人
格
的
な
個
体
と
し
て
の
自
我
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
直
観
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
真
理
の
直
観
は
、
我
見
に
対

抗
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
直
観
が
生
じ
た
時
に
は
、
我
見
は
な
く
な
り
、
そ
れ
に
伴
わ
れ
た
自
我
意
識
が
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
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物
質
原
理
・
フ
ラ
ク
リ
テ
ィ
（
胃
鳥
昌
）
と
の
二
元
論
で
す
が
、
多
様
性
を
も
つ
現
象
世
界
を
構
成
す
る
諸
要
素
は
、
す
零
へ
て
物
質
的
原
理
か

ら
開
展
し
て
く
る
と
説
い
て
お
り
ま
す
。
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
か
ら
、
ま
ず
理
性
Ｉ
思
惟
機
能
（
冒
呂
ｇ
が
、
次
に
ア
ハ
ム
ヵ
ー
ラ
が
、
次

に
そ
の
ア
〈
ム
カ
ー
ラ
か
ら
、
一
方
に
は
、
個
体
を
構
成
し
て
い
る
種
々
の
器
官
、
す
な
わ
ち
、
思
考
器
官
（
目
自
騨
ｍ
）
、
五
種
の
知
覚
器

官
、
五
種
の
行
為
器
官
、
他
方
に
は
、
対
象
界
を
構
成
す
る
微
細
な
物
質
要
素
で
あ
る
タ
ン
マ
ー
ト
ラ
（
曾
凰
§
）
ｌ
「
素
粒
子
」
と

い
う
訳
語
を
用
い
て
お
き
ま
す
ｌ
が
、
そ
し
て
、
五
種
の
素
粒
子
か
ら
、
さ
ら
に
五
種
の
元
素
が
、
と
い
う
よ
う
に
開
展
の
系
列
が
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
説
に
特
徴
的
な
の
は
、
ア
ハ
ム
カ
ー
ラ
す
な
わ
ち
自
我
意
識
か
ら
、
知
覚
・
思
考
器
官
と
対
象
の
世

界
と
が
共
に
開
展
し
て
く
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
特
徴
的
な
こ
の
開
展
説
は
、
そ
の
淵
源
を
古
い
ウ
・
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
点

を
解
明
し
た
の
は
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
シ
カ
、
．
大
学
の
フ
ァ
ン
Ⅱ
、
ハ
イ
ト
ネ
ン
で
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
東
洋
学
会
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
発
表

し
た
論
文
「
サ
ー
ン
キ
ャ
研
究
」
に
そ
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ン
Ⅱ
ゞ
ハ
イ
ト
ネ
ン
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献
や
古
い
ゥ
・
〈

ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
見
ら
れ
る
宇
宙
開
關
の
神
話
の
検
討
に
基
づ
い
て
、
「
ア
ハ
ム
カ
ー
ラ
」
の
語
義
に
関
す
る
新
た
な
見
解
を
提
示
し
ま
し

た
。
画
目
白
‐
圃
国
と
い
う
合
成
語
の
後
の
メ
ム
ゞ
ハ
ー
で
あ
る
‐
圃
圖
は
、
普
通
は
、
目
鼻
閂
あ
る
い
は
号
の
儲
を
意
味
し
ま
す
。
例
え

ば
「
ク
ン
、
〈
・
カ
ー
ラ
」
（
］
白
目
目
四
‐
圃
国
）
と
は
も
９
‐
目
鳥
９
）
冒
芹
の
Ｈ
を
意
味
し
ま
す
が
、
ゅ
冒
日
‐
園
田
の
場
合
、
‐
圃
国
は
、

目
鼻
①
黒
で
は
な
く
、
ロ
茸
①
国
ｐ
ｏ
の
あ
る
い
は
、
。
ｑ
〉
①
茜
。
巳
鼻
５
口
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
彼
は
解
釈
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
・
目
‐

圃
国
は
「
オ
ー
ム
」
と
い
う
発
語
、
ぐ
尉
鼻
‐
圃
日
は
祭
官
が
祭
式
の
過
程
に
お
い
て
発
す
る
頁
シ
ャ
ッ
ト
」
と
い
う
発
語
、
吻
乱
目
‐

圃
昌
は
火
に
供
物
を
投
じ
る
時
に
唱
え
る
ヌ
ヴ
ァ
ー
ハ
ー
」
と
い
う
発
語
を
意
味
し
ま
す
。
四
目
日
‐
圃
国
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
ヲ

ハ
ム
」
と
い
う
発
語
、
叫
び
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
フ
ァ
ン
‐
ゞ
ハ
ィ
ト
ネ
ン
は
、
創
造
神
話
に
お
い
て
、
太
初
の
一
者
、
ｌ
そ
れ

は
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
で
あ
っ
た
り
、
宥
る
も
の
」
「
か
の
一
な
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
ま
す
ｌ
が
、
ま
さ
に
世
界
創
造
を
始
め
よ

う
と
す
る
時
に
、
ゆ
ぽ
日
（
我
は
）
９
口
冨
一
：
Ｐ
日
（
あ
あ
、
我
は
）
と
い
う
語
を
発
す
る
こ
と
に
注
目
し
ま
し
た
。
例
え
ば
「
ブ
リ
〈
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ヅ
ド
・
ア
ー
ラ
ン
ャ
カ
・
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
』
（
犀
冨
目
国
喝
Ｐ
百
口
ｇ
昌
笛
ｅ
の
第
一
編
第
四
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

ｌ
太
初
に
、
こ
の
世
に
は
た
だ
人
間
の
形
を
し
た
ア
ー
ト
マ
ン
の
み
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
は
、
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
た
が
、
自
分
以

外
の
も
の
を
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
凹
冒
目
閉
目
（
我
あ
り
）
と
ま
ず
叫
ん
だ
。
こ
う
し
て
、
「
我
」
、
（
凹
冨
目
）
と
い
う
名
称
が
存

在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
現
在
で
も
、
人
は
他
人
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
、
ま
ず
農
騨
日
葛
四
日
（
こ
の
私
は
。
…
．
．
）
と

言
っ
て
、
そ
し
て
、
何
某
で
す
、
と
自
分
の
固
有
の
名
を
名
乗
る
の
で
あ
る
ｌ
と
。
こ
う
い
う
叙
述
に
続
い
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
創
造

が
語
ら
れ
ま
す
。
Ｉ
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
女
と
男
が
抱
擁
を
し
た
ほ
ど
の
大
き
さ
だ
っ
た
。
（
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
を
思
い
出
さ
れ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
）
彼
は
ま
さ
し
く
自
分
の
身
体
を
二
つ
に
切
り
離
し
た
。
（
こ
こ
に
は
温
井
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
）
こ

う
し
て
夫
（
冒
巳
と
妻
（
冒
庁
日
）
が
生
じ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
半
身
の
分
離
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
隙
は
、
分
離
し
た
配
偶
者
に
よ
っ
て

満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
述
・
へ
ら
れ
ま
す
。
叙
述
は
さ
ら
に
続
き
ま
す
。
Ｉ
ア
ー
ト
マ
ン
は
そ
の
自
己
分
割
に
よ
っ
て

生
じ
た
女
と
交
わ
り
、
そ
の
結
果
、
人
類
が
生
じ
て
き
た
。
次
に
女
が
自
分
を
男
か
ら
隠
す
た
め
に
雌
牛
に
姿
を
変
え
る
と
、
ア
ー
ト
マ

ン
は
雄
牛
と
な
っ
て
交
わ
り
、
牛
族
が
生
じ
た
。
女
が
雌
馬
、
雌
鯆
馬
、
山
羊
、
羊
な
ど
と
な
る
に
応
じ
て
ア
ー
ト
マ
ン
も
姿
を
変
え
、

配
偶
関
係
が
結
ば
れ
る
。
そ
一
の
よ
う
に
し
て
、
蟻
に
至
る
ま
で
全
て
の
も
の
が
、
漸
次
、
生
じ
て
き
た
、
と
。

元
初
の
一
者
が
、
先
ず
騨
冨
目
と
叫
ん
で
、
そ
の
後
に
万
物
を
造
り
だ
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
創
造
的
な
力
が
、
創
造
者
で

あ
る
一
者
の
発
語
（
匡
洋
の
Ｈ
目
。
①
）
、
あ
る
い
は
、
叫
び
（
。
ｑ
目
頭
・
具
）
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
観
念
は
、
他
の
創
造
神
話
に
も
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
農
四
日
（
我
）
と
い
う
叫
び
、
四
房
目
‐
圃
国
は
、
フ
ァ
ン
Ⅱ
、
ハ
イ
ト
ネ
ン
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
ア
ー

ト
マ
ン
の
「
自
己
認
知
」
（
切
島
‐
Ｈ
の
８
唱
昌
○
口
）
、
あ
る
い
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
「
自
己
形
成
」
（
世
煕
○
門
目
三
島
○
国
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
う
い
う
自
己
形
成
が
こ
こ
で
は
創
造
の
条
件
と
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
は
、
ア
ー
ト
マ

ン
か
ら
の
創
造
を
説
い
た
あ
と
で
、
こ
の
よ
う
に
結
ん
で
お
り
ま
す
。
彼
ア
ー
ト
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
知
っ
た
。
「
私
は
実
に
創
造

（
の
搦
巳
で
あ
る
。
創
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
が
こ
の
世
の
全
て
を
造
り
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
」
と
。
フ
ァ
ン
Ⅱ
、
〈
イ
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ト
ネ
ン
が
、
詳
し
く
論
じ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
神
話
に
は
、
創
造
（
。
Ｈ
①
畠
。
国
）
と
い
う
も
の
は
太
初
の
存
在
者
の
自
己
形
成
か
ら

始
ま
る
、
あ
る
い
は
、
創
造
は
、
そ
の
一
者
の
自
己
形
成
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
こ
の
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
に
、
心
理
的
要
素
と
客
体
的
世
界
は
、
共
に
ァ
〈
ム
ヵ
ー
ラ
（
自
我
観
念
）
か
ら
開
展
し

て
く
る
と
い
う
サ
ー
ン
キ
ャ
の
思
想
が
、
予
見
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

サ
ー
ン
キ
ャ
体
系
に
お
い
て
、
心
理
器
官
と
し
て
は
、
理
性
（
盲
目
宮
）
と
、
自
我
意
識
（
凹
冒
日
圃
箇
）
と
、
思
考
器
官
（
己
四
目
の
）
の

三
種
類
が
数
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
思
想
史
的
背
景
が
あ
り
ま
す
が
、
今
は
そ
れ
に
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
そ
の
三
種
の
中
で
の

ｐ
ｇ
ｇ
圃
国
‐
の
役
割
は
、
『
サ
ー
ン
キ
ャ
。
カ
ー
リ
カ
ー
』
（
闘
日
冒
冒
‐
圃
凰
園
）
に
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。
思
考
器
官
は
知
覚
器
官
が
と

ら
え
た
対
象
に
つ
い
て
思
惟
し
ま
す
が
、
思
惟
さ
れ
た
対
象
を
、
自
己
に
結
び
つ
け
る
の
が
農
四
目
圃
国
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
対
象
に

つ
い
て
、
理
性
が
最
終
的
に
断
定
を
く
だ
し
ま
す
。
例
え
ば
、
薄
闇
の
中
で
知
覚
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
、
そ
の
様
子
か
ら
、
あ
れ
は
盗

賊
だ
と
推
定
す
る
の
が
思
考
器
官
の
作
用
で
す
が
、
昌
画
日
圃
目
は
そ
れ
を
自
分
に
結
び
つ
け
て
、
災
厄
が
身
に
及
ぶ
こ
と
を
予
想
し
、

最
後
に
理
性
が
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
る
決
断
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
凹
冒
日
圃
円
騨
並
び
に
他
の
二
種
の
心
理
器
官
の
機
能
は

こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
、
普
通
の
、
心
理
器
官
の
一
種
と
し
て
の
：
四
日
圃
国
と
、
先
に
述
令
へ
た
個
体
化
の
原

理
と
し
て
の
農
四
目
回
国
と
は
、
古
典
サ
ー
ン
キ
ャ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
充
分
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
個
体
化
の
原
理
と
し
て
の
四
冒
日
圃
国
の
深
い
意
味
は
、
諸
原
理
の
開
展
の
系
列
の
中
に
抄
冨
目
圃
国
が
占
め
る
位
置
に
、

す
な
わ
ち
、
自
画
９
面
目
か
ら
心
理
的
要
素
と
対
象
界
の
要
素
が
と
も
に
開
展
す
る
と
い
う
説
に
、
は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

す
な
わ
ち
、
ｍ

と
思
い
ま
す
。

サ
ー
ン
キ
ャ
説
に
お
い
て
も
、
開
展
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
世
界
は
、
虚
妄
な
も
の
で
あ
り
、
苦
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
『
カ

ー
リ
カ
ー
』
の
始
め
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
↓
そ
の
苦
か
ら
の
究
極
的
な
解
脱
を
、
サ
ー
ン
キ
ャ
体
系
は
意
図
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
純
粋
精
神
と
物
質
原
理
と
の
区
別
を
知
る
「
区
別
知
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
知
識
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の
発
生
に
つ
い
て
、
『
サ
ー
ン
キ
ャ
・
カ
ー
リ
ヵ
ー
』
（
、
駒
且
合
意
‐
圃
尉
房
凹
）
に
は
、
二
五
原
理
の
考
察
に
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私

は
し
か
じ
か
で
は
な
い
」
「
し
か
じ
か
は
私
の
も
の
で
は
な
い
」
あ
る
い
は
「
し
か
じ
か
は
私
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
完
全
に
誤

謬
が
な
く
な
る
の
で
、
清
ら
か
な
、
純
然
た
る
知
識
が
生
ず
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
四
目
日
圃
国
と
目
四
日
四
圃
昌
Ｉ

仏
教
の
用
語
で
言
え
ば
、
我
見
・
我
所
見
あ
る
い
は
、
我
執
・
我
所
執
Ｉ
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
区
別
知
」
が
生
じ
、
解

脱
す
な
わ
ち
純
粋
精
神
の
独
存
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
思
想
が
表
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
「
私
は
し
か
じ
か
で
は
な
い
」
と
い

う
の
は
四
９
日
圃
国
の
否
定
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
る
煙
冒
日
回
国
が
、
開
展
の
系
列
の
中
に
あ
る
、
自
己
と
世
界
を
成
立

さ
せ
る
原
理
と
し
て
の
煙
９
日
圃
国
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
サ
ー
ン
キ
ャ
体
系
に
お
い
て
は
充
分
に

論
究
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
確
か
に
『
サ
ー
ン
キ
ャ
・
カ
ー
リ
．
カ
ー
』
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
世
は
苦
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、

サ
ー
ン
キ
ャ
哲
学
は
そ
の
苦
か
ら
の
離
脱
を
意
図
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
＃
仏
教
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
間
の
営
み
全
体
が
、
我

見
・
我
所
見
を
根
底
に
お
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
妄
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
観
念
が
、
サ
ー
ン
キ
ャ
体
系
に
は
充
分
に
は
浸
透
し

て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
学
説
と
し
て
充
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

・
自
我
意
識
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ヨ
ー
ガ
体
系
に
お
い
て
も
深
く
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
存
の
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
（
民
。
唱
‐

の
ロ
言
四
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヨ
ー
ガ
の
伝
統
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
第
二
章
の
は
じ
め
に
「
行
作
ヨ
ー
ガ
」
（
胃
ご
回
‐
営
○
鴇
）
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
を
な
す
の
は
、
苦
行
（
薗
忌
の
）
、
学
習
、
並
び
に
最
高
神
へ
の
専
念
で
あ
り
ま
す
。
（
ヨ
ー
ガ
に
お
け
る

最
高
神
の
意
味
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
）
こ
の
「
行
作
ヨ
ー
ガ
」

は
、
「
三
昧
の
修
習
の
た
め
に
、
ま
た
、
煩
悩
を
弱
め
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
」
と
言
わ
れ
、
そ
し
て
、
煩
悩
と
し
て
、
五
種
の
も
の
が

あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
無
知
で
す
。
無
知
は
、
仏
教
の
四
顛
倒
と
同
じ
で
、
無
常
、
不
浄
、
苦
、
非
我
で
あ
る
も
の
を
、
常
、
浄
、

楽
、
我
と
思
い
込
む
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
「
自
己
意
識
」
で
、
こ
れ
は
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
に
お
い
て
は
、

四
ｍ
目
国
と
い
う
術
語
で
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
色
の
日
芦
は
、
ご
承
知
の
通
り
、
ず
の
動
詞
の
一
人
称
単
数
で
す
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
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オ
ー
尋
ハ
ー
ハ
ン
マ
ー
教
授
は
、
儲
目
国
を
国
〕
‐
宮
口
古
昌
と
訳
し
て
い
ま
す
。
）
無
知
、
自
己
意
識
の
ほ
か
に
、
欲
望
、
嫌
悪
、
生
命
欲

が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
定
義
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
自
己
意
識
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
わ
れ
」
と
い
う
意
識
が
成
立
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ガ
学
派
は
、

チ
ツ
タ

サ
ー
ン
キ
ヤ
の
体
系
に
お
け
る
原
理
の
開
展
の
系
列
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
ま
す
が
、
た
だ
、
心
理
器
官
を
三
種
に
分
け
ず
に
、
「
心
」

プ
ラ
ク
リ
テ
イ

（
。
詳
菌
）
と
い
う
語
で
表
し
て
お
り
ま
す
。
心
は
根
元
的
物
質
原
理
で
あ
る
原
質
か
ら
開
展
し
た
物
質
的
な
も
の
で
、
そ
れ
自
体
で
は
、
知

プ
ル
シ
ヤ

的
作
用
を
行
な
わ
ず
、
月
が
太
陽
の
光
線
を
反
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
を
照
ら
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、
純
粋
精
神
の
知
性
を
反
映
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
を
認
識
す
る
機
能
を
営
ん
で
い
る
と
、
ヨ
ー
ガ
学
派
は
考
え
て
い
る
の
で
、
真
の
自
己
は
純
粋
精
神
に
他
な

ア
ス
ミ
タ
ー

ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
原
質
か
ら
開
展
し
た
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
心
を
、
自
分
だ
と
思
い
こ
む
誤
っ
た
認
識
が
、
「
自
己
意
識
」
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
定
義
す
る
場
合
に
、
ス
ー
ト
ラ
に
は
、
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
表
現
で
す
が
、
「
見
る
能
力
と
見
る
道
具
と
な
る
能
力

プ
ル
シ
ヤ

と
が
同
一
で
あ
る
か
の
よ
う
な
状
態
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
見
る
能
力
」
と
い
う
の
は
純
粋
精
神
で
、
「
見
る
道
具
と
な
る
能
力
」

と
は
心
の
こ
と
で
す
。
心
は
物
質
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
道
具
な
の
で
す
が
、
こ
の
心
が
純
粋
精
神
と
、
本
当
は
別
々
の
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
に
な
っ
た
か
の
よ
う
な
状
態
が
自
己
意
識
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
「
ヨ
ー
ガ
・
バ
ー
シ
ュ
ャ
』

（
国
○
阻
‐
９
段
怠
）
に
対
し
て
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
（
普
蔦
閏
騨
）
の
名
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
註
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
註
釈
に
は
「
自
己
意

識
」
が
「
私
と
い
う
観
念
」
（
煙
冒
昌
‐
冒
騨
ご
葛
騨
）
と
い
う
語
に
お
き
か
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
「
私
と
い
う
観
念
」
Ｉ
そ
れ
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
は
心
理
器
官
（
心
）
と
純
粋
精
神
と
の
区
別
を
知
覚
し
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
観
念
が
閉
目
団
（
自
己
意
識
）
と
い
う
煩

悩
で
あ
る
、
と
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
説
明
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
煩
悩
の
一
つ
と
し
て
の
閉
日
拝
凶
は
、
超
越
的
な
純
粋
精
神
を
、
無
知
に
よ

っ
て
「
私
」
と
い
う
観
念
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ー
ガ
の
体
系
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
別
に
三
昧
（
間
目
且
旨
）
の
状
態
に
お
け
る
儲
目
国
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
三
昧
を
、
ヨ

ー
ガ
学
派
で
は
、
微
細
な
心
の
働
き
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
「
有
想
三
昧
」
と
、
そ
う
い
う
心
の
働
き
も
な
く
な
っ
た
「
無
想
三
昧
」
と
に

89



分
け
、
さ
ら
に
前
者
を
仏
教
の
四
禅
と
同
じ
よ
う
な
四
つ
の
段
階
に
分
け
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
有
想
三
昧
に
お
い
て
は
四
ｍ
目
拝
倒
（
自

己
意
識
）
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
有
想
三
昧
に
お
け
る
自
己
意
識
を
註
釈
者
ヴ
ィ
ァ
ー
サ
ミ
菌
の
秒
）
は
①
富
‐
目
冒
涛
勤

闇
昌
ぐ
拝
（
一
つ
の
本
質
を
も
つ
意
識
）
と
い
う
解
り
に
く
い
語
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
①
冨
‐
昌
冨
‐
貝
目
圃
８
日
く
岸
（
一
つ

の
形
を
本
質
と
す
る
意
識
）
と
な
っ
て
い
る
写
本
も
あ
る
よ
う
で
す
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
、
先
程
述
尋
へ
た
よ
う
に
、
煩
悩
と
し
て
の
鱒
の
目
薗

を
色
冒
日
冒
騨
ｑ
葛
四
（
「
わ
れ
」
と
い
う
観
念
）
と
換
言
し
ま
し
た
が
、
三
昧
の
状
態
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
の
開
冒
洋
倒
は
冒
鼻
‐

冨
冨
‐
目
鼻
目
（
た
だ
観
念
の
み
）
と
い
う
語
で
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
有
想
三
昧
に
お
け
る
自
己
意
識
は
、
観
念
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
か
具
体
的
な
内
容
を
も
つ
観
念
ｌ
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
観
念
で
は
な
く
、
純
粋
な
観
念
そ
の
も
の
、
見
る
も

の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
に
分
化
さ
れ
な
い
「
一
つ
の
形
の
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
こ
れ
を
心
理
器

プ
ヲ
ク
リ
テ
イ

官
自
体
の
本
性
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
。

煩
悩
の
場
合
に
は
、
こ
の
純
粋
な
観
念
そ
れ
自
体
は
、
「
私
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
、
「
私
と
い
う
観
念
」
に
置
き
換
え
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
有
想
三
昧
の
状
態
に
お
い
て
、
初
め
て
純
粋
の
観
念
そ
れ
自
体
が
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
に
な

プ
ル
シ
ヤ
プ
ラ
ク
リ
テ
イ

り
ま
す
。
こ
の
甘
四
ご
島
四
‐
目
算
国
と
い
わ
れ
る
状
態
に
お
い
て
、
純
粋
精
神
と
原
質
と
の
区
別
を
認
識
す
る
区
別
知
が
、
予
見
さ
れ

る
と
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
マ
ー
教
授
は
解
釈
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
閉
目
国
の
と
ら
え
方
、
す
な
わ
ち
、
三
昧
の
深
ま
り
に
お
い
て
も

な
お
色
の
目
薗
が
観
念
そ
の
も
の
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
超
え
た
と
こ
ろ
に
無
想
三
昧
が
あ
る
と
い
う
説
に
は
、
最
初
に
話
し

た
唯
識
学
派
す
な
わ
ち
瑞
伽
行
派
の
自
我
意
識
に
対
す
る
見
方
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

瑞
伽
行
派
は
、
自
我
意
識
を
、
あ
る
い
は
常
に
そ
れ
に
伴
っ
て
い
る
四
種
類
の
煩
悩
を
、
深
い
禅
定
の
段
階
に
お
い
て
も
な
お
執
勧
に

つ
き
ま
と
う
も
の
と
し
て
捉
え
ま
し
た
。
減
壼
定
に
お
い
て
そ
れ
は
一
時
的
に
な
く
な
る
が
、
定
・
か
ら
立
て
ば
再
び
ア
ー
ラ
ャ
識
を
対
象

と
し
て
生
じ
、
無
想
定
ｌ
色
界
の
四
禅
の
一
段
階
に
あ
た
る
Ｉ
に
お
い
て
は
、
通
常
の
心
の
作
用
は
す
っ
か
り
な
く
な
る
が
、
自
我

意
識
は
な
く
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ヨ
ー
ガ
の
実
修
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
ヨ
ー
ガ
学
派
も
、
こ
の
よ
う
な
瑞
伽
唯
識
学
派
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と
同
じ
よ
う
な
深
み
に
お
い
て
、
自
我
意
識
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

す
で
に
時
間
を
超
過
し
ま
し
た
の
で
、
比
較
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
私
の
つ
た
な
い
講
演
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
稿
は
昭
和
六
十
年
十
二
月
三
日
行
わ
れ
た
大
谷
大
学
仏
教
学
会
公
開
講
演
会
に
お
け
る
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。
）
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