
佛
教
の
教
義
を
通
観
し
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
心
の

重
視
で
あ
る
。
迷
悟
は
偏
え
に
心
の
染
浄
如
何
に
係
わ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
教
え
の
主
旨
が
、
佛
教
を
義
を
終
始
貫
い
て
い
る
か

に
感
ぜ
ら
れ
る
。
「
華
厳
経
』
に
「
心
に
垢
あ
る
位
を
名
づ
け
て
衆

生
と
日
ひ
、
心
の
純
浄
な
る
時
を
名
づ
け
て
日
っ
て
佛
と
為
す
」

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
が
迷
い
、
煩
悩
に
汚
さ
れ
て
い
る

限
り
、
人
は
輪
廻
の
境
界
に
在
っ
て
流
転
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
ひ
と
た
び
心
が
悟
り
に
目
覚
め
、
煩
悩
が
取
り
除
か
れ

て
清
浄
に
な
る
と
、
輪
廻
を
離
れ
て
解
脱
す
る
に
至
る
。
換
言
す

れ
ば
、
「
自
性
迷
え
ば
即
ち
是
れ
衆
生
、
自
性
覚
す
れ
ば
即
ち
是

れ
佛
な
り
」
と
端
的
に
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』
に
言
い
表
わ
さ

れ
て
い
る
通
り
、
同
一
の
心
が
、
迷
え
ば
凡
夫
で
あ
り
、
悟
れ
ば

無
色
界
と
さ
と
り

佛
で
あ
る
ｌ
と
い
う
基
本
的
な
教
え
の
綱
格
は
、
原
始
佛
教
か

ら
大
乗
佛
教
へ
の
発
展
の
過
程
を
通
じ
て
変
ら
ぬ
佛
教
の
特
色
と

言
え
よ
う
。

三
学
の
筆
頭
と
し
て
戒
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
戒
律
の
体
系
は
総

じ
て
身
口
意
の
三
業
の
規
制
を
主
眼
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
実

は
智
慧
の
開
発
を
期
し
て
、
三
業
の
根
本
た
る
意
業
の
制
禦
を
目

ざ
す
も
の
と
言
わ
れ
る
。
身
業
・
口
業
は
容
易
に
外
部
か
ら
の
認

識
・
感
知
の
対
象
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
比
較
的
制
禦

さ
れ
易
い
の
に
反
し
、
意
業
は
目
に
見
え
ず
、
耳
に
も
聞
え
ぬ
心

の
内
景
で
あ
る
が
た
め
、
外
部
か
ら
は
認
識
し
が
た
く
、
ま
た
容

易
に
は
制
禦
さ
れ
得
ぬ
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

意
業
は
身
口
の
二
業
を
目
に
見
え
ぬ
領
域
で
左
右
す
る
鍵
を
握
っ

て
い
る
。
佛
教
が
こ
の
意
業
の
人
間
生
存
の
あ
り
方
に
関
し
て
持

っ
て
い
る
重
要
な
役
割
に
格
別
の
関
心
を
注
い
で
来
た
と
い
う
こ

坂
東
性
純
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と
も
蓋
し
当
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
法

句
経
』
（
荻
原
雲
来
訳
）
の
第
一
。
二
偶
に
も

一
諸
事
意
を
以
て
先
と
し
、
意
を
主
と
し
、
意
よ
り
成
る
。

入
若
し
微
れ
た
る
意
を
以
て
語
り
＄
又
は
働
く
時
は
其
が

た
め
に
苦
の
彼
に
随
ふ
こ
と
猶
ほ
車
輪
の
此
を
牽
く
も
の

に
随
ふ
が
如
し
。

二
諸
事
意
を
以
て
先
と
し
、
意
を
主
と
し
、
意
よ
り
成
る
。

入
若
し
浄
き
意
を
以
て
語
り
、
又
は
働
く
時
は
其
が
た
め

に
楽
の
彼
に
随
ふ
こ
と
影
の
（
形
を
）
離
れ
ざ
る
が
如
し
。

と
、
開
巻
誇
頭
か
ら
、
先
づ
人
の
意
業
に
注
意
を
喚
起
し
、
苦
楽
の

業
果
が
偏
え
に
意
の
染
浄
に
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

三
業
の
中
、
取
り
立
て
て
意
業
の
重
視
、
迷
悟
は
心
の
あ
り
方

如
何
に
よ
る
と
い
う
よ
う
な
教
え
を
標
傍
し
て
い
る
と
す
れ
ば
＄

佛
教
が
唯
心
論
と
い
う
枠
に
入
れ
て
見
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
の
も
尤

も
で
あ
る
。
事
実
、
唯
心
論
と
い
う
見
方
も
屡
ミ
な
さ
れ
て
い
る

が
、
教
義
の
全
体
像
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
で

あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
佛
教
は
心
が
、
物
に
由
来
す
る
と
か
、
物

に
納
ま
る
と
か
、
物
に
対
し
て
優
位
で
あ
る
な
ど
と
は
決
し
て
説

か
ず
、
も
と
も
と
色
心
不
二
の
縁
起
説
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
佛
教
は
唯
物
・
唯
心
の
二
辺
の
何
れ
の
上
に
も
立
た
ず
、

色
心
不
二
の
中
道
を
以
て
そ
の
場
と
し
て
い
る
。
し
か
し
乍
ら
、

佛
教
が
目
に
見
え
ぬ
心
の
あ
り
方
を
重
要
視
す
る
と
い
う
事
は
依

然
と
し
て
変
り
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
伝
統
は
原
始
佛
教
か

ら
、
大
乗
佛
教
へ
の
発
展
に
お
い
て
も
堅
持
・
相
続
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
『
維
摩
経
』
（
佛
国
品
）
の
「
其
の
心
浄
き
に
随
っ
て
即

ち
佛
土
浄
し
」
の
思
想
や
、
『
華
厳
経
』
（
旧
訳
・
第
二
十
五
品
）
の

「
三
界
は
虚
妄
に
し
て
但
だ
是
れ
一
心
の
作
な
り
」
の
教
え
に
徴

し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
心
の
染
浄
と
、
そ
れ
が
感
受
す
る
環
境

の
密
接
な
関
連
は
、
身
土
不
二
の
思
想
に
連
な
り
、
こ
れ
は
、
そ

の
ま
ま
浄
土
教
に
お
け
る
浄
土
と
い
う
具
象
性
を
帯
び
た
考
え
方

に
発
展
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
佛
教
が
目
に
見
え
ぬ
心
の
意
義
に
多
大
の
関
心
を
注

ぐ
わ
け
は
、
心
が
実
は
目
に
見
え
る
物
と
離
れ
た
も
の
で
な
く
、

物
は
心
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
物
を
形
成
す
る
の
は
心
の
働
き
に
他

な
ら
な
い
、
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
色
心
不
二
」
と
は

こ
の
こ
こ
ろ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
色
心
不
二

と
は
＄
物
と
心
が
単
に
相
対
立
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方
に
立
た

ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
唯
物
論
者
は
、
心
に
影

響
を
与
え
、
心
を
形
成
す
る
の
は
物
で
あ
る
と
説
く
。
色
心
が
別

物
で
な
く
、
不
二
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
一
方
の
道
理
も
決
し

て
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
佛
教
が

決
し
て
こ
の
反
面
の
道
理
を
無
視
し
て
、
一
方
的
に
心
の
主
要
な
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る
所
以
を
過
大
に
評
価
し
、
強
調
す
る
の
み
で
な
い
こ
と
は
、
例

え
ば
、
戒
を
強
調
す
る
教
え
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
即
ち
、
現

実
に
、
心
が
物
や
外
境
に
影
響
さ
れ
易
い
と
い
う
事
実
の
認
識
あ

れ
ば
こ
そ
、
心
の
自
由
の
獲
得
の
た
め
に
、
身
口
意
の
三
業
を
敢

て
制
禦
し
、
鎮
め
る
努
力
の
必
要
な
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

戒
・
定
・
慧
の
三
学
の
教
義
に
お
い
て
（
こ
れ
に
布
施
。
忍
辱
・

精
進
の
三
が
加
え
ら
れ
た
大
乗
の
六
波
羅
蜜
に
お
い
て
も
又
そ
う

で
あ
る
が
）
、
心
を
鎮
め
る
定
に
先
立
っ
て
戒
が
説
か
れ
て
い
る

所
以
は
、
実
に
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
戒
の
教
え
は
、

身
口
意
の
三
業
の
制
禦
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
目
に
見
え
、

外
か
ら
認
識
し
う
る
身
口
の
二
業
に
比
舎
へ
、
目
に
見
え
ぬ
意
業
の

制
禦
は
、
誰
し
も
に
と
り
、
と
り
わ
け
、
最
も
意
の
ま
ま
に
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
心
の
境
界
は
目
に
見
え
ぬ
の
み
な
ら

ず
、
広
大
無
辺
際
で
あ
っ
て
、
実
に
迷
悟
染
浄
の
域
に
跨
が
り
、

そ
の
広
さ
は
測
り
知
れ
ぬ
程
で
あ
る
が
た
め
、
凡
ゆ
る
教
え
が
そ

こ
に
関
連
し
、
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
種
為
の
修
道

の
歴
程
の
教
説
’
四
向
四
果
、
三
賢
十
聖
、
五
十
二
位
、
十
住

心
等
Ｉ
は
、
則
ち
心
の
発
展
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
は
、

目
に
見
え
ぬ
心
の
境
位
に
、
一
応
の
目
じ
る
し
を
設
け
て
、
表
現

を
与
え
、
説
き
易
く
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
中
で
も
、
恐
ら

く
佛
教
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
教
か
ら
受
け
継
ぎ
、
そ
の

三
界
説
は
一
般
に
佛
教
の
宇
宙
論
と
し
て
の
み
受
け
と
ら
れ
る

傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
世
界

の
創
造
の
問
題
や
、
宇
宙
空
間
と
し
て
の
世
界
の
始
め
と
終
り
が

あ
る
か
な
い
か
の
問
題
等
は
、
生
老
病
死
の
四
苦
の
解
決
に
何
等

寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
～
む
し
ろ
妨
げ
で
す
ら
あ
る
と
い
う
点

に
着
目
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
議
に
か
か
わ
り
果
て
る
事
を
斥
け
、

黙
し
て
語
ら
な
か
っ
た
釈
尊
の
根
本
的
態
度
か
ら
言
え
ば
、
佛
教

に
宇
宙
の
生
成
・
起
源
を
説
く
宇
宙
生
成
論
８
⑩
冒
品
○
昼
や
宇

宙
の
現
に
在
る
姿
を
説
く
宇
宙
論
８
ｍ
目
巳
（
）
喝
が
欠
如
し
て
い

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
釈
尊
の
説
法
の
対
告
衆
の
大

部
分
を
形
成
し
て
い
た
人
び
と
は
、
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
を

多
か
れ
少
な
か
れ
背
景
に
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
し
て
、

佛
教
の
教
義
体
系
の
中
に
、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
ま
ま
、
乃
至
は
佛

教
的
変
貌
を
経
た
上
で
、
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
事

と
思
わ
れ
る
。
宇
宙
論
と
し
て
の
三
界
・
六
道
説
は
恐
ら
く
そ
の

教
義
体
系
の
中
に
採
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
所
謂
三
界
の
教

説
は
～
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
心
が
肉
体
的
・
物
質
的

捉
わ
れ
を
去
り
、
よ
り
高
度
な
瞑
想
の
世
界
に
入
っ
て
行
く
段
階

を
図
式
的
に
表
現
し
た
も
の
が
三
界
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
一
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一
例
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
界
説
は
元
を
バ
ラ
モ
ン
思

想
内
の
生
天
思
想
に
発
す
る
も
の
と
言
わ
れ
、
現
世
の
さ
ま
ざ
ま

な
善
悪
業
の
業
果
と
し
て
、
死
後
そ
れ
に
相
当
す
る
境
地
の
生
処

を
得
る
と
さ
れ
、
現
世
に
お
け
る
欲
望
か
ら
の
解
脱
の
度
合
に
従

っ
て
、
そ
の
境
位
に
応
じ
た
場
所
が
想
定
さ
れ
、
然
る
雫
へ
く
排
列

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
↑
現
世
に
お
い
て
達
成

さ
れ
る
《
へ
き
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
の
そ
れ
に
応
じ
た
世

①

界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
品
類
足
論
』
（
第
七
）
に
、

非
想
非
非
想
処
と
は
云
何
。
此
れ
に
二
種
あ
り
。
一
に
定
、

二
に
生
な
り
。
定
は
非
想
非
非
想
処
定
↑
生
は
そ
の
定
に
よ
り

て
感
ず
る
非
想
非
非
想
処
天
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
定
」
は
修
行
者
が
此
の
世
で
内
面
的
に
体
験

す
る
瞑
想
の
深
さ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
生
」
は
こ
の
自
我
を
空

無
化
し
た
現
世
の
深
い
瞑
想
体
験
に
よ
り
、
そ
の
果
報
と
し
て
未

来
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
境
地
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
乍
ら
、
生
天
思
想
に
重
き
を
置
か
ず
、
あ
く
迄
浬
藥
得
脱
を

目
指
す
佛
教
に
と
っ
て
は
、
三
界
思
想
を
そ
の
教
義
体
系
の
中
に

位
置
づ
け
る
場
合
、
そ
れ
を
主
と
し
て
悟
り
に
向
う
心
の
純
化
の

過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
採
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に

想
像
し
得
る
。
こ
こ
に
三
界
説
が
佛
教
内
部
に
摂
取
さ
れ
た
際
、

そ
の
空
間
的
意
味
合
い
が
‐
心
理
的
階
程
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
た

と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
所
以
が
存
す
る
。
心
理
的
階
程
と
は
、
換

言
す
れ
ば
、
心
が
負
鎭
療
の
煩
悩
の
繋
縛
を
脱
し
て
自
在
性
を
獲

得
し
、
瞑
想
の
深
化
と
相
俟
っ
て
、
悟
り
に
近
づ
く
過
程
を
指
す

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
確
定
的
な
思
想
は
、
意
識
の
分
散
の
方

向
に
迷
い
あ
り
、
意
識
の
統
一
の
方
向
に
悟
り
あ
り
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
佛
教
が
三
界
説
を
採
り
入
れ
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を

積
極
的
・
肯
定
的
に
採
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
修
行
の

究
極
の
果
と
考
え
ら
れ
た
浬
喋
の
、
三
界
か
ら
の
超
脱
性
を
浮
き

彫
り
に
せ
ん
が
た
め
の
否
定
契
機
と
し
て
採
り
入
れ
た
節
が
あ
る

こ
と
は
、
佛
陀
の
古
い
伝
記
か
ら
遂
に
除
か
れ
ず
に
残
っ
た
釈
尊

成
道
前
の
二
仙
人
の
記
述
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
方
広
大
荘
厳
経
』
（
第
七
巻
）
に
よ
れ
ば
、
王
位
を
捨
て
て
出

家
生
活
に
入
っ
た
釈
尊
は
、
所
謂
苦
行
に
取
り
か
か
る
前
に
、
当

時
著
名
な
ア
ー
ラ
ー
ラ
。
カ
ー
ラ
ー
マ
陰
胃
四
嵐
倒
両
日
沙
仙
人

と
、
ウ
ッ
ダ
カ
。
ラ
ー
マ
プ
ッ
タ
ロ
。
§
］
畠
閃
凶
日
息
巨
詐
ゅ
仙
人

と
を
訪
ね
、
そ
の
教
え
を
受
け
、
二
人
の
最
終
の
境
地
と
し
て
い

た
深
い
瞑
想
状
態
に
入
る
こ
と
を
得
た
が
、
そ
れ
ら
が
、
浬
樂
の

完
成
さ
れ
た
境
地
に
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
覚
り
、
「
こ
の

法
は
厭
離
に
赴
か
ず
、
離
欲
に
赴
か
ず
、
止
滅
に
赴
か
ず
、
平
安

に
赴
か
ず
、
智
に
赴
か
ず
、
正
覚
に
赴
か
ず
、
安
ら
ぎ
に
赴
か
な

②い
」
と
見
切
り
を
つ
け
て
二
人
の
，
も
と
を
去
っ
た
と
言
う
。
実
に
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こ
の
伝
説
ほ
ど
、
佛
教
の
立
場
を
よ
く
閨
明
し
て
い
る
も
の
は
少

な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ー
ラ
ー
ラ
仙
人
の
目
指
し

た
境
地
は
「
無
所
有
処
」
騨
薗
○
§
目
冒
３
口
④
、
ウ
ッ
ダ
カ
仙
人
の

目
指
し
た
の
は
「
非
想
非
非
想
処
」
ロ
①
ぐ
閉
息
目
目
印
凰
目
冒
冨
目
色

と
言
わ
れ
、
こ
の
二
処
は
、
三
界
の
教
説
で
は
、
実
に
最
高
処
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
所
有
処

は
、
当
時
、
佛
教
以
外
の
一
般
修
行
者
の
目
指
し
て
い
た
境
地
で
、

無
所
有
（
「
自
己
に
属
す
る
も
の
が
な
い
」
の
意
）
は
ジ
ャ
イ
ナ
教

徒
の
理
想
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
恐
ら
く
初
期
の
佛
教
徒
も
無
所

有
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
こ
の
禅
定
法
を
採
り
入
れ
て
い
た

③

こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
他
方
、
ウ
ッ
ダ
ヵ
仙
人
の
目
ざ
し
た
非
想

あ
ら

非
非
想
処
は
、
「
偉
い
思
念
が
な
く
な
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

尚
微
細
な
思
念
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
」
境
地
と
言

い
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
境
地
は
、
微
細
な
思
念
の
残
津
を
認
め

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
却
っ
て
無
所
有
処
よ
り
は
一
段
と
後
退

し
た
境
地
の
よ
う
に
一
応
考
え
ら
れ
も
す
る
が
、
実
は
こ
こ
に
肯

定
的
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
、
中
村
元
博
士
も
指
嫡
さ
れ
る

よ
う
に
、
「
何
も
の
も
存
在
し
な
い
」
と
説
い
た
だ
け
で
は
虚
無

論
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
避
け
た
も
の
と

④

思
わ
れ
る
。

釈
尊
が
こ
れ
ら
二
仙
人
が
究
極
の
境
地
と
し
た
無
所
有
処
と
非

想
非
非
想
処
を
斥
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
無
色
界
の
究
極
の

境
地
と
雛
も
、
尚
、
迷
界
に
属
す
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
佛
教
の
立
場
の
明
確
化
が
あ
る
。
釈
尊

の
師
事
し
た
と
言
わ
れ
る
二
仙
人
は
、
「
正
統
婆
羅
門
教
系
統
か
ら

⑤

派
生
し
た
当
時
の
一
般
社
会
系
統
、
非
正
統
派
に
属
し
て
い
た
」

と
い
う
説
も
あ
り
、
『
佛
所
行
讃
』
で
は
、
ア
ー
ラ
ー
ラ
の
口
を

か
り
て
サ
ー
ン
キ
ヤ
闘
目
炭
丘
冨
哲
学
的
な
思
想
が
述
べ
ら
れ
て

⑥

い
る
事
実
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
禅
定
法
は
当
然
サ
ー

⑦

ン
キ
ヤ
・
ヨ
ー
ガ
的
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
ヨ
ー
ガ
の
教
え
は
、
サ
ー
ン
キ
ャ
哲
学
の
説
く
プ
ル
シ
ャ

冒
目
秘
（
或
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
弾
日
四
口
、
真
我
）
と
プ
ラ
ク
リ
テ

ィ
胃
鳥
目
（
或
い
は
プ
ラ
ダ
ー
ナ
目
且
扇
口
④
、
根
本
原
質
）
の

二
元
論
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
二
仙
人
は
ヨ
ー
ガ
系
統
の
禅

定
法
を
説
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
釈
尊
は
こ
の
二

仙
人
の
禅
定
法
の
い
か
な
る
点
を
抑
え
て
斥
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

這
う
か
。こ

の
課
題
に
入
る
前
に
、
二
仙
人
の
目
ざ
し
た
境
地
の
三
界
説

に
お
け
る
位
置
を
少
し
く
立
ち
入
っ
て
考
え
た
い
。
所
謂
三
界
説

が
、
パ
ー
リ
聖
典
や
漢
訳
聖
典
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
見
て

三
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一
つ
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
色
界
の
四
禅

天
と
無
色
界
の
四
無
色
定
の
最
高
位
の
描
写
が
共
に
、
人
間
と
し

て
の
修
行
の
限
界
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
、
色
界
か
ら
無
色
界
に
移
行
す
る
際
の
心
理
的
推
移
の
説
明
が

極
め
て
複
雑
で
明
確
に
掴
み
難
い
思
い
が
す
る
の
は
‐
何
か
不
自

然
な
疑
惑
を
懐
か
し
め
る
。
こ
れ
は
元
全
一
つ
の
異
な
る
組
織
が

無
理
に
一
ま
と
め
に
さ
れ
た
事
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
す
ら
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
果
し
て
、
桜
部
建
博
士
も
こ
の

「
二
組
み
（
四
禅
と
四
無
色
定
）
は
本
来
相
亙
に
関
係
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ら
と
欲
・
色
・
無
色
の
三
界
説
と
も
ま
た
関

係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
（
「
佛
教
の
思
想
」
２
、
一
三
一
’
二
頁
）

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
古
来

「
有
頂
天
」
ず
ｇ
く
樹
国
に
二
説
あ
り
、
一
つ
は
こ
れ
を
色
界
の
最

高
位
に
配
し
、
他
は
こ
れ
を
無
色
界
の
最
高
位
に
配
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
（
第
一
序
品
）
の
長
行
に
、

ニ
ル

下
至
二
阿
鼻
地
獄
一
上
至
臺
阿
迦
尼
叱
天
｝
・

と
あ
る
箇
所
に
相
当
す
る
重
頌
に
は
、

ル
マ
ー
プ
二

従
二
阿
鼻
獄
一
上
至
一
有
頂
一

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
は
、
色
界
の
究
寛
天
た

る
阿
迦
尼
叱
巴
畠
員
寓
目
天
を
有
頂
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
少
し
時
代
が
下
る
と
見
ら
れ
る
『
大
毘
婆

沙
論
』
（
第
七
十
四
）
に
、

有
頂
に
往
く
と
は
、
若
し
は
先
に
無
色
を
得
て
退
し
、
若

し
は
先
に
得
ず
し
て
、
彼
の
欲
界
よ
り
没
し
て
、
梵
衆
天
に

生
じ
、
皆
能
く
非
想
非
非
想
処
に
往
く
。

と
あ
り
、
梵
衆
天
は
色
界
の
初
禅
天
で
あ
る
の
で
、
無
色
界
よ
り

退
い
た
も
の
も
、
欲
界
か
ら
向
上
せ
ん
と
す
る
も
の
も
、
一
先
づ

色
界
の
梵
衆
天
胃
農
目
息
肖
尉
騨
苛
に
生
じ
、
遂
に
は
三
界
の
究

極
た
る
非
想
非
非
想
処
に
往
く
と
取
れ
る
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
は

有
頂
天
が
無
色
界
の
最
高
処
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
更
に
時
代
が
下
っ
た
『
倶
舎
論
』
（
第
二
十
四
）
に

な
る
と
、

因
の
差
別
と
は
、
是
れ
静
盧
に
於
て
雑
修
と
無
雑
修
と
あ

る
に
由
る
が
故
な
り
。
果
の
差
別
と
は
、
色
究
寛
天
と
及
び

有
頂
天
と
を
極
致
と
な
す
が
故
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
処
を
見
る
と
、
色
界
の
究
寛
天
と
し
て
の
阿

迦
尼
叱
天
と
、
無
色
界
の
究
極
と
し
て
の
有
頂
天
と
が
は
っ
き
り

区
別
さ
れ
、
有
頂
天
は
明
ら
か
に
三
界
の
絶
頂
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
読
み
と
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
『
法
華
経
』
編

纂
の
頃
、
色
界
の
頂
上
と
さ
れ
た
有
頂
天
が
、
後
に
無
色
界
の
最

上
位
の
非
想
非
非
想
処
に
ま
で
引
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
と
同
一
視
さ

れ
た
推
移
の
ほ
ど
が
伺
え
る
。
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。
〈
タ
ン
ジ
ャ
リ
も
騨
菌
星
診
屋
の
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
国
○
函
騨
‐

目
茸
邑
（
二
・
二
八
）
に
は
禁
戒
冒
目
色
、
勧
戒
昌
冒
日
蝕
、
坐
法

剖
色
口
四
、
調
息
冒
倒
目
剴
目
雰
、
制
感
胃
鼻
剴
目
昌
、
疑
念
皇
勧
国
ゞ
目
、

禅
定
目
菌
国
勢
、
三
昧
留
日
圏
巨
の
八
段
階
の
実
修
法
が
説
か
れ
、

こ
の
中
、
殊
に
後
の
凝
念
・
禅
定
。
三
昧
の
三
つ
が
綜
合
的
制
御

３
日
『
四
目
四
と
呼
ば
れ
、
（
三
・
四
お
よ
び
三
。
一
六
）
こ
の
制
御
を

行
う
と
、
種
々
の
神
通
巴
目
巨
ま
た
は
各
冨
一
目
が
得
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。
禁
戒
か
ら
制
感
ま
で
は
、
佛
教
の
三
学
の
中
の
戒

を
思
わ
せ
、
凝
念
以
下
は
、
定
・
慧
に
通
ず
る
と
見
ら
れ
る
が
、

『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
と
の
比
較
に
関
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ

こ
と
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
師
が
共
に
、
サ
ー
ン
キ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
系
の

教
義
と
実
践
を
事
と
し
て
い
た
と
は
言
え
、
釈
尊
を
開
祖
と
仰
ぐ

佛
教
の
教
義
が
、
必
ず
し
も
、
後
世
組
織
立
て
ら
れ
た
形
で
の

『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
教
義
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
は
言

え
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
逆
に
パ
タ
ン
ヂ
ャ
リ
の
教
義
が

佛
教
か
ら
学
ん
だ
節
も
無
き
に
し
も
非
ず
で
あ
っ
た
事
は
考
え
ら

れ
う
る
。
こ
と
に
、
四
顛
倒
・
六
神
通
・
四
無
量
心
の
教
義
な
ど

は
、
禅
定
や
三
昧
と
並
ん
で
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
思
い

合
わ
さ
れ
る
。
ま
た
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
教
義
で
殊
に
注
目

さ
れ
る
の
は
、
有
想
三
昧
笛
召
胃
ご
目
冨
の
四
目
呂
冨
・
無
想
三
味

儲
色
目
官
且
目
冨
笛
目
豊
言
の
分
別
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
佛
教

の
色
界
・
無
色
界
に
お
け
る
瞑
想
の
深
化
の
場
合
、
対
象
の
あ
る

な
し
＄
鹿
細
に
つ
い
て
、
等
し
く
問
題
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
開
巻
勇
頭
、
ヨ
ー
ガ
は
三
昧
で
あ

り
、
心
の
状
態
を
指
す
」
（
一
・
一
）
ヨ
ー
ガ
と
は
心
の
は
た
ら
き

を
減
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
一
・
二
）
と
宣
言
す
る
『
ヨ
ー
ガ
・
ス

ー
ト
ラ
』
の
、
関
心
を
三
昧
に
の
み
集
中
し
た
言
で
あ
る
と
の
姿

勢
に
鑑
み
る
と
き
、
そ
の
極
め
て
似
通
っ
た
内
容
か
ら
し
て
、
後

世
に
お
け
る
佛
教
職
伽
行
派
の
発
展
と
考
え
合
わ
せ
て
、
成
道
前

の
釈
尊
の
修
行
内
容
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
の
重
要
な
参
考
文
献

た
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
三
界
説
は
、
目
に
見
え
ぬ
心
の
あ
り
方
を
客
観
的
に

論
ず
る
時
、
必
然
的
に
そ
の
大
凡
の
位
置
を
定
め
る
必
要
か
ら
採

択
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
客
観
性
と

は
頗
る
厳
密
性
を
欠
い
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、

瞑
想
状
態
の
微
妙
な
性
質
上
、
当
然
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
三
界

の
図
式
は
実
際
の
場
所
に
対
す
る
地
図
の
如
き
も
の
、
と
い
う
よ

り
は
寧
ろ
、
一
層
象
徴
的
に
意
識
深
化
の
各
し
令
ヘ
ル
を
示
し
た
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
レ
や
ヘ
ル
と
は
、
対
象
に
応
じ
た
意
識
の
種

類
で
な
く
、
深
さ
の
度
合
の
別
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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換
言
す
れ
ば
、
一
応
、
意
識
の
横
へ
の
広
が
り
・
幅
を
示
す
こ
と

を
意
図
せ
ず
、
限
り
な
い
深
化
の
層
を
、
限
ら
れ
た
数
に
よ
っ
て

暗
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
漸
次
的
広
が
り
を
も
同

時
に
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
跨
が
る
と
こ
ろ
は
、
散
乱

鹿
動
の
日
常
意
識
か
ら
、
寂
然
と
し
て
果
て
し
な
く
広
大
な
法
界

全
体
、
或
い
は
集
合
的
無
意
識
の
無
限
の
広
が
り
に
迄
拡
大
さ
れ

た
意
識
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
之
が
三
界
説

か
ら
学
ぶ
こ
と
の
一
つ
は
、
我
々
の
日
常
の
意
識
は
、
数
限
り
な

い
多
く
の
意
識
の
し
、
ヘ
ル
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
の
絶
対
性
を

も
持
ち
得
ぬ
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
数
え
切
れ
ぬ
し
、
ヘ
ル

の
分
野
を
日
夜
現
に
さ
迷
っ
て
お
り
、
未
だ
経
験
せ
ざ
る
意
識
の

分
野
、
し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
は
、
現
実
を
よ
り
明
ら
か
に
洞
察

し
得
る
可
能
性
が
豊
か
に
蔵
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
領
域
が
果
て

し
な
く
開
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
生
き
乍
ら
体

験
し
う
る
人
一
弓
四
国
‐
目
匡
再
煙
に
な
る
道
は
只
一
っ
、
三
昧
に
没
入

す
る
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
に

深
か
ろ
う
と
も
、
そ
の
体
験
と
、
さ
と
り
の
体
験
と
の
間
に
は
、

な
お
何
か
質
的
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

事
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
重
要
問
題
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
も
そ
も
三
昧
状
態
、
瞑
想
の
深
さ
と
は
一
体
何
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
三
昧
が
イ
ン
ド
の
宗
教
的

伝
統
を
通
じ
て
何
故
に
か
く
も
重
視
さ
れ
続
け
て
来
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
禅
定
三
昧
に
入
る
こ
と
は
、
生
き
な
が
ら
煩
悩
の
捉
わ
れ

か
ら
離
れ
る
唯
一
の
確
実
な
道
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ

の
た
め
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
を
は
じ
め
と
し
て
、
凡
そ
世
界
の
代
表

的
な
宗
教
に
し
て
何
ら
か
の
形
の
三
昧
を
説
か
ぬ
教
え
は
な
い
と

言
っ
て
も
よ
い
位
で
あ
る
。
定
は
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
自
我
が

そ
れ
だ
け
支
配
力
を
揮
わ
な
く
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
古
来
、

こ
の
三
昧
の
境
地
を
表
わ
す
の
に
種
々
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
禅
号
鼠
口
騨
と
定
め
四
日
且
冒
の
他
に
、
等
至
の
四
日
骨
四
昔

爺
伽
言
盟
や
止
観
３
日
四
昏
騨
‐
く
ぢ
鼠
冒
目
な
ど
も
よ
く
用
い

ら
れ
る
。
等
至
は
日
常
の
心
の
は
た
ら
き
が
減
し
て
真
我
か
感
覚

器
官
か
対
象
の
何
れ
か
と
合
一
し
た
状
態
を
さ
し
、
『
ヨ
ー
ガ
・

ス
ー
ト
ラ
』
で
は
三
昧
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
爺
伽
も
三

昧
と
同
義
で
あ
る
（
同
書
一
・
一
）
と
す
れ
ば
、
止
観
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
『
成
実
論
』
（
第
十
五
止
観
品
）
に
は
「
止
は
定
に
名
け
、

観
は
慧
に
名
く
。
．
：
…
止
は
能
く
結
を
遮
し
、
観
は
能
く
断
滅
す
」

と
あ
り
、
『
摩
訶
止
観
』
（
第
一
上
）
で
は
「
法
性
寂
然
た
る
を
止

と
名
け
、
寂
に
し
て
常
照
を
観
と
名
づ
く
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る

の
で
、
止
は
定
に
相
当
し
、
観
は
ほ
ぼ
慧
に
相
当
す
る
と
言
え
よ

う
。
し
か
も
、
こ
の
観
（
慧
）
は
止
（
定
）
と
無
関
係
な
も
の
で

な
く
、
止
（
定
）
を
ぱ
そ
の
不
可
欠
な
基
盤
と
し
て
お
り
、
そ
れ
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と
不
可
分
離
で
あ
る
こ
と
は
銘
記
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

三
界
説
の
色
界
と
無
色
界
の
内
容
が
語
ら
れ
る
と
き
、
前
者
に
は

色
界
の
四
禅
天
と
言
う
よ
う
に
禅
ロ
ロ
乱
冒
四
の
語
が
用
い
ら
れ
、

後
者
に
は
無
色
界
の
四
無
色
定
と
言
う
よ
う
に
定
３
日
目
旨
の

語
が
専
ら
用
い
ら
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
『
十
住
毘
婆
沙
論
』

（
第
十
一
）
に
は
「
禅
と
は
四
禅
な
り
。
定
と
は
四
無
色
定
な
り
」

と
定
義
し
て
狭
義
の
用
い
方
を
示
し
、
さ
ら
に
「
一
切
の
諸
佛
・

菩
薩
の
所
得
の
定
を
皆
三
昧
と
名
づ
く
」
と
述
べ
、
広
義
の
用
い

方
と
し
て
、
定
・
三
昧
の
語
を
挙
げ
て
い
る
。
同
じ
く
龍
樹
の

『
大
智
度
論
』
（
第
二
十
八
）
で
は
「
一
切
の
禅
定
を
亦
定
と
名
づ

け
↑
亦
三
昧
と
名
づ
く
。
四
禅
を
亦
禅
と
名
づ
け
、
亦
定
と
名
づ

け
、
亦
三
昧
と
名
づ
く
」
と
述
令
へ
て
、
さ
き
の
定
義
を
裏
付
け
て

い
る
が
、
「
四
禅
を
除
け
る
諸
余
の
定
を
亦
定
と
名
づ
け
、
亦
三

昧
と
名
づ
く
。
名
づ
け
て
禅
と
為
さ
ず
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
四

禅
以
外
の
瞑
想
に
は
定
・
三
昧
の
語
を
用
い
て
も
差
支
え
な
い
が
、

禅
の
語
は
四
禅
に
限
る
と
い
う
意
図
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
広
義
に
用
い
る
場
合
、
定
の
語
は
四
禅
を
も
含
む
一
切
の

禅
定
に
適
用
し
て
も
何
等
差
支
え
な
い
と
い
う
の
が
龍
樹
の
意
図

で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
て
、
広
義
に
用
い
る
場
合
、

心
の
集
中
・
統
一
状
態
を
常
に
三
昧
と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

・
ハ
ー
リ
長
部
経
典
（
一
・
一
八
二
以
下
）
、
佛
音
（
あ
る
い
は
覚
音
）

圃
口
目
冒
答
○
笛
の
『
清
浄
道
論
』
劃
豐
目
巨
日
晶
鴨
（
特
に
、
四

・
九
四
以
下
）
、
世
親
の
『
倶
舎
論
』
シ
ご
巨
旦
ロ
胃
昌
烏
○
蟹
（
定
品
第

八
）
等
に
よ
れ
ば
、
色
界
の
初
禅
の
境
地
は
、
統
一
し
た
心
静
盧

①
冨
開
四
国
、
推
究
的
な
粗
大
な
心
の
動
き
（
尋
）
ぐ
罫
四
房
Ｐ
、
観

察
的
な
微
細
な
心
の
動
き
（
伺
）
ぐ
旨
胃
四
、
肉
体
的
快
よ
さ
（
喜
）

巳
目
、
精
神
的
快
よ
さ
（
楽
）
ぬ
鼻
冒
の
五
要
素
が
あ
り
、
第
二

禅
に
入
る
と
、
尋
と
伺
は
な
く
な
り
、
心
静
慮
・
喜
・
楽
の
三
要

素
と
な
り
、
第
三
禅
で
は
、
心
静
盧
の
ほ
か
楽
の
み
の
二
要
素
が

残
り
、
第
四
禅
に
入
る
と
Ⅲ
心
に
は
平
静
な
捨
心
眉
の
嶌
圖
と

共
な
る
鎮
ま
っ
た
状
態
の
み
が
残
る
と
い
う
。
ま
た
、
無
色
界
の

第
一
の
空
無
辺
処
鼻
鼎
目
目
＆
冨
国
口
煙
は
物
質
的
存
在
が
意
識

の
対
象
か
ら
全
く
な
く
な
り
、
無
限
の
空
間
が
三
昧
の
対
象
で
あ

る
よ
う
な
境
地
。
次
の
識
無
辺
処
く
冒
目
巨
昌
３
百
国
画
少
は
、
無

限
の
虚
空
を
対
象
と
す
る
認
識
者
の
心
も
無
限
に
拡
大
さ
れ
た
三

昧
の
境
地
。
次
の
無
所
有
処
は
、
心
も
心
の
対
象
も
全
く
な
く
な

っ
た
よ
う
な
三
昧
の
境
地
。
最
後
の
非
想
非
非
想
処
は
、
さ
き
に

も
触
れ
た
よ
う
に
、
粗
大
な
心
の
動
き
は
な
い
が
、
微
細
な
心
の

動
き
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
境
地
で
、
心
の
動
き
が

あ
る
と
も
な
い
と
も
決
め
難
い
程
深
い
三
昧
境
で
あ
る
と
い
う
。

『
倶
舎
論
」
で
「
昧
劣
な
る
が
故
に
名
を
立
つ
」
と
説
い
て
い
る
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の
は
、
こ
の
場
合
「
劣
」
は
優
劣
の
劣
で
は
な
く
微
少
の
意
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
三
界
説
が
所
謂
須
弥
山
説
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
や
、
欲
界
に
属
す
る
六
欲
天
の
う
ち
、
四
天
王
天
と
初

利
天
（
三
十
三
天
）
は
、
地
居
天
と
し
て
須
弥
山
に
即
し
て
説
か

れ
、
夜
摩
・
兜
率
・
化
楽
・
楽
変
化
の
四
天
は
空
居
天
と
し
て
須

弥
山
を
超
越
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
爾
余
の
二
界
も
、
そ
の
上
方

に
位
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
思
想
は
上

方
が
よ
り
良
い
、
す
ぐ
れ
た
境
地
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
必
然
的
帰
結
は
、
三
界
の
上
方
を
勝
過
し
た
と
こ
ろ
に
解
脱

の
境
地
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

本
来
方
向
を
問
わ
ぬ
解
脱
の
境
地
に
、
こ
の
よ
う
に
三
界
説
に
よ

っ
て
指
方
立
相
的
な
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
た
事
は
、
そ
の
一
方
性

の
故
に
、
功
罪
相
半
ば
す
る
と
言
え
よ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
三
界

説
は
恐
ら
く
宇
宙
説
の
側
面
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
、
三
昧
体
験

の
理
論
化
に
貢
献
し
た
と
言
え
る
一
方
、
さ
と
り
の
境
界
を
日
常

意
識
と
は
無
関
係
と
い
う
印
象
を
与
え
る
ほ
ど
の
彼
方
に
追
い
遣

っ
て
し
ま
う
結
果
を
も
賀
し
た
か
ら
で
あ
る
。
三
界
説
の
萠
芽
は
、

日
常
意
識
と
は
異
な
っ
た
意
識
の
レ
ベ
ル
を
体
験
し
た
と
こ
ろ
の

幾
多
の
球
伽
行
者
の
深
い
三
昧
体
験
に
基
い
て
い
る
こ
と
は
、
疑

い
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
観
的
世
界
の
相
対
性

を
は
っ
き
り
認
識
し
え
た
証
し
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
↑

二
仙
人
が
最
終
の
さ
と
り
の
境
地
と
し
た
と
こ
ろ
を
ゴ
ー
タ
マ

が
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
、
コ
ー
タ
マ
が
そ
の
方
法
ｌ
コ
ー

ー
ガ
（
三
昧
）
の
修
行
そ
の
も
の
を
否
認
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
後
世
に
な

っ
て
も
禅
定
は
佛
教
の
実
践
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
保
た
れ
て

い
る
。
釈
尊
自
身
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
「
賢
人
は
静
盧
を

専
修
し
出
家
の
寂
静
を
喜
こ
ぶ
、
諸
神
す
ら
此
の
正
等
覚
熟
慮
者

を
羨
や
む
」
（
「
法
句
経
」
一
八
一
）
と
い
う
教
え
も
こ
の
こ
と
を
よ

く
示
し
て
い
る
し
、
何
よ
り
も
、
二
師
の
下
を
去
り
、
苦
行
に
身

を
投
じ
、
そ
の
無
益
を
覚
り
、
尼
連
禅
河
の
ほ
と
り
の
無
花
果

樹
の
下
に
黙
然
打
坐
し
て
正
覚
を
達
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
、

釈
尊
の
教
え
に
お
け
る
禅
定
の
位
置
の
重
さ
を
示
し
て
い
る
。
し

か
し
、
釈
尊
の
禅
定
は
方
法
と
し
て
は
二
師
と
軌
を
一
に
す
る
も

の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
決
し
て
そ
れ
を
自
己
目
的
と
す
る
も
の

そ
の
原
初
と
思
わ
れ
る
体
験
に
照
せ
ば
＄
三
界
説
に
お
い
て
高
さ

と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
実
は
意
識
の
深
さ
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
三
界
説
は
、
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
前
近

代
的
神
話
に
す
ぎ
ぬ
と
一
笑
に
付
し
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
ぬ
内

面
的
真
実
が
宿
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
手
段
と
し
て
人
生
苦
の
克
服
と
智

慧
の
開
発
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
釈
尊
は
、

禅
定
を
手
段
と
し
て
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
や
自
在
神
と
の
神
秘
的
合
一

鼠
ミ
。
冒
旨
註
昌
を
目
ざ
さ
れ
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

二
師
の
目
ざ
し
た
無
所
有
処
や
非
想
非
非
想
処
を
ゴ
ー
タ
マ
が
拒

否
さ
れ
た
意
味
は
、
二
師
の
こ
れ
ら
の
境
地
へ
の
捉
わ
れ
‐
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
が
さ
と
り
の
境
地
で
あ
る
と
主
張
し
固
執
し
た
事

実
を
否
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
に
と
り
、
禅
定
に
入
る
こ

と
は
、
さ
と
り
へ
の
い
わ
ば
準
伽
段
階
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
禅
定
を
意
味
あ
ら
し
め
る
も
の
は
一
に
係
っ
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
智
慧
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

智
慧
が
そ
の
ま
ま
根
本
無
明
の
克
服
で
あ
り
＄
苦
を
解
脱
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ゴ
ー
タ
マ
が
二
師
の
下
を
去
る
時
に
発

し
た
と
言
わ
れ
る
「
こ
の
法
は
厭
離
に
赴
か
ず
、
離
欲
に
赴
か
ず
、

止
滅
に
赴
か
ず
、
平
安
に
赴
か
ず
、
智
に
赴
か
ず
、
正
覚
に
赴
か

ず
、
安
ら
ぎ
に
赴
か
な
い
」
と
い
う
一
連
の
否
定
の
言
葉
は
↑
甚

だ
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
、
三
界
の
究
極

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
境
地
に
お
い
て
も
、
厭
離
・
離
欲
・
止
滅
・

平
安
・
智
・
正
覚
・
安
ら
ぎ
が
見
出
さ
れ
ぬ
と
い
う
体
験
の
告
白

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
、
さ
と
り
の
世
界
は
、
既

知
の
意
識
の
し
ゞ
ヘ
ル
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
違
っ
た

次
元
に
あ
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
特
に
非
想
非
非
想
処
な

ど
は
、
極
度
に
想
念
の
動
き
（
従
っ
て
呼
吸
）
の
微
弱
な
平
安
な

境
地
と
想
像
さ
れ
る
が
、
釈
尊
は
敢
て
こ
こ
で
も
「
平
安
」
の
存

在
を
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
わ
け
て
も
、
智
と
正
覚
の
不

在
が
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
当

時
の
バ
ラ
モ
ン
の
筆
頭
と
思
わ
れ
る
二
仙
人
の
見
方
の
、
一
体
、

ど
の
よ
う
な
点
に
問
題
の
所
在
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
を

代
表
す
る
禅
定
の
大
家
を
し
て
、
さ
と
り
に
非
ざ
る
境
地
を
さ
と

り
そ
の
も
の
と
思
い
誤
ら
し
め
た
の
は
、
そ
の
境
地
が
極
め
て
微

妙
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
無
色
界
は
「
色
質
な
き
世
界
」
と
定
義
さ
れ
る

が
、
色
目
も
四
は
な
く
と
も
、
名
目
日
凹
す
な
わ
ち
精
神
的
対

象
が
存
在
す
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
色
は
物
質
的
対
象

と
す
れ
ば
、
名
は
抽
象
概
念
な
ど
の
観
念
的
対
象
と
言
い
う
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
無
色
界
は
、
た
と
い
そ
れ
が
ど
ん
な
に
微

細
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
観
念
的
な
想
念
の
対
象
の
存
在
す
る

境
地
で
あ
り
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
世
界
で
あ

る
こ
と
は
、
非
想
非
非
想
処
の
名
称
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

釈
尊
が
こ
れ
を
否
認
さ
れ
た
意
義
を
特
に
強
調
し
て
、
こ
の
境
地
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へ
の
捉
わ
れ
を
離
れ
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
て
か
、
後
世

『
大
毘
婆
沙
論
』
（
第
七
十
六
）
な
ど
で
は
、
「
寧
ろ
提
婆
達
多
と
作

り
て
無
間
地
獄
に
堕
す
る
も
、
喝
達
洛
迦
邉
羅
摩
子
と
作
り
て
非

想
非
非
想
天
に
生
ぜ
ざ
る
黍
へ
し
」
と
い
う
厳
し
い
警
告
を
記
し
て

い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
非
想
非
非
想
処
が
容
易
に

さ
と
り
の
境
界
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
反
証
す
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
ウ
ッ
ダ
ヵ
・
ラ
ー
マ
プ
ッ
タ
は
こ
れ

を
さ
と
り
の
境
界
で
あ
る
と
固
執
し
て
い
る
。
無
色
界
の
四
無
色

定
の
一
々
を
、
後
世
、
小
乗
佛
教
の
修
道
過
程
た
る
四
向
四
果

（
預
流
・
一
来
・
不
還
・
阿
羅
漢
）
の
各
為
と
対
比
し
て
対
応
を

⑧

見
出
せ
る
と
し
て
い
る
説
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
程
こ
の
界

の
内
容
を
な
す
一
々
の
定
は
、
超
現
実
的
な
意
識
の
し
、
ヘ
ル
を
意

味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
一
寸
触
れ
た
よ
う
に
、
第
一
の

空
無
辺
処
は
想
念
の
対
象
を
無
限
な
る
虚
空
と
し
て
お
り
、
第
二

の
識
無
辺
処
は
無
限
な
る
虚
空
を
認
識
す
る
識
の
側
の
無
限
を
想

念
の
対
象
と
し
、
第
三
の
無
所
有
処
は
対
象
が
皆
無
で
あ
る
と
い

う
想
念
を
対
象
と
し
、
第
四
の
非
想
非
非
想
処
は
、
結
局
～
微
細

な
想
念
の
有
を
認
め
る
境
地
で
あ
る
か
ら
、
四
定
と
も
に
、
虚
空

・
識
の
「
無
限
性
」
・
「
無
」
・
「
微
細
な
想
念
」
と
い
う
観
念
的
対

象
の
存
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

パ
ー
リ
小
部
経
典
中
に
、
次
の
よ
う
な
釈
尊
の
言
葉
が
見
え
る
。

比
丘
等
よ
、
か
か
る
処
あ
り
。
そ
こ
に
は
地
も
水
も
火
も

風
も
空
無
辺
処
も
識
無
辺
処
も
無
所
有
処
も
非
想
非
非
想
処

も
こ
れ
な
く
、
此
世
他
世
も
な
く
、
月
日
の
両
者
も
な
し
。

比
丘
等
よ
↑
我
は
そ
れ
を
来
と
も
い
は
ず
、
去
と
も
い
は
ず
、

住
と
も
い
は
ず
、
死
と
も
い
は
ず
、
生
と
も
い
は
ず
。
そ
こ

は
依
護
な
く
転
生
な
く
、
縁
境
な
き
処
、
是
こ
そ
苦
の
終
り

⑨

な
れ
と
我
は
い
ふ
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
↑
釈
尊
は
否
定
を
も
っ
て
、
浬
藥
の

境
界
を
語
っ
て
お
ら
れ
、
明
ら
か
に
空
無
辺
処
等
の
無
色
界
を
も

そ
の
否
定
の
中
に
包
括
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
浬

藥
が
苦
の
減
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、

依
止
あ
る
も
の
に
は
動
転
あ
り
、
依
止
な
き
も
の
に
は
動

転
な
し
、
動
転
な
け
れ
ば
軽
安
あ
り
。
軽
安
あ
れ
ば
喜
な
し
。

喜
な
け
れ
ば
来
去
な
し
。
来
去
な
け
れ
ば
死
生
な
し
。
死
生

な
け
れ
ば
此
世
も
な
く
他
世
も
な
く
両
者
の
中
間
も
な
し
。

⑩

こ
れ
こ
そ
苦
の
終
り
な
れ
。

と
も
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
浬
樂
界
は
執
着
を
離
れ
た
と
こ
ろ
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で
、
退
転
な
く
安
ら
ぎ
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
死

生
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
が
述
桑
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
苦
の

減
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
更
に

比
丘
等
よ
、
生
ぜ
ざ
る
も
の
、
あ
ら
ざ
る
も
の
、
造
ら
れ

ざ
る
も
の
、
作
為
さ
れ
ざ
る
も
の
あ
り
。
比
丘
等
よ
、
若
し

そ
の
生
ぜ
ず
、
あ
ら
ず
、
造
ら
れ
ず
、
作
為
さ
れ
ざ
る
も
の

あ
ら
ざ
れ
ぱ
、
そ
こ
に
は
生
ぜ
る
も
の
、
あ
る
も
の
、
造
ら

れ
た
る
も
の
、
作
為
さ
れ
た
る
も
の
の
出
要
は
こ
れ
あ
ら
ざ

る
ゞ
へ
し
。
比
丘
等
よ
、
生
ぜ
ず
、
あ
ら
ず
、
造
ら
れ
ず
、
作
為
さ

れ
ざ
る
も
の
あ
る
が
故
に
、
生
ぜ
る
も
の
、
あ
る
も
の
、
造
ら⑪

れ
た
る
も
の
、
作
為
さ
れ
た
る
も
の
の
出
要
こ
れ
あ
る
な
り
。

と
も
述
令
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
生
ぜ
ざ
る
も
の
」

以
下
の
否
定
語
を
伴
な
う
表
現
は
、
明
ら
か
に
無
為
絶
対
の
浬
藥

界
を
さ
し
、
「
生
ぜ
る
も
の
」
以
下
の
肯
定
的
表
現
で
表
わ
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
有
為
相
対
の
現
象
世
界
な
ら
び
に
衆
生
を
指
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
言
葉
で
釈
尊
が
語
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る

の
は
、
疑
い
も
な
く
言
亡
慮
絶
の
さ
と
り
の
世
界
の
超
越
性
と
、

無
常
．
苦
の
世
界
に
い
る
衆
生
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
わ
け
て
も
、

さ
と
り
の
世
界
に
は
退
転
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
無
色
界
の
批

判
と
も
受
け
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
想
非
非
想
処
と
い
え
ど
も
、

も
と
の
迷
い
に
転
落
す
る
性
を
宿
し
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

点
、
本
質
的
に
三
界
の
ど
の
部
分
と
何
等
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
・

い
う
洞
察
で
あ
る
。
こ
の
釈
尊
の
達
見
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
二

師
の
目
ざ
し
た
こ
と
は
、
単
に
心
の
働
ら
き
を
弱
め
る
だ
け
に
終

る
の
で
あ
っ
て
、
さ
と
り
と
い
う
も
の
を
独
断
的
に
同
質
の
日
常

意
識
の
果
て
と
見
る
錯
誤
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
遠
い
近

い
の
問
題
で
は
な
く
、
さ
と
り
の
世
界
は
実
は
日
常
意
識
の
微
弱

化
の
水
平
的
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
三
界
の
凡
ゆ
る
境
地

に
相
即
し
つ
つ
超
越
し
て
い
る
と
見
る
、
へ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
心

理
的
距
離
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
次
元
の
差
異

が
超
越
を
示
唆
す
る
否
定
的
表
現
名
○
吾
凹
武
。
①
〆
冒
①
の
曾
○
目
に

よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
師
は
恐
ら
く
日
常
心
の

あ
り
方
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
程
、
さ
と
り
に
接
近
し
た
と

信
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
識
の
減
が
懸
命
に
意
図

さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
智
の
生
起
が
全
く
看
過
さ
れ
て
い
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
無
色
界
を
浬
梁
界
と
同
一
視
す
る

重
大
な
錯
覚
が
あ
っ
た
と
同
時
に
、
呼
吸
の
止
滅
の
方
向
づ
け
に

伴
う
意
識
の
減
が
修
行
の
終
着
点
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。

ゴ
ー
タ
マ
が
こ
の
二
師
の
下
を
去
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
的

な
識
の
減
を
の
み
目
ざ
す
道
が
真
の
さ
と
り
に
近
づ
く
所
以
で
な

い
こ
と
を
見
抜
き
、
日
常
意
識
か
ら
遠
ざ
か
る
方
向
で
は
な
く
し

て
、
そ
れ
を
超
越
す
る
方
向
へ
と
転
じ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
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の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
の
正
覚
が
意
識
の
深
部
に
お
け
る
転
廻
を
伴

う
識
の
転
換
で
あ
り
、
超
越
智
の
開
発
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
千

五
百
年
余
に
及
ぶ
佛
教
の
歩
み
が
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註①
赤
沼
智
善
「
釈
尊
」
（
四
○
頁
）

②
中
村
元
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
』
（
六
九
’
七
○
頁
、
お
よ
び
、

七
二
’
七
三
頁
）
所
引

③
同
書
（
七
三
’
七
五
頁
）

④
同
書
（
七
八
頁
）

⑤
赤
沼
同
言
（
四
○
頁
）

⑥
中
村
同
害
（
八
二
頁
）

⑦
水
野
弘
元
『
釈
尊
の
生
涯
」
（
六
四
’
六
五
頁
）

③
冒
罠
。
。
、
一
国
賦
号
”
闇
習
”
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
倉
員
専
偽
昌
。
》
薑
〕

己
。
⑭
＠
ｍ

⑨
ｓ
３
皇
ゞ
ぐ
匿
虐
（
南
伝
・
第
二
十
三
巻
一
二
七
頁
）

⑩
同
書
ご
旨
産
（
南
伝
・
同
巻
一
二
八
’
九
頁
）

⑪
同
書
く
旨
＆
（
南
伝
・
同
巻
二
一
八
頁
）
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