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研
究
ノ
ー
ト

修
行
と
情
動
制
御
（Buddhism Trainig and Emotional Control

）

　
　
　
│
止
観
業
（
止
観
の
技
術
）
の
生
理
心
理
学
的
研
究
か
ら
│

影
　
山
　
教
　
俊

　
こ
の
論
題
を
読
ま
れ
て
、
仏
教
学
一
般
の
論
題
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
英
文
ま
で
付
け
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
方
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
実
は
二
四
年
前
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
論
題
で
、
九
州
で
開
催
さ
れ
た
第
四
〇
回
日
蓮
宗
教
学
発
表
大
会
で
発
表
し
た
と
き
誤
解

が
生
じ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
発
表
案
内
に
「
修
行
と
情
動
」
と
記
載
さ
れ
た
と
き
、
聴
取
者
の
数
人
が
「
情
動
は
成
道
の
ミ
ス
プ
リ

ン
ト
で
は
？
」
と
、
生
理
学
用
語
の
「
情
動
」
と
仏
教
用
語
の
「
成
道
」
の
誤
解
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
回
は
そ
の
誤
解
を
避
け
る
た
め

に
、
敢
え
て
「
修
行
と
情
動
制
御
」（Buddhism

 T
rainig and Em

otional Control

）
と
英
文
を
付
し
た
次
第
で
す
。

　
更
に
こ
れ
か
ら
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
研
究
報
告
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
修
行
と
情
動
制
御
」

の
論
題
で
目
指
す
こ
と
は
、
仏
教
を
修
行
と
い
う
切
り
口
で
理
解
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
仏
教
は
思
想
信
条
と
し
て
扱
わ

れ
哲
学
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
私
た
ち
自
身
が
修
行
の
技
術
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、
そ
れ
を
生
理
心

理
学
的
な
方
法
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
何
が
明
ら
か
に
な
る
か
と
言
え
ば
、
仏
教
用
語

が
現
代
科
学
の
言
葉
で
具
体
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
止
観
業
と
は
「
止
観
の
技
術
」
の
こ
と
で
す
が
、「
止

の
技
術
」
は
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
の
こ
と
、「
観
の
技
術
」
は
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
の
こ
と
、
と
言
う
よ
う
に
心
と

身
体
の
状
態
か
ら
理
解
で
き
る
の
で
す
。
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こ
れ
か
ら
出
来
る
だ
け
平
易
な
言
葉
で
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
必
要
性
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
、
近
年
、
瞑
想
や
仏
道
修
行
が
社

会
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
意
味
と
、
そ
の
実
際
の
効
用
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
梗
概
〉

　
現
在
、
仏
教
は
思
想
信
条
と
し
て
哲
学
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
文
化
は
社
会
の
要
請
に
基
づ
い
て
機
能
す
る
も
の
だ
か
ら
、

当
然
そ
の
分
母
は
社
会
に
な
り
ま
す
。
な
ら
ば
仏
教
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
必
ず
仏
教
を
要
請
す
る
社
会
の
声
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
す
。
そ
の
現
代
社
会
が
ど
の
よ
う
な
社
会
か
と
言
え
ば
、
き
わ
め
て
情
報
化
さ
れ
た
社
会
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
生

き
る
私
た
ち
は
「
自
然
の
子
」
と
し
て
切
れ
ば
血
の
出
る
自
分
と
、「
社
会
の
子
」
と
し
て
観
念
化
さ
れ
た
自
分
と
の
二
極
の
対
立
に
さ

ら
さ
れ
、
常
に
高
ス
ト
レ
ス
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
高
ス
ト
レ
ス
の
生
活
に
よ
っ
て
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
、
高
血
圧
・
高
尿
酸
血
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
（
ス
ト
レ
ス
疾
患
）
が
蔓

延
し
、
現
代
人
の
凡
そ
一
九
〇
〇
万
人
が
生
活
習
慣
病
に
罹
り
、
そ
の
予
備
軍
ま
で
入
れ
る
と
五
〇
〇
〇
万
人
に
及
ん
で
い
ま
す
（
厚
生

労
働
省
平
成
一
九
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
結
果
）。
特
に
こ
の
よ
う
な
疾
患
と
肥
満
を
複
合
す
る
病
態
は
医
学
的
に
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
・

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
総
称
さ
れ
、
ガ
ン
、
脳
血
管
疾
患
、
心
臓
病
の
三
大
死
因
の
主
要
因
と
な
り
、
医
療
保
険
を
大
き
く
圧
迫
し
て
い
る
こ

と
は
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ス
ト
レ
ス
疾
患
の
発
生
と
原
因
に
つ
い
て
、
現
代
医
学
で
は
情
報
化
社
会
で
引
き

裂
か
れ
る
心
身
分
離
に
よ
っ
て
生
ず
る
情
動
（em

otional

）
が
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
と
な
り
、
そ
の
一
連
の
生
体
反
応
だ
と
言
い
ま
す
。
即

ち
、
ス
ト
レ
ス
反
応
に
よ
っ
て
﹇
視
床
下
部
↓
脳
下
垂
体
↓
副
腎
皮
質
系
﹈
を
介
し
て
、
よ
り
広
範
囲
な
中
枢
神
経
系
の
変
化
が
引
き
起

こ
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
律
神
経
系
、
内
分
泌
系
、
免
疫
系
の
ホ
メ
オ
ス
タ
ー
シ
ス
の
三
角
形
（T

he T
raiangle of 

H
om
eostasis

）
の
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
、
消
化
管
の
潰
瘍
、
胸
腺
・
リ
ン
パ
節
の
萎
縮
、
副
腎
皮
質
の
肥
大
な
ど
生
体
の
変
化
が
引
き
起

こ
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
ス
ト
レ
ス
疾
患
の
機
序
は
、
ハ
ン
ス
・
セ
リ
エ
（D

R. H
ans Seiye

）
の
ス
ト
レ
ス
学
説
と
、
キ
ャ
ノ
ン
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（W
.B. Cannon

）
の
緊
急
反
応
、
心
身
相
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
さ
に
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
心
身
の
分
離
に
よ
っ
て
常
に
自
分
自
身
の
感
覚
が
周
囲
の
現
象
に
奔
走
さ
れ
、
心
が
こ
れ
に

振
り
回
さ
れ
て
い
る
た
め
に
高
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
社
会
を
背
景
に
、
近
年
は
「
瞑

想
」
と
い
う
心
身
を
統
一
す
る
技
術
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
も
釈
尊
の
「
生
老
病
死
」
を
克
服
す
る
技
術
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
社
会
的
な
要
請
は
仏
教
の
瞑
想
技
術
に
ど
の
よ
う
な
効
用
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と

言
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
仏
教
の
瞑
想
技
術
（
止
観
の
技
術
）
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
瞑
想
（dhyāna

・
禅
那
）
と
は
実
習
者
の
情
動
を
制

御
（Em

otional Control
）
す
る
技
術
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
述
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
瞑
想
技
術
と
は
、
実
習
者
の
情
動
を
制
御
す
る
技
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
仏
教
は
生
老
病
死
の

四
苦
の
解
決
を
目
的
と
す
る
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
が
こ
の
世
で
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
四
苦
と
は
「
生
者
必
滅
会
者
定
離
」
の
諺
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
老
い
と
病
を
た
ず
さ
え
な
が
ら
必
ず
死
へ
と
行
き
着
く
こ
と
へ
の

悩
み
で
す
。
こ
れ
は
肉
体
生
命
の
現
実
で
す
が
、
そ
の
思
考
の
対
象
と
な
る
観
念
と
し
て
の
意
識
は
、
永
遠
に
生
き
続
け
た
い
と
常
に
願

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
肉
体
の
死
と
い
う
現
実
と
、
何
時
ま
で
も
生
き
て
い
た
い
と
い
う
意
識
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
、
私
た
ち
は
大
い

に
悩
み
ま
す
。
こ
れ
が
四
苦
と
呼
ば
れ
る
悩
み
の
実
際
で
す
。
こ
の
悩
み
を
現
代
の
心
身
相
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
考
え
る
と
、
仏
教
の

掲
げ
る
生
老
病
死
の
解
決
と
は
、
生
老
病
死
と
い
う
身
心
分
離
に
よ
っ
て
生
ず
る
ス
ト
レ
ス
（
悩
み
・
情
動
）
を
制
御
す
る
こ
と
だ
と
分

か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
気
づ
く
と
、
仏
教
の
瞑
想
技
術
は
私
が
改
め
て
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
二
五
〇
〇
年
の
昔
よ
り
心
身
分
離
の
ス

ト
レ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
た
情
動
を
制
御
す
る
技
術
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
仏
教
が
情
動
を
制
御
す
る
瞑
想
技
術
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
心
身
分
離
を
生
み
出
す
現
代

社
会
の
要
請
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
心
理
療
法
の
「
自
律
訓
練
法
」
と
の
比
較
研
究
を
試
み
ま
し
た
。
自
律
訓
練
法
と
は
現
代
社
会
に
は
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び
こ
る
神
経
症
的
、
心
身
症
的
症
状
（
ス
ト
レ
ス
疾
患
）
の
改
善
を
目
指
す
技
術
と
し
て
、
Ｊ
・
シ
ュ
ル
ツ
（1932

年
）
に
よ
っ
て
考
案

さ
れ
、
Ｗ
・
ル
ー
テ
に
よ
っ
て
実
証
的
に
整
理
検
証
さ
れ
た
心
理
療
法
で
す
。
こ
の
自
律
訓
練
法
と
瞑
想
技
術
の
構
造
な
ど
を
比
較
し
瞑

想
技
術
を
適
正
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
仏
教
を
心
と
身
体
の
状
態
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　「
自
律
訓
練
法
」
と
瞑
想
技
術
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
共
に
変
性
意
識
状
態
（A

ltered State of conscious-

ness

）
を
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
感
覚
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
情
緒
的
な
意
識
（
情
動
）
を
制
御
し
、
心
身
分
離
に
よ
っ
て
生

じ
た
心
理
と
生
理
（
心
と
身
体
）
の
力
関
係
を
調
整
す
る
技
術
、
情
動
制
御
（Em

otional Control

）
す
る
技
術
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。

自
律
訓
練
法
で
は
安
定
し
た
情
動
発
散
を
促
し
て
、
継
続
的
に
ス
ト
レ
ス
を
発
散
さ
せ
る
こ
と
で
治
療
効
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
瞑

想
技
術
で
は
治
療
効
果
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
健
康
的
な
意
識
感
覚
を
誘
導
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
詳
細
を
説
明
す
れ
ば
、
自
律
訓
練
法
の
技
術
で
は
自
律
性
解
放
活
動
（autogenic discharge activity

）
と
呼
ば
れ
る
情
動
発

散
の
現
象
を
誘
導
し
治
療
効
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
情
動
発
散
の
パ
タ
ー
ン
に
は
①
「
感
覚
反
応
」、
②
「
運
動
反
応
」、
③
「
自
律

神
経
系
の
反
応
」、
④
「
心
理
的
反
応
」
の
四
つ
が
あ
り
、
そ
の
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
瞑
想
技
術
（『
天
台
小
止
観
』）
で
は
「
発
善
根

相
」
と
し
て
、
悟
り
が
現
れ
る
前
兆
の
現
象
と
よ
く
相
応
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
瞑
想
技
術
の
『
天
台
小
止
観
』
第
七
章
「
発
善
根
相
」
の
一
「
い
か
な
る
か
を
内
に
善
根
が
発
す
る
相
と
名
づ
く
る
や
」
に
五

つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
①
「
内
の
善
根
が
発
す
る
相
」
の
「
数
息
観
の
根
本
禅
定
の
善
根
が
発
す
る
相
」
と
、「
随
息
観
・
十
六
特
勝
の

善
根
が
発
す
る
の
相
」
と
よ
く
相
応
し
て
お
り
、
瞑
想
技
術
が
情
動
制
御
の
技
術
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
「
発
善
根
相
」
に
は
単
に
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
い
た
情
動
を
発
散
す
る
病
理
的
な
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

健
康
的
な
意
識
の
表
出
パ
タ
ー
ン
が
②
「
不
浄
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」、
③
「
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
」、
④
「
因
縁
を
観
ず
る
善
根

が
発
す
る
相
」、
⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」
が
示
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
人
間
に
内
在
す
る
健
康
的
な
意
識

感
覚
や
、
ま
た
意
識
の
多
様
性
と
い
っ
た
も
の
が
見
え
て
い
ま
す
。
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更
に
瞑
想
技
術
の
実
習
者
の
心
理
的
、
生
理
的
な
考
察
を
試
み
ま
し
た
。
瞑
想
技
術
と
し
て
の
止
観
業
は
、
そ
の
中
心
課
題
は
意
思

（m
anas

）
の
上
に
、
観
る
自
分
と
観
ら
れ
る
自
分
の
関
係
（
識
別
・vijñāna

）
の
状
態
で
あ
る
禅
那
（dhyāna

）
を
誘
導
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
感
覚
が
周
囲
の
現
象
に
奔
走
さ
れ
て
い
な
い
心
身
統
一
の
状
態
で
す
。
こ
の
禅
那
を
誘
導
す
る
た
め
に
止

の
技
術
（yam

atha

）
と
観
の
技
術
（vipa

yanA

）
が
臨
機
応
変
に
応
用
（
止
観
双
用
）
さ
れ
、
そ
れ
で
禅
那
が
深
化
す
る
と
「
観

る
自
分
と
観
ら
れ
る
自
分
の
関
係
」
が
統
一
さ
れ
た
三
昧
（sam
ādhi

）
が
誘
導
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
瞑
想
の
過
程
は
止
の
技
術
（
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
）
に
よ
っ
て
、
眉
間
、
丹
田
、
呼
吸
な
ど
へ
と
注
意
集
中
す
る
こ
と

で
禅
那
を
誘
導
し
ま
す
。
そ
し
て
、
暫
く
そ
の
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
自
律
性
解
放
活
動
に
よ
っ
て
情
動
発
散
が
始
ま
る
た
め
に
、
そ

の
情
動
に
よ
っ
て
心
と
身
体
が
刺
激
さ
れ
て
禅
那
が
乱
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
引
き
続
き
、
観
の
技
術
（
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
）

に
よ
っ
て
、
そ
の
情
動
刺
激
（
生
理
と
心
理
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
精
神
的
要
素
へ
と
注
意
集
中
す
る
こ
と
で
、
禅
那
を
維
持
し
な
が
ら
更

に
安
定
し
た
情
動
発
散
を
行
い
禅
那
を
深
め
な
が
ら
三
昧
状
態
を
誘
導
し
ま
す
。

　
こ
の
情
動
発
散
の
現
象
を
脳
波
の
ア
ル
フ
ァ
ー
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
心
拍
数
を
生
理
心
理
学
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
、
第
一
段
階
・

止
の
技
術
（
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
）
で
禅
那
が
誘
導
さ
れ
る
と
「
脳
波
の
α-

ベ
ー
ス
が
安
定
し
、
心
拍
数
が
減
少
」
し
ま
す
。

第
二
段
階
・
こ
の
禅
那
の
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
情
動
発
散
の
刺
激
で
「
脳
波
の
α-

ベ
ー
ス
の
乱
れ
、
心
拍
数
が
上
昇
」
し
ま
す
。

第
三
段
階
・
更
に
観
の
技
術
（
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
）
に
よ
っ
て
情
動
発
散
で
乱
れ
た
禅
那
を
安
定
さ
せ
、
且
つ
止
の
技
術
と
、

観
の
技
術
の
臨
機
応
変
の
応
用
に
よ
っ
て
情
動
発
散
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
な
い
安
定
し
た
自
律
性
解
放
活
動
の
状
態
が
誘
導
さ
れ
る
と
「
更

に
脳
波
の
α-

ベ
ー
ス
が
安
定
し
、
心
拍
数
が
減
少
」
し
ま
す
。
こ
れ
は
禅
那
か
ら
三
昧
へ
と
深
化
す
る
状
態
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
状
態
を
誘
導
す
る
こ
と
で
、「
自
律
訓
練
法
」
で
は
心
身
分
離
の
ス
ト
レ
ス
を
解
放
し
治
療
効
果
を
上
げ
る
も
の
、『
天
台
小
止

観
』
で
は
「
発
善
根
相
」
と
呼
ば
れ
悟
り
が
現
れ
る
前
兆
の
現
象
を
誘
導
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
心
身
分
離
を
生
み
出
す
現
代
社
会
の
要
請
に
従
っ
て
瞑
想
技
術
を
考
察
す
る
と
、
ま
さ
に
瞑
想
技
術
と
し
て
の
止
観
業
は
、

情
動
制
御
（Em

otional Control

）
の
技
術
で
あ
り
、
心
理
療
法
の
技
術
と
共
通
す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
研

究
成
果
を
前
提
に
す
れ
ば
、
近
年
、
サ
マ
タ
瞑
想
・
ヴ
ィ
ッ
パ
サ
ナ
ー
瞑
想
（
止
観
業
）
の
手
順
に
つ
い
て
、
何
れ
の
技
術
が
先
か
後
か

と
い
う
諸
説
が
あ
り
そ
の
真
偽
は
未
だ
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
瞑
想
技
術
が
情
動
制
御
（Em

otional Control

）
す
る
技
術

で
あ
る
と
気
づ
け
ば
、
止
の
技
術
と
観
の
技
術
は
不
離
即
で
、
止
観
双
用
と
い
う
止
の
技
術
と
、
観
の
技
術
の
臨
機
応
変
の
応
用
に
よ
っ

て
、
安
定
し
た
情
動
発
散
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
技
術
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。

　
以
上
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
　
問
題

　
明
治
時
代
以
降
、
日
本
の
仏
教
界
に
は
仏
教
哲
学
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
、
多
く
の
方
々
は
仏
教
を
思
想
信
条
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

に
違
和
感
を
懐
い
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
来
の
仏
教
は
僧
院
生
活
に
よ
っ
て
伝
統
が
受
け
継
が
れ
た
た
め
、
経
文
や
論
書
の
教
理
を

解
釈
す
る
こ
と
以
上
に
僧
院
内
の
着
衣
喫
飯
に
わ
た
る
仏
教
生
活
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
僧
院
内
の
栴
檀
林
と
呼
ば
れ
る
学
問
所

で
は
、「
行
学
二
道
」「
行
学
一
体
」
と
い
う
伝
統
的
な
習
い
が
宗
派
を
超
え
て
実
践
さ
れ
、
仏
教
の
学
問
的
な
探
求
法
と
体
験
的
な
探
求

法
が
併
存
し
て
い
ま
し
た
。
仏
教
は
行
（cārya

）
と
学
（dharm

a-de
anā

）
の
不
即
不
離
の
全
体
（
体
験
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。
ま
さ
に
「
行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
。
行
学
た
へ
（
絶
）
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。」（『
諸
法
実
相
抄
』）
と
宗
祖

が
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
釈
尊
の
宗
教
体
験
に
起
因
す
る
仏
教
は
、
思
想
信
条
と
し
て
思
惟
の
対
象
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
釈
尊
の
体
験
を
追

体
験
す
る
技
術
と
し
て
、
私
た
ち
の
心
と
身
体
（
生
理
と
心
理
）
の
相
関
関
係
か
ら
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
こ
で
釈
尊
の
体
験
が

「
抜
苦
与
楽
」
に
あ
っ
た
と
知
れ
ば
、
こ
こ
に
仏
教
の
心
理
療
法
と
し
て
の
効
用
ま
で
見
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
先
の
よ
う
に
仏
教
の
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伝
統
は
釈
尊
の
体
験
を
追
体
験
す
る
技
術
と
し
て
伝
承
し
て
お
り
、
そ
れ
は
修
行
法
を
伝
承
す
る
行
屋
（
行
堂
）
や
僧
堂
の
技
術
（
身
体

技
法
）
と
し
て
存
在
し
、
文
献
学
的
な
解
釈
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
特
に
日
蓮
門
下
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
蓮
門
下
に
伝
承
す
る
修
行
法
は
中
国
天
台
に
端
を
発
す
る
「
止
観
業
」
に
あ
る
こ
と
は
明
か
で

す
。
証
悟
の
『
摩
訶
止
観
』、
そ
の
実
際
は
『
天
台
小
止
観
』
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
修
行
に
よ
っ
て
深
化
す
る
心
の
あ
り
方
は
『
摩
訶

止
観
』
に
依
り
、
具
体
的
な
技
術
は
『
天
台
小
止
観
』
に
依
る
と
言
わ
れ
る
通
り
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
止
観
の
具
体
的
な
技
術

は
、
伝
統
行
堂
の
遠
壽
院
行
堂
で
相
伝
さ
れ
て
お
り
、
私
は
遠
壽
院
第
三
十
四
世
戸
田
日
輝
伝
師
よ
り
相
伝
を
受
け
、
読
誦
三
昧
（
半
行

半
坐
三
昧
）
の
技
術
を
も
っ
て
正
行
と
す
る
（『
正
中
山
相
承
旨
帰
』）、
並
び
に
そ
れ
に
連
な
る
一
行
三
昧
の
技
術
な
ど
の
相
伝
を
受
け

て
い
ま
す
。
遠
壽
院
日
久
上
人
の
染
筆
『
正
中
山
相
承
旨
帰
』
は
一
百
日
加
行
の
相
伝
事
と
し
て
明
ら
か
に
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に

は
加
行
に
よ
っ
て
読
誦
三
昧
境
を
発
得
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
相
伝
に
つ
い
て
公
開
さ
れ
て
い
る
文
献
で
は
、
明

治
三
年
に
法
華
経
寺
か
ら
遠
壽
院
と
智
泉
院
の
両
院
へ
交
付
さ
れ
た
「
祈
祷
改
正
規
則
之
掟
」
に
は
「
止
観
病
患
境
に
依
り
修
学
し
、
怠

慢
な
く
苦
修
練
行
し
て
色
心
清
浄
の
こ
と
」
と
止
観
業
に
触
れ
て
お
り
、『
摩
訶
止
観
』
第
七
章
「
修
正
止
観
」
第
三
節
「
観
病
患
境
」

の
十
乗
観
法
の
技
術
に
よ
っ
て
「
不
思
議
境
」
を
発
得
す
べ
き
意
向
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
日
蓮
門
下
が
伝
承
す
る
止
観
の

技
術
を
私
た
ち
の
心
と
身
体
（
生
理
と
心
理
）
の
相
関
関
係
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
、
仏
教
の
新
た
な
る
理
解
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
に
対
す
る
研
究
方
法
の
変
化
は
、
実
は
社
会
的
な
要
請
そ
の
も
の
と
言
え
ま
す
。
日
本
で
は
「
明
治
維

新
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
」
を
経
て
、
社
会
は
近
代
化
の
激
流
に
も
ま
れ
な
が
ら
大
き
く
変
化
し
た
た
め
伝
統
的
な
宗
教
に
根
ざ
し

た
心
象
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
社
会
で
は
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
心
の
問
題
や
病
が
現
れ
て
い
ま
す
。
生
活
習
慣
病

（
ス
ト
レ
ス
疾
患
）
が
蔓
延
し
、
現
代
人
の
凡
そ
一
九
〇
〇
万
人
が
生
活
習
慣
病
に
罹
り
、
そ
の
予
備
軍
ま
で
入
れ
る
と
五
〇
〇
〇
万
人
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に
及
ん
で
い
る
事
実
や
、
自
殺
者
が
年
間
に
三
〇
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
事
態
が
十
年
以
上
続
い
て
い
る
事
実
が
そ
れ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
欧
米
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
「
心
の
救
い
」
に
代
わ
っ
て
「
心
の
治
療
・
癒
し
」
を
志
向
す
る
心
理
学

や
精
神
医
学
が
生
ま
れ
、
日
本
で
も
、
特
に
戦
後
、
心
理
学
や
精
神
医
学
が
宗
教
に
よ
る
救
い
の
代
替
と
し
て
様
々
な
公
的
制
度
が
模
索

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
社
団
法
人
認
定
臨
床
心
理
士
な
ど
が
そ
れ
で
す
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
言
え
ば
、
日
本
社
会
で
は
仏
教
と

い
う
宗
教
が
癒
し
や
救
い
の
臨
床
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
な
の
で
す
。

　
仏
教
は
本
来
き
わ
め
て
理
性
的
か
つ
哲
学
的
に
人
間
存
在
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
身
心
の
問
題
に
対
し
て
実
践
的
な
洞
察
を
も
た
ら
し
、

実
存
的
な
苦
し
み
を
安
ら
ぎ
へ
と
変
容
さ
せ
る
総
合
的
な
営
み
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
仏
教
の
効
用
は
説

か
れ
ず
に
、
心
理
学
や
精
神
医
学
の
心
理
療
法
な
ど
が
こ
れ
を
代
替
し
て
い
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
今
回
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
要
請
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
科
学
技
術
と
し
て
の
心
理
療
法
、
心
身
相
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
応
用

し
、
医
学
の
分
野
か
ら
心
理
療
法
と
し
て
確
立
し
た
「
自
律
訓
練
法
」
の
変
性
意
識
状
態
を
誘
導
す
る
技
術
と
、
日
蓮
門
下
に
伝
承
す
る

止
観
の
技
術
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
仏
教
を
私
た
ち
の
心
と
身
体
（
生
理
と
心
理
）
の
相
関
関
係
か
ら
捉
え
直
し
、
仏
教
の
臨
床
的
な
理

解
を
試
み
ま
し
た
。

２
　「
自
律
訓
練
法
」
の
構
造
を
概
観
す
る

　
自
律
訓
練
法
の
構
造
に
つ
い
て
概
観
す
る
れ
ば
、
こ
の
技
術
の
目
的
は
変
性
意
識
状
態
（A

ltered State of consciousness

、
Ａ
Ｓ

Ｃ
と
略
称
）
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
瞑
想
状
態
を
誘
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
こ
の
瞑
想
状
態
は
、
生
理
的
な
情
動
回
路

（em
otional-circuits

）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
神
経
生
理
学
的
な
現
象
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
感
覚
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
情
緒
的
な

意
識
（
情
動
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
皮
質
と
皮
質
下
（
心
理
と
生
理
）
の
力
関
係
を
調
整
し
、
普
段
は
抑
え
ら
れ
が
ち
な
自

己
調
整
能
力
（hom

eostasis

）
を
回
復
さ
せ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
私
た
ち
の
心
と
身
体
の
分
離
か
ら
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
経
症
（
心
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理
的
な
原
因
に
よ
っ
て
起
る
精
神
の
機
能
障
害
）、
心
身
症
（
何
ら
か
の
心
理
的
条
件
に
起
因
し
た
身
体
的
疾
患
ま
た
は
症
状
）
な
ど
の

症
状
の
改
善
を
目
的
と
す
る
技
術
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
自
律
訓
練
法
の
技
法
を
そ
の
実
際
か
ら
要
約
す
る
と
、
四
つ
の
プ
ロ
セ
ス
で
構
築
さ
れ
て
お
り
、
実
習
者
は
四
つ
の
プ
ロ

セ
ス
に
よ
っ
て
情
動
制
御
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
ル
ー
ス
編
『
自
律
訓
練
法
』
池
見
酉
次
郎
監
修
　
誠
信
書
房
）

（
１
）　「
訓
練
を
始
め
る
た
め
に
、
心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
条
件
」

　
心
理
的
、
身
体
的
な
緊
張
を
緩
め
て
、
練
習
前
に
全
体
的
に
弛
緩
し
や
す
い
環
境
を
調
え
る
。

　
⑴
　
外
界
か
ら
の
刺
激
の
除
去

　
⑵
　
内
部
か
ら
の
刺
激
の
除
去

　
⑶

　
姿
勢
の
安
定

　
⑷

　
閉
眼

（
２
）　「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」

　
身
体
的
要
素
に
た
い
す
る
言
葉
に
よ
る
受
動
的
注
意
集
中
に
よ
っ
て
、
変
性
意
識
状
態
（
Ａ
Ｓ
Ｃ
）
を
誘
導
し
、
情
動
と
し
て
身
体
の

上
に
表
れ
て
い
る
生
理
的
緊
張
の
弛
緩
を
促
す
。

（
３
）　「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」

　
前
項
で
誘
導
さ
れ
た
変
性
意
識
状
態
を
よ
り
安
定
し
た
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
へ
と
誘
導
す
る
た
め
に
、
解
放
さ
れ
た
情
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
つ

ま
り
精
神
的
要
素
へ
の
受
動
的
注
意
集
中
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
動
発
散
を
促
し
、
心
と
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
。

（
４
）「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」

　
上
述
の
（
１
）（
２
）（
３
）
ま
で
を
通
じ
て
自
律
性
解
放
活
動
（autogenic discharge activity

）
と
呼
ば
れ
る
心
身
の
両
面
に
亘

る
情
動
発
散
を
積
極
的
に
進
め
、
そ
れ
を
受
動
的
に
受
け
流
す
と
き
に
生
ず
る
心
理
的
、
生
理
的
な
変
化
が
示
さ
れ
、
そ
の
反
応
に
四
つ

04　影山氏.indd   152 15/03/02   17:43



153

修行と情動制御（影山）

の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。

　
⑴
　「
身
体
等
の
感
覚
反
応
」

　
⑵
　「
筋
肉
等
の
運
動
反
応
」

　
⑶
　「
自
律
神
経
系
の
反
応
」

　
⑷
　「
心
理
的
な
反
応
」

　
こ
の
よ
う
に
心
理
療
法
と
し
て
開
発
さ
れ
た
「
自
律
訓
練
法
」
の
技
術
は
、
上
述
の
四
つ
の
プ
ロ
セ
ス
よ
っ
て
変
性
意
識
状
態

（A
ltered State of consciousness

、
瞑
想
状
態
）
を
誘
導
し
て
、
身
体
感
覚
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
情
緒
的
な
意
識
（
情
動
）
を
制

御
し
、
心
身
分
離
に
よ
っ
て
生
じ
た
心
理
と
生
理
の
力
関
係
を
調
整
す
る
技
術
、
情
動
制
御
（Em

otional Control

）
す
る
技
術
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
安
定
し
た
情
動
発
散
を
促
す
こ
と
で
、
よ
り
治
療
効
果
を
上
げ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

３
　「
自
律
訓
練
法
」
の
四
つ
の
分
類
と
瞑
想
技
術
（『
天
台
小
止
観
』）
と
の
構
造
比
較
に
つ
い
て

　『
天
台
小
止
観
』
の
構
成
を
「
自
律
訓
練
法
」
の
四
つ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
相
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

（
１
）　「
訓
練
を
始
め
る
た
め
に
、
心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
条
件
」

・
第
一
章
の
「
縁
を
具
え
よ
」
の
「
五
縁
」
は
⑴
「
外
界
か
ら
の
刺
激
の
除
去
」
に
相
応
。

　

・
第
二
章
の
「
欲
を
呵
せ
」
の
「
五
欲
」
は
⑴
「
外
界
か
ら
の
刺
激
の
除
去
」
に
相
応
。 

・
第
三
章
の
「
蓋
を
棄
て
よ
」
の
「
五
蓋
」
は
⑵
「
内
部
か
ら
の
刺
激
の
除
去
」
に
相
応
。 

・ 

第
四
章
の
「
調
和
」
で
は
、
五
法
の
「
飲
食
の
調
節
」「
睡
眠
の
調
節
」
ま
で
は
、
⑵
「
内
部
か
ら
の
刺
激
の
除
去
」
に
相
応
し
て
い

ま
す
。
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次
に
「
調
身
」「
調
息
」「
調
心
」
ま
で
の
三
事
に
つ
い
て
の
「
入
・
住
・
出
」
の
相
と
し
て
、

第
一
「
禅
に
入
る
と
き
に
三
事
を
調
う
」
の
「
調
身
」
は
⑶
「
姿
勢
の
安
定
」
⑷
「
閉
眼
に
す
る
」
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

第
一
「
禅
に
入
る
と
き
に
三
事
を
調
う
」
の
「
調
息
」
は
⑵
「
内
部
か
ら
の
刺
激
の
除
去
」
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

第
一
「
禅
に
入
る
と
き
に
三
事
を
調
う
」
の
「
調
心
」
は
⑵
「
内
部
か
ら
の
刺
激
の
除
去
」
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

第
二
「
坐
に
住
す
る
な
か
に
三
事
を
調
う
」
は
⑴
か
ら
⑷
の
全
体
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

第
三
「（
禅
を
）
出
づ
る
と
き
に
三
事
を
調
う
」
は
⑴
か
ら
⑷
の
全
体
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

・
第
五
章
「
方
便
行
」
の
五
法
は
⑴
か
ら
⑷
の
全
体
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

（
２
）　「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」

・
第
六
章
「
正
修
行
」
の
二
種
、
そ
の
一
の
「
坐
中
に
修
す
」
に
五
つ
が
あ
り
、
そ
の
一
「
初
心
の
麁
乱
を
対
治
せ
ん
と
し
て
止
観
を
修

の
所
」
に
「
止
と
観
」
の
二
種
。
そ
し
て
、
こ
の
「
一
の
止
」
に
三
種
、
一
の
「
繋
縁
守
境
の
止
」、
二
の
「
制
心
の
止
」、
三
の
「
体
真

の
止
」
は
、
こ
の
②
「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

（
３
）　「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」

・
第
六
章
「
正
修
行
」
の
二
種
、
そ
の
一
の
「
坐
中
に
修
す
」
に
五
つ
が
あ
り
、

一
「
初
心
の
麁
乱
を
対
治
せ
ん
と
し
て
止
観
を
修
す
。」
に
「
止
と
観
」
の
二
種
、
こ
の
「
二
の
観
」
に
更
に
二
種
あ
り
、
一
の
「
対
治

の
観
」、
二
の
「
正
観
」、
こ
の
二
つ
で
は
「
対
治
の
観
」
は
分
別
し
な
い
。
二
の
「
正
観
」
は
、
③
「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」

に
相
応
し
て
い
ま
す
。

　
更
に
（
２
）「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」
と
（
３
）「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」
の
臨
機
応
変
の
応
用
（
止
観
双
用
）

・
第
六
章
「
正
修
行
」
の
第
一
「
坐
中
に
お
い
て
止
観
を
修
す
」

二
「
心
の
沈
浮
の
病
を
対
治
せ
ん
と
し
て
止
観
を
修
す
」
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三
「
便
宜
に
随
っ
て
止
観
を
修
す
」

四
「
定
中
の
細
心
を
対
治
せ
ん
と
し
て
止
観
を
修
す
」

五
「
定
・
慧
を
均
斉
な
ら
し
め
る
た
め
に
止
観
を
修
す
」

が
そ
れ
ぞ
れ
相
応
し
て
い
ま
す
。

第
六
章
「
正
修
行
」
の
二
種
の
第
二
「
縁
に
歴
り
境
に
対
し
て
止
観
を
修
す
」
も
相
応
し
て
い
ま
す
。

（
４
）　「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」

・
第
七
章
の
「
善
根
が
発
す
る
相
」
に
二
種
、

そ
の
二
に
は
「
内
に
善
根
が
発
す
る
相
」
と
し
て
、
３
つ
の
意
が
示
さ
れ
ま
す
。

初
め
の
一
「
い
か
な
る
か
を
内
に
善
根
が
発
す
る
の
相
」
の
、
一
の
「
息
道
の
善
根
が
発
す
る
相
」
に
２
種
が
あ
り
ま
す
。

初
め
の
数
息
（
観
）
の
根
本
禅
定
の
善
根
が
発
す
る
の
相
は
⑴
「
感
覚
反
応
」
⑵
「
運
動
反
応
」
の
相
応
し
て
い
ま
す
。

次
に
随
息
（
観
）・（
十
六
）
特
勝
の
善
根
が
発
す
る
の
相
は
⑶
「
自
律
神
経
系
の
反
応
⑷
「
心
理
的
反
応
」
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

（
１
）　「
訓
練
を
始
め
る
た
め
に
、
心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
条
件
」

　
第
一
章
「
具
縁
」　

　
　
　
　
　「
縁
を
具
え
よ
」

　
　
一

　
持
戒
清
浄

　
　
　
　
　
　
持
戒
清
浄
な
れ

　
　
二

　
衣
食
具
足

　
　
　
　
　
　
依
食
を
具
足
せ
よ

　
　
三

　
閑
居
静
処

　
　
　
　
　
　
静
処
に
閑
居
せ
よ

　
　
四

　
息
諸
縁
務

　
　
　
　
　
　
諸
の
縁
務
を
息
め
よ

　
　
五

　
得
善
知
識

　
　
　
　
　
　
善
知
識
に
近
づ
け
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第
二
章
「
呵
欲
」　
　
　
　
　
　「
欲
を
呵
せ
」

　
　
一
　
呵
色
欲
　
　
　
　
　
　
　
色
欲
を
呵
せ

　
　
二
　
呵
声
欲
　
　
　
　
　
　
　
声
欲
を
呵
せ

　
　
三
　
呵
香
欲
　
　
　
　
　
　
　
香
欲
を
呵
せ

　
　
四
　
呵
味
欲
　
　
　
　
　
　
　
味
欲
を
呵
せ

　
　
五
　
呵
触
欲
　
　
　
　
　
　
　
触
欲
を
呵
せ

　
第
三
章
「
棄
蓋
」　
　
　
　
　
　「
蓋
を
棄
て
よ
」

　
　
一
　
棄
貪
欲
蓋
　
　
　
　
　
　
貪
欲
の
蓋
を
棄
て
よ

　
　
二

　
棄
瞋
恚
蓋

　
　
　
　
　
　
瞋
恚
の
蓋
を
棄
て
よ

　
　
三

　
棄
掉
悔
蓋

　
　
　
　
　
　
掉
悔
の
蓋
を
棄
て
よ

　
　
四

　
棄
睡
眠
蓋

　
　
　
　
　
　
睡
眠
の
蓋
を
棄
て
よ

　
　
五

　
棄
疑
蓋

　
　
　
　
　
　
　
疑
の
蓋
を
棄
て
よ

　
第
四
章
「
調
和
」　

　
　
　
　
　「
調
和
」

　
　
一

　
調
節
飲
食

　
　
　
　
　
　
飲
食
を
調
節
せ
よ

　
　
二

　
調
節
睡
眠

　
　
　
　
　
　
睡
眠
を
調
節
せ
よ

　
　
三

　
調
身

　
　
　
　
　
　
　
　
身
を
調
え
よ

　
　
四

　
調
気
息

　
　
　
　
　
　
　
気
息
を
調
え
よ

　
　
五

　
調
心

　
　
　
　
　
　
　
　
心
を
調
え
よ

　
第
五
章
「
方
便
行
」　

　
　
　
　「
方
便
と
し
て
の
行
」
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一
　
欲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欲

　
　
二
　
精
進
　
　
　
　
　
　
　
　
精
進

　
　
三
　
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
念

　
　
四
　
巧
慧
　
　
　
　
　
　
　
　
巧
慧

　
　
五
　
一
心
　
　
　
　
　
　
　
　
一
心

（
２
）　「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」・（
３
）　「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」

　（
２
）「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」
と
（
３
）「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」
の
臨
機
応
変
の
応
用

　
第
六
章
「
正
修
行
」　
　
　
　
　「
正
し
い
修
行
」

　
　
一

　
坐
中
修
止
観

　
　
　
　
　
坐
（
禅
）
に
中
に
止
観
を
修
せ

　
　
二

　
歴
縁
対
境
修
止
観

　
　
　
縁
に
歴
り
境
に
対
し
て
止
観
を
修
せ

　

（
４
）　「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」

　
⑴
「
感
覚
反
応
」　
⑵
「
運
動
反
応
」　
⑶
「
自
律
神
経
系
の
反
応

　
⑷
「
心
理
的
反
応
」

　
第
七
章
「
発
善
根
相
」　

　
　
　
善
根
が
発
す
る
相

　
　
一

　
明
善
根
発
相

　
　
　
　
　
善
根
が
発
す
る
相
を
明
か
す

　
　
二

　
分
別
真
偽

　
　
　
　
　
　
真
偽
を
分
別
せ
よ

　
　
三

　
明
修
止
観
長
養
諸
善
根

　
止
観
を
修
し
て
諸
の
善
根
を
長
養
せ
よ

　
第
八
章
「
覚
知
魔
事
」　

　
　
　「
魔
事
を
覚
知
せ
よ
」

　
　
一

　
魔
事
相

　
　
　
　
　
　
　
魔
事
の
相

　
　
二

　
却
法

　
　
　
　
　
　
　
　（
魔
事
を
）
却
く
る
法
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第
九
章
「
治
病
患
」　
　
　
　
　「
病
患
を
治
す
」

　
　
一
　
明
病
発
相
　
　
　
　
　
　
病
が
発
す
る
相
を
明
か
す

　
　
二
　
明
治
病
方
法
　
　
　
　
　
病
を
治
す
方
法
を
明
か
す

　
第
十
章
「
証
果
」　
　
　
　
　
　「
証
　
果
」

　
　
一
　
初
心
証
果
相
　
　
　
　
　
初
心
の
証
果
の
相

　
　
二
　
後
心
証
果
相
　
　
　
　
　
後
心
の
証
果
の
相

　
特
に
（
４
）「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」・
第
七
章
「
発
善
根
相
」
を
詳
細
に
眺
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　「
善
根
相
」
と
は
、
涅
槃
と
い
う
理
想
的
状
態
へ
と
到
る
と
き
に
経
験
す
る
前
兆
の
相
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
２
つ
あ

り
、
一
に
は
「
外
の
善
根
が
発
す
る
相
」
と
、
二
に
は
「
内
に
善
根
が
発
す
る
相
」
が
あ
り
ま
す
。
一
の
「
外
の
善
根
が
発
す
る
相
」
と

は
、
布
施
や
持
戒
、
父
母
や
尊
長
へ
の
孝
順
、
三
宝
へ
の
供
養
、
読
誦
と
聴
学
な
ど
、
外
向
き
の
善
事
で
魔
境
と
区
別
が
つ
き
に
く
い
の

で
論
じ
な
い
と
言
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
内
面
を
観
察
す
る
た
め
に
二
の
「
内
に
善
根
が
発
す
る
相
」
が
示
さ
れ
、
こ
こ
で
は
諸
禅
定
の
法
門
の
善
根
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
３
つ
あ
り
ま
す
。

一
に
「
い
か
な
る
か
を
内
に
善
根
が
発
す
る
相
と
名
づ
く
る
や
。」

二
に
「
真
偽
を
分
別
す
る
。」

三
に
「
止
観
を
修
し
て
諸
の
善
根
を
長
養
す
る
こ
と
を
明
か
す
。」

　
初
め
の
一
「
い
か
な
る
か
を
内
に
善
根
が
発
す
る
相
と
名
づ
く
る
や
」
に
は

①
「
息
道
の
善
根
が
発
す
る
相
」
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②
「
不
浄
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」

③
「
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
」

④
「
因
縁
を
観
ず
る
善
根
が
発
す
る
相
」

⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」

の
５
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
　
　

　
ま
ず
①
「
息
道
の
善
根
が
発
す
る
相
」
と
は
、

　
こ
れ
は
修
行
者
が
止
観
を
実
習
し
て
心
と
身
体
が
調
適
す
る
と
、
今
ま
で
悩
ま
さ
れ
て
い
た
妄
念
が
止
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
的
に

は
徐
々
に
禅
定
が
深
ま
り
、
欲
界
（
と
い
う
淫
欲
や
食
欲
等
に
か
ら
ん
だ
）、
ま
た
、
未
到
地
（
と
い
う
欲
界
の
諸
欲
を
超
え
て
い
る
が

五
蘊
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
色
界
の
初
歩
の
段
階
）
で
禅
定
を
経
験
し
ま
す
。
そ
の
禅
定
中
の
意
識
状
態
は
安
穏
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中

で
心
と
身
体
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
状
態
が
、
一
坐
や
二
坐
、
一
日
二
日
、
一
月
二
月
な
ど

あ
る
一
定
の
期
間
に
安
定
し
て
続
く
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
状
態
で
一
呼
吸
が
調
っ
て
一
息
が
長
く
な
り
、
呼
吸
を
し
て
い
る
か
ど
う
か

分
か
ら
な
く
な
る
と
次
の
段
階
に
進
み
ま
す
（
欲
界
・
未
到
地
の
禅
定
中
）。

（
行
者
、
善
修
止
観
故
、
心
身
調
適
、
妄
念
不
起
、
因
是
、
自
覚
斯
心
、
漸
漸
入
定
、
発
於
欲
界
、
及
未
到
地
定
、
身
心
泯
然
空
寂
、
定

心
安
穏
、
於
此
定
中
、
都
不
見
身
心
相
貌
、
於
後
或
逕
、
一
坐
二
坐
、
乃
至
一
日
二
日
、
一
月
二
月
、
将
息
得
所
、
不
退
不
失
、
将
息
得

所
、
不
退
不
失
。
関
口
真
大
訳
注
『
天
台
小
止
観
』
岩
波
文
庫
、
以
下
文
庫
と
省
略

　
一
三
〇
頁
〜
一
三
二
頁
）

○
「
数
息
根
本
禅
定
善
根
発
相
」

　
す
る
と
初
め
に
、
こ
の
禅
定
中
に
心
身
が
運
動
し
て
八
触
（
動
、
痒
、
冷
、
煖
、
軽
、
重
、
渋
、
滑
）
が
経
験
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
初
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禅
定
を
経
験
す
る
と
き
に
身
体
に
表
れ
る
八
種
の
感
覚
の
こ
と
、「
動
」
は
ピ
ク
ピ
ク
と
動
く
感
覚
、「
痒
」
は
ム
ズ
ム
ズ
す
る
感
覚
、

「
冷
」
は
つ
め
た
さ
、「
煖
」
は
あ
た
た
か
さ
、「
軽
」
は
か
る
く
な
る
感
覚
、「
重
」
は
お
も
く
な
る
感
覚
、「
渋
」
は
引
き
締
ま
る
よ
う

な
感
覚
、「
滑
」
は
弛
む
よ
う
な
感
覚
の
こ
と
で
、
こ
の
感
覚
が
起
こ
っ
た
後
に
は
、
心
と
身
体
の
関
係
が
調
和
し
て
気
持
ち
よ
く
清
浄

な
喩
え
よ
う
の
な
い
気
分
に
な
る
と
言
い
ま
す
（
文
庫
　
一
四
一
頁
　
註
四
）。

（
即
於
定
中
、
忽
覚
身
心
運
動
、
八
触
而
発
、
八
触
者
、
所
謂
覚
身
、
動
痒
冷
煖
、
軽
重
渋
滑
等
、
当
触
発
時
、
身
心
安
定
、
虚
微
悦
予
、

快
楽
清
浄
、
不
可
為
喩
、
是
為
数
息
根
本
禅
定
善
根
発
相
。
文
庫
　
一
三
二
頁
）

　
こ
れ
は
数
息
観
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
、
出
入
り
す
る
呼
吸
を
数
え
る
こ
と
に
精
神
を
集
中
す
る
観
法
（
文
庫
　
一
四
一
頁
　
註
四
）、

禅
定
の
根
本
と
な
る
も
の
が
成
就
す
る
前
兆
の
状
態
だ
と
言
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
４
・「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」
の
⑴
の
身
体
の
一
部
が
ジ
ン
ジ
ン
す
る
、
し
び
れ
る
、
か
ゆ
く
な
る
、
針
で

刺
す
よ
う
な
感
じ
が
す
る
等
の
「
感
覚
反
応
」
と
、
⑵
の
筋
肉
が
ピ
ク
ピ
ク
す
る
、
指
が
振
る
え
る
な
ど
の
「
運
動
反
応
」
に
相
応
し
て

い
ま
す
。

○
「
随
息
特
勝
善
根
発
相
」

　
ま
た
前
述
の
よ
う
に
心
身
調
適
し
て
妄
想
は
起
こ
ら
な
い
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
（
欲
界
・
未
到
地
の
禅
定
中
）、
安
定
し
た
禅
定

の
中
で
呼
吸
が
全
身
の
毛
孔
か
ら
出
入
り
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
す
る
と
心
の
眼
に
は
身
体
を
構
成
す
る
三
十
六
種
の
物
（
人

の
身
体
を
構
成
す
る
物
、
髪
・
毛
・
爪
・
歯
・

・
涙
・
涎
・
唾
・
屎
・
尿
・
垢
・
汗
・
皮
・
膚
・
血
・
肉
・
筋
・
脈
・
骨
・
髄
・
肪
・

膏
・
脳
・
膜
・
肝
・
胆
・
腸
・
胃
・
脾
・
腎
・
心
・
肺
・
生
臓
・
熟
臓
・
赤
痰
・
白
痰
）
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
も

心
は
静
に
快
く
安
定
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
随
息
観
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
、
出
入
り
す
る
呼
吸
に
心
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
数
息
観

で
呼
吸
の
数
を
意
識
し
て
い
る
意
識
を
捨
て
た
状
態
、
十
六
特
勝
（
呼
吸
を
数
え
て
心
の
散
乱
を
を
除
く
十
六
種
類
の
精
神
統
一
の
技
術
、

一
に
念
息
短
、
二
に
念
息
長
、
三
に
念
息
遍
身
、
四
に
除
身
行
、
五
に
覚
喜
、
六
に
覚
楽
、
七
に
覚
心
行
、
八
に
除
心
行
、
九
に
覚
心
、
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十
に
令
心
喜
、
十
一
に
令
身
摂
、
十
二
に
令
心
解
脱
、
十
三
に
無
常
行
、
十
四
に
断
行
、
十
五
に
離
行
、
十
六
滅
行
）
が
成
就
す
る
前
兆

の
状
態
だ
と
言
い
ま
す
。

（
復
次
行
者
、
或
於
欲
界
、
未
到
地
中
、
忽
然
覚
息
、
出
入
長
短
、
遍
身
毛
孔
、
皆
悉
虚
疎
、
即
以
心
眼
、
見
身
内
三
十
六
物
、
猶
如
開

倉
、
見
麻
麦
穀
豆
等
、
心
大
驚
喜
、
寂
静
安
快
是
為
随
息
特
勝
善
根
発
相
。
文
庫
　
一
三
二
頁
〜
一
三
三
頁
）

　
こ
れ
は
４
・「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」
の
⑶
も
の
が
見
え
た
り
、
音
が
聞
こ
え
た
り
な
ど
の
幻
覚
、
涙
が
流
れ
る
、

唾
液
が
で
る
、
心
臓
が
ド
キ
ド
キ
す
る
、
お
腹
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
鳴
る
な
ど
の
「
自
律
神
経
系
の
反
応
」
と
、
⑷
過
去
の
思
い
で
、
空
想
的
イ

メ
ー
ジ
や
感
情
興
奮
等
の
「
心
理
的
反
応
」
に
相
応
し
て
い
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
①
「
息
道
の
善
根
が
発
す
る
相
」
は
、
自
律
訓
練
法
の
自
律
性
解
放
と
よ
く
相
応
し
ま
す
。
自
律
性
解
放
に
よ
っ
て
ス

ト
レ
ス
と
な
っ
て
い
た
情
動
が
発
散
し
た
た
め
に
、
今
ま
で
悩
ま
さ
れ
て
い
た
妄
念
が
止
み
、
肉
体
的
な
次
元
（
欲
界
）
で
禅
定
を
経
験

し
、
心
と
身
体
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
常
に
そ
の
状
態
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
状

態
で
一
呼
吸
が
調
い
一
息
が
長
く
な
り
、
呼
吸
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
数
息
観
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
、
出
入
り
す
る
呼
吸
を
数
え
る
こ
と
に
精
神
を
集
中
す
る
観
法
で
禅
定
の
根
本
と
な
る
も
の
が
成

就
す
る
前
兆
の
状
態
で
す
。
そ
こ
で
心
身
が
運
動
し
て
八
触
が
経
験
さ
れ
る
と
、
そ
の
感
覚
の
後
は
心
と
身
体
の
関
係
が
調
和
し
て
気
持

ち
よ
く
清
浄
な
喩
え
よ
う
の
な
い
気
分
に
な
る
と
言
い
ま
す
。

　
次
に
随
息
観
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
、
出
入
り
す
る
呼
吸
に
心
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
数
息
観
で
呼
吸
の
数
を
意
識
し
て
い
る
意
識
を
捨
て
た

状
態
で
、
十
六
特
勝
と
い
う
様
々
な
呼
吸
法
に
精
通
す
る
す
る
前
兆
の
状
態
で
す
。
そ
こ
で
禅
定
中
に
微
細
な
呼
吸
に
な
る
と
、
心
眼
に

は
身
体
を
構
成
す
る
三
十
六
種
の
物
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
心
は
静
か
に
快
く
安
定
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
状
態
は
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
い
た
情
動
が
発
散
す
る
様
相
が
示
さ
れ
て
、（
４
）「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
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化
」　
⑴
「
感
覚
反
応
」　
⑵
「
運
動
反
応
」　
⑶
「
自
律
神
経
系
の
反
応
　
⑷
「
心
理
的
反
応
」
と
相
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

４
　
健
康
的
な
心
理
か
ら
眺
め
た
「
発
善
根
相
」
に
つ
い
て

　
以
上
の
よ
う
に
①
「
息
道
の
善
根
が
発
す
る
相
」
は
、
自
律
訓
練
法
の
自
律
性
解
放
と
よ
く
相
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、

情
動
発
散
の
パ
タ
ー
ン
が
よ
く
相
応
す
る
と
言
っ
て
も
、
心
理
療
法
と
し
て
の
自
律
訓
練
法
は
、
神
経
症
（
心
理
的
な
原
因
で
起
き
る
精

神
の
機
能
障
害
）
や
心
身
症
（
心
理
的
な
原
因
で
起
き
る
身
体
の
機
能
障
害
）
な
ど
の
症
状
に
よ
っ
て
起
き
る
社
会
的
な
不
適
応
を
改
善

し
、
社
会
適
応
で
き
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
病
者
を
対
応
と
す
る
心
理
療
法
と
し
て
病
理
を
改
善
す
る
技
術
で
す
。
か
た

や
瞑
想
技
術
（『
天
台
小
止
観
』）
の
技
術
は
、
止
観
双
用
の
技
術
に
よ
っ
て
心
身
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
禅
那
か
ら
三
昧
の
状
態
に
誘
導

し
、
凡
人
を
し
て
聖
な
る
悟
境
へ
と
導
く
技
術
、「
悟
り
」
と
呼
ば
れ
る
心
の
健
康
度
を
高
め
る
た
技
術
の
た
め
に
、
当
然
の
事
な
が
ら

相
応
し
な
い
箇
所
が
出
て
き
ま
す
。
特
に
②
「
不
浄
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」、
③
「
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
」、
④
「
因
縁
を
観
ず
る

善
根
が
発
す
る
相
」、
⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」
に
つ
い
て
は
、
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
悟
り
に
向
け
て
禅
那
か
ら
三
昧
の
状
態
を

誘
導
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
は
病
理
で
は
な
く
健
康
的
な
心
理
の
表
出
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
健
康
的
な
心
理
が
表

出
す
る
（
心
が
健
全
に
成
長
す
る
）
経
過
の
地
図
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ス
ロ
ー
の
い
う

「
至
高
経
験
（peak experience

）（
註
）
に
お
い
て
は
、
宇
宙
全
体
が
、
統
一
さ
れ
た
全
体
と
知
覚
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
言

葉
そ
の
も
の
だ
け
か
ら
想
像
す
る
ほ
ど
、
単
純
な
出
来
事
で
は
な
い
。﹇
中
略
﹈
き
わ
め
て
深
刻
な
・
魂
を
揺
さ
ぶ
る
経
験
で
あ
り
う
る

の
で
、
そ
れ
以
後
永
久
に
、
そ
の
人
の
性
格
と
世
界
観
を
一
変
す
る
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
私
自
身
の
経
験
で
も
、
二
人
の
被
験

者
が
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
の
た
め
、
一
人
は
慢
性
不
安
神
経
症
が
、
も
う
一
人
は
強
度
の
自
殺
脅
迫
観
念
が
、
即
座
に
し
か
も
永

久
に
す
っ
か
り
治
っ
た
の
で
あ
る
。」（
Ａ
・
Ｈ
・
マ
ス
ロ
ー
『
創
造
的
人
間
』
佐
藤
三
郎
、
佐
藤
全
弘
訳
、
誠
心
書
房
、
一
九
七
二
年
）

の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
経
験
す
る
多
様
な
意
識
感
覚
と
し
て
、
健
康
的
な
心
理
の
内
在
が
示
さ
れ
て
い
る
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と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

（
註
）

　
マ
ス
ロ
ー
は
「
至
高
経
験
」
と
は
、
宗
教
的
経
験
、
神
秘
的
経
験
、
あ
る
い
は
超
越
的
経
験
を
世
俗
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
瞑
想
な
ど
に
よ
る

宗
教
体
験
も
そ
れ
に
含
め
て
い
ま
す
。
更
に
至
高
経
験
は
宗
教
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
哲
学
（
教
育
哲
学
、
政
治
哲
学
、
芸
術
哲
学
な

ど
）
を
も
、
そ
れ
か
ら
う
ち
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
素
材
な
の
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
「
発
善
根
相
」
の
残
っ
た
４
つ
を
詳
細
に
読
む
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
１
）　
②
「
不
浄
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」
に
つ
い
て

　
行
者
が
前
述
の
よ
う
に
心
身
調
適
し
て
妄
想
は
起
こ
ら
な
い
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
（
欲
界
・
未
到
地
の
禅
定
中
）、
突
然
に
男
女

が
死
ん
で
、
そ
の
身
体
が
朽
ち
果
て
て
ゆ
く
有
り
様
を
感
じ
て
、
心
は
男
女
の
所
愛
を
思
い
煩
う
こ
と
が
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
九
想

（
五
欲
の
法
に
貪
著
し
て
美
好
耽
恋
の
迷
想
を
起
こ
す
者
に
、
そ
の
情
欲
を
除
か
せ
る
た
め
の
人
の
屍
相
に
お
け
る
九
種
の
観
想
、
一
に

脹
想
、
二
に
青
瘀
想
、
三
に
壊
想
、
四
に
血
塗
漫
想
、
五
に
膿
爛
想
、
六
に
噉
想
、
七
に
散
想
、
八
に
骨
想
、
九
に
焼
想
）
の
善
根
が
発

す
る
想
と
言
い
ま
す
。

　
あ
る
い
は
初
禅
定
（
色
界
の
禅
定
の
四
禅
の
第
一
段
階
、
四
禅
は
禅
定
に
伴
う
心
の
働
き
相
異
で
、
初
禅
で
は
尋
、
伺
、
喜
、
楽
、
定

の
五
つ
の
要
素
・
五
支
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。）
の
中
で
、
忽
ち
に
身
体
の
内
外
の
不
浄
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
白
骨
の
頭

か
ら
足
ま
で
が
関
節
で
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
様
子
を
感
じ
て
、
定
心
は
安
穏
で
あ
り
な
が
ら
無
常
を
悟
り
、
五
欲
を
思
い
煩
う
こ
と
が
な

く
な
り
、
自
分
ば
か
り
で
は
な
く
人
へ
の
執
着
も
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
八
背
捨
（
八
解
脱
、
八
種
類
の
定
力
に
よ
っ
て
貪
著
の
心
を

捨
て
る
こ
と
、
一
に
内
有
色
想
観
外
色
解
脱
、
二
に
内
無
色
想
観
外
色
解
脱
、
三
に
浄
解
脱
身
作
証
具
足
住
、
四
に
空
無
辺
処
解
脱
、
五

に
識
無
辺
処
解
脱
、
六
に
無
所
有
処
解
脱
、
七
に
非
想
非
非
想
処
解
脱
、
八
に
滅
受
想
定
身
作
証
具
住
が
起
き
ま
す
。）
の
善
根
が
発
す
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る
相
と
言
い
ま
す
。

　
あ
る
い
は
禅
定
心
の
中
で
内
身
や
外
身
、
鳥
や
獣
や
身
に
付
け
る
物
、
更
に
飲
食
物
、
家
屋
、
山
林
な
ど
の
全
て
が
不
浄
に
感
じ
ま
す
。

こ
れ
を
大
不
浄
の
善
根
が
発
す
る
相
と
言
い
ま
す
。（
行
者
、
若
於
欲
界
、
未
到
定
中
、
身
心
虚
寂
、
忽
然
見
他
男
女
身
死
、
死
已

脹

爛
壊
、
虫
膿
流
出
、
見
白
骨
狼
藉
、
其
心
悲
喜
、
厭
患
五
欲
、
不
著
我
人
、
此
是
背
捨
善
根
発
相
。
或
於
初
禅
定
之
中
、
忽
然
見
内
身
外

身
不
浄
、

脹
狼
藉
、
自
身
白
骨
、
従
頭
至
足
、
節
節
相
挂
、
見
是
事
已
、
定
心
安
穏
、
驚
悟
無
常
、
厭
患
五
欲
、
不
著
我
人
、
此
是
背

捨
善
根
発
相
。
或
於
定
心
中
、
見
於
内
身
及
外
身
、
一
切
飛
禽
走
獣
、
衣
服
飲
食
、
屋
舎
山
林
、
皆
悉
不
浄
、
此
為
大
不
浄
善
根
発
相
。

文
庫
　
一
三
二
頁
）

　
要
約
す
れ
ば
、
禅
定
中
に
身
体
や
そ
れ
に
付
随
す
る
事
事
物
物
へ
の
五
欲
を
否
定
す
る
感
覚
、
不
浄
感
覚
な
ど
健
康
的
な
感
覚
が
表
出

し
ま
す
。

（
２
）　
③
「
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
」
に
つ
い
て

　
行
者
が
前
述
の
よ
う
に
心
身
調
適
し
て
妄
想
は
起
こ
ら
な
い
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
（
欲
界
・
未
到
地
の
禅
定
中
）、
こ
の
禅
定
の

中
で
突
然
に
衆
生
を
慈
念
す
る
心
が
生
じ
ま
す
。
あ
る
い
は
親
し
い
人
が
安
楽
を
得
る
す
が
た
に
よ
っ
て
深
い
禅
定
に
入
り
、
内
身
の
清

浄
を
感
じ
、
そ
の
悦
楽
は
喩
え
よ
う
も
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
経
験
は
人
を
選
ば
ず
に
全
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
起
き
ま
す
。
ま
た
禅
定

の
後
も
心
は
和
や
か
に
な
り
、
そ
の
人
の
顔
色
は
常
に
和
や
か
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
と
言
い
ま

す
。

　
ま
た
悲
・
喜
・
捨
等
の
四
無
量
心
の
善
根
が
発
す
る
相
も
同
様
で
す
。（
慈
・
悲
・
喜
・
捨
の
四
無
量
心
、
無
量
の
衆
生
に
楽
を
与
え

苦
を
抜
く
四
つ
の
心
、
慈
は
楽
を
与
え
る
心
・
悲
は
苦
を
救
済
す
る
心
・
喜
は
楽
を
喜
ぶ
心
・
捨
は
愛
憎
親
怨
を
持
た
な
い
平
心
）

（
行
者
、
因
修
止
観
故
、
若
得
欲
界
、
未
到
地
定
、
忽
然
発
心
、
慈
念
衆
生
、
或
縁
親
人
、
得
楽
之
相
故
、
即
発
深
禅
定
、
得
内
心
清
浄
、
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悦
楽
不
可
為
喩
、
中
人
怨
人
、
乃
至
十
方
、
五
道
衆
生
、
葯
亦
復
如
是
、
従
禅
定
起
、
其
心
悦
楽
、
随
所
見
人
、
顔
色
常
和
、
是
為
慈
心

善
根
発
相
。
悲
・
喜
・
捨
等
善
根
発
相
、
類
此
可
知
。
文
庫
　
一
三
四
頁
）

　
要
約
す
れ
ば
、
禅
定
中
に
生
き
と
し
て
生
け
る
も
の
へ
の
慈
念
、
内
心
の
清
浄
感
、
悦
楽
感
が
表
出
し
、
更
に
禅
定
後
に
も
そ
の
感
覚

が
残
り
顔
色
は
常
に
和
や
か
に
な
る
な
ど
、
健
康
的
な
感
覚
が
表
出
し
て
い
ま
す
。

（
３
）　
④
「
因
縁
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」
に
つ
い
て

　
行
者
が
前
述
の
よ
う
に
心
身
調
適
し
て
妄
想
は
起
こ
ら
な
い
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
（
欲
界
・
未
到
地
の
禅
定
中
）、
こ
の
禅
定
の

中
で
突
然
に
覚
悟
の
心
が
生
じ
ま
す
。
三
世
に
わ
た
っ
て
十
二
因
縁
（
無
明
・
行
・
識
・
名
色
・
六
入
・
触
・
受
・
愛
・
取
・
有
・
生
・

老
死
）
を
推
尋
す
る
と
、
人
の
心
の
中
に
我
と
い
う
実
体
を
見
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
断
見
も
常
見
も
離
れ
、
諸
々
の
邪
執

も
破
ら
れ
て
い
ま
す
。
禅
定
中
は
安
穏
に
解
慧
を
開
発
し
て
、
心
に
法
喜
は
生
じ
て
、
世
俗
を
思
う
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。
更
に
五
蘊

（
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
集
ま
り
で
、
身
心
の
有
為
法
の
こ
と
）、
十
二
処
（
心
理
作
用
の
分
類
、
眼
・
耳
・
舌
・
身
・
意
の
六
根
と
、

色
・
声
・
香
・
味
・
触
・
法
の
六
境
の
こ
と
）、
十
八
界
（
六
根
と
六
境
に
対
応
す
る
眼
識
・
耳
識
・
鼻
識
・
舌
識
・
身
識
・
意
識
の
六

識
の
総
称
）
の
分
析
も
一
二
因
縁
と
同
じ
で
す
。
こ
れ
を
因
縁
観
の
善
根
が
発
す
る
相
と
言
い
ま
す
。

（
行
者
、
因
修
止
観
故
、
若
得
欲
界
、
未
到
地
定
、
身
心
静
定
、
忽
然
覚
悟
心
生
、
推
尋
三
世
、
無
明
行
等
、
諸
因
縁
中
、
不
見
人
我
、

即
離
断
常
、
破
諸
邪
執
、
得
定
安
穏
、
解
慧
開
発
、
心
生
法
喜
、
不
念
世
事
、
乃
至
五
陰
、
十
二
入
、
十
八
界
中
、
分
別
亦
如
是
、
是
為

因
縁
観
善
根
発
相
。
文
庫

　
一
三
四
頁
）

　
要
約
す
れ
ば
、
禅
定
中
に
迷
い
が
去
っ
て
、
人
我
の
実
体
を
見
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
安
穏
の
う
ち
に
分
別
を
離
れ
、
そ
の
法
喜
に
よ

っ
て
世
俗
を
思
わ
な
く
な
る
健
康
的
な
感
覚
が
表
出
し
て
い
ま
す
。
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（
４
）　
⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」
に
つ
い
て

　
行
者
が
前
述
の
よ
う
に
心
身
調
適
し
て
妄
想
は
起
こ
ら
な
い
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
（
欲
界
・
未
到
地
の
禅
定
中
）、
こ
の
禅
定
の

中
で
突
然
に
諸
仏
の
功
徳
の
相
好
の
不
可
思
議
な
こ
と
、
所
有
の
十
力
（
如
来
が
備
え
て
い
る
十
種
類
の
力
）、
四
無
所
為
（
仏
・
菩
薩

の
徳
の
一
つ
、
何
事
に
も
怖
畏
す
る
こ
と
な
く
自
信
を
も
っ
て
法
を
説
く
こ
と
）、
十
八
不
共
法
（
仏
・
菩
薩
に
具
わ
っ
て
い
る
勝
れ
た

特
質
）、
三
昧
、
解
脱
等
の
法
の
不
可
思
議
な
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
無
量
の
功
徳
の
不
可
思
議
な
こ
と
を
憶
念
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
時
に
は
敬
愛
の
心
が
生
じ
て
、
三
昧
を
開
発
し
、
身
心
快
楽
、
清
浄
安
穏
と
な
っ
て
諸
々
の
悪
相
が
な
く
な
り
ま
す
。
禅
定
の
後
も

心
は
心
地
よ
く
、
自
ず
か
ら
功
徳
が
あ
ら
わ
れ
て
人
に
敬
愛
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。
こ
れ
を
念
仏
三
昧
の
善
根
が
発
す
る
の
相
と
言

い
ま
す
。

　
ま
た
こ
の
禅
定
の
中
で
無
常
想
・
苦
想
・
無
我
想
・
不
浄
想
・
世
間
の
厭
患
の
想
・
食
の
不
浄
想
・
死
想
・
断
想
・
離
想
・
尽
想
の
十

想
（
観
想
）
が
起
き
ま
す
。
念
仏
・
念
法
・
念
僧
・
念
戒
・
念
捨
・
念
天
の
六
念
、
四
念
処
・
四
正
勤
、
四
如
意
足
・
五
根
・
五
力
・
七

覚
支
・
八
正
道
、
空
・
無
相
・
無
作
の
三
解
脱
門
、
六
波
羅
蜜
・
六
神
通
・
十
四
変
化
な
ど
の
一
切
の
法
門
が
発
す
る
相
も
、
こ
の
よ
う

に
分
別
す
る
べ
き
で
す
。
故
に
経
に
は
「
心
を
一
処
に
制
す
れ
ば
、
事
と
し
て
弁
ぜ
ざ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
ま
す
。

（
行
者
因
修
止
観
故
、
若
得
欲
界
、
未
到
地
定
、
身
心
空
寂
、
忽
然
憶
念
、
諸
仏
功
徳
相
好
、
不
可
思
議
、
所
有
十
力
・
無
畏
・
不
共
・

三
昧
・
解
脱
等
法
、
不
可
思
議
、
神
通
変
化
、
無
礙
説
法
、
広
利
衆
生
、
不
可
思
議
、
如
是
等
無
量
功
徳
、
不
可
思
議
。
作
是
念
時
、
即

敬
愛
心
生
、
三
昧
開
発
、
身
心
快
楽
、、
清
浄
安
穏
、
無
諸
悪
僧
、
従
禅
定
起
、
身
体
軽
利
、
自
覚
功
巍
巍
、
人
所
敬
愛
、
是
念
仏
三
昧

善
根
発
相
。

復
次
行
者
、
因
修
止
観
故
、
若
得
身
心
澄
静
、
或
得
発
無
常
・
苦
・
無
我
・
不
浄
・
世
間
可
厭
患
・
食
不
浄
・
死
・
断
・
離
・
尽
想
・
念

仏
・
法
・
僧
・
戒
・
捨
・
天
、
念
処
・
正
勤
・
如
意
、
根
・
力
・
覚
・
道
、
空
・
無
相
・
無
作
・
六
度
諸
波
羅
蜜
、
神
通
・
変
化
等
、
一

切
法
門
発
相
、
是
中
応
広
分
別
。
故
経
云
、
制
心
一
処
、
無
事
不
弁
。
文
庫

　
一
三
六
頁
）
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要
約
す
れ
ば
、
禅
定
中
に
自
分
自
身
に
お
い
て
仏
の
相
好
や
徳
性
が
具
わ
っ
て
い
る
感
覚
が
表
出
し
、
そ
こ
で
三
昧
が
開
発
さ
れ
る
と
、

身
心
快
楽
、
清
浄
安
穏
と
な
っ
て
悪
相
が
な
く
な
り
ま
す
。
更
に
禅
定
後
も
心
は
心
地
よ
く
、
そ
の
功
徳
が
あ
ら
わ
れ
て
人
に
敬
愛
さ
れ

る
健
康
的
な
感
覚
が
表
出
し
て
い
ま
す
。

　
以
上
の
（
１
）
②
「
不
浄
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」
で
は
、
禅
定
中
に
身
体
や
そ
れ
に
付
随
す
る
事
事
物
物
へ
の
否
定
的
な
不
浄
感
覚
、

五
欲
を
否
定
す
る
感
覚
の
表
出
。

（
２
）
③
「
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
」
で
は
、
禅
定
中
に
生
き
と
し
て
生
け
る
も
の
へ
の
慈
念
、
内
心
の
清
浄
感
、
悦
楽
感
が
表
出
し
、

更
に
禅
定
後
に
も
そ
の
悦
楽
感
が
あ
り
顔
色
は
常
に
和
や
か
に
な
る
な
ど
、
健
康
的
な
感
覚
の
表
出
。

（
３
）
④
「
因
縁
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」
で
は
、
禅
定
中
に
迷
い
が
去
っ
て
（
覚
悟
）、
人
我
の
実
態
を
見
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
更
に

解
慧
が
開
発
さ
れ
て
、
法
喜
に
よ
っ
て
世
俗
を
思
わ
な
く
な
る
健
康
的
な
感
覚
の
表
出
。

（
４
）
⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」
で
は
、
禅
定
中
に
自
分
自
身
に
お
い
て
仏
の
相
好
や
徳
性
が
具
わ
っ
て
い
る
感
覚
が
表
出
し
、

そ
こ
で
三
昧
が
開
発
さ
れ
る
と
、
身
心
快
楽
、
清
浄
安
穏
と
な
っ
て
悪
相
が
な
く
な
り
ま
す
。
更
に
禅
定
後
も
心
は
心
地
よ
く
、
そ
の
功

徳
が
あ
ら
わ
れ
て
人
に
敬
愛
さ
れ
る
健
康
的
な
感
覚
の
表
出
。

　
特
に
（
４
）
⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」
な
ど
は
、
私
た
ち
の
内
心
の
欲
求
と
し
て
「
仏
に
な
り
た
い
」
と
い
う
肯
定
的
な
感
覚

の
表
出
、
肯
定
的
な
感
覚
の
意
識
化
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
変
容
の
体
験
は
、
瞑
想
に
よ
っ
て
意
識
化
さ
れ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
臨
死
体
験
や
Ｌ
Ｓ
Ｄ
や
メ
ス
カ
リ
ン
と
い
う
幻
覚
剤
を
利
用
し
た
意
識
変
容
の
研
究
報
告
と
も
共
通
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
オ
ル
ダ
ー
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
の
報
告
で
は
、
幻
覚
剤
を
用
い
た
実
験
で
は
、
同
一
の
被
験
者
が
同
様
の
幻
覚
剤
を
投
与
し
た
と
き
に
経

験
し
た
意
識
変
容
が
、
あ
る
時
に
は
天
国
の
至
福
の
体
験
（
広
大
さ
、
自
由
の
感
覚
、
光
明
な
ど
）
と
し
て
、
あ
る
時
に
は
地
獄
の
恐
怖
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の
体
験
（
拘
束
の
恐
怖
、
悪
夢
、
抑
圧
、
暗
闇
な
ど
）
と
し
て
経
験
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
が
経
験
す
る
意
識
感
覚
の
多

様
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
の
天
国
や
地
獄
、
極
楽
浄
土
や
穢
土
と
い
う
言
葉
の
源
泉
に
な
る
と
言
い
ま
す
。（
オ

ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
ー
『
知
覚
の
扉
・
天
国
と
地
獄
』
今
村
光
一
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
六
年
）。

　
ま
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
・
グ
ロ
フ
が
Ｌ
Ｓ
Ｄ
の
臨
床
や
、
呼
吸
法
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
音
楽
を
組
み
合
わ
せ
た
ホ
ロ
ト
ピ
ッ
ク
・
セ
ラ
ピ
ー

を
用
い
た
現
代
の
意
識
研
究
で
、
人
間
の
意
識
の
領
域
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
境
界
や
区
分
は
存
在
し
な
い
が
、
便
宜
上
、
人
間
精
神
と

対
応
す
る
体
験
を
互
い
に
異
な
る
四
つ
の
レ
ベ
ル
も
し
く
は
領
域
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
。
そ
の
４
つ
は
①
感
覚
的
障
壁
、

②
個
人
的
無
意
識
、
③
誕
生
と
死
の
レ
ベ
ル
、
④
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
の
領
域
に
分
類
し
、
こ
れ
ら
の
体
験
は
大
半
の
人
に
と
っ
て
、

き
わ
め
て
容
易
に
接
近
で
き
る
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
更
に
そ
れ
ら
は
向
精
神
性
薬
物
を
使
っ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
現
代

の
体
験
的
心
理
療
法
ば
か
り
で
は
な
く
、
古
代
や
東
洋
の
精
神
的
、
霊
的
修
行
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
出
来
事
を
促
進
す
る
た
め
に
考
案

さ
れ
た
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
う
し
た
体
験
の
多
く
は
自
然
発
生
的
な
非
日
常
的
意
識
状
態
で
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と

言
い
切
っ
て
い
ま
す
。

（
ス
タ
ニ
ス
フ
ラ
フ
・
グ
ロ
フ
『
脳
を
超
え
て
』
吉
福
伸
逸
、
星
川
淳
、
菅
靖
彦
訳
、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
、
同
『
深
層
か
ら
の
回
帰
』

菅
靖
彦
、
吉
田
豊
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
四
年
）

　
こ
れ
ら
の
報
告
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
仏
性
や
仏
界
（buddha dhātu

）
と
い
う
言
葉
が
経
験
科
学
の
分
野
で
理
解
で
き
る
こ

と
で
す
。
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
瞑
想
が
誘
導
さ
れ
る
と
、
情
動
発
散
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ス
が
解
消
し
禅
那
か
ら
三
昧
の
状
態
が
誘
導
さ
れ

ま
す
。
す
る
と
私
た
ち
の
内
心
の
欲
求
と
し
て
「
仏
に
な
り
た
い
」
と
い
う
肯
定
的
な
感
覚
が
表
出
（「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」）
し

ま
す
。
こ
の
肯
定
的
な
感
覚
の
意
識
化
は
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
論
拠
と
な
る
仏
性
や
仏
界
と
い
う
言
葉
が
、
単
な
る
観
念
的
な

も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
意
識
化
す
る
肯
定
的
な
感
覚
が
そ
の
経
験
的
な
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
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５
　
止
観
業
の
実
習
者
の
生
理
学
的
、
心
理
学
的
な
評
価

　
こ
こ
で
は
瞑
想
技
術
に
よ
る
実
習
時
の
心
身
の
変
化
を
生
理
学
的
に
計
測
し
、
修
行
者
の
心
理
学
的
な
、
生
理
学
的
な
状
態
を
明
ら
か

に
し
ま
し
た
。
生
理
学
的
な
計
測
は
日
本
電
気
三
栄
製
の
汎
用
脳
波
計
（Electro Encefalogram

 1A
74

）
に
よ
っ
て
、
脳
波
８
チ
ャ

ン
ネ
ル
、
容
積
脈
波
、
微
細
振
動
（M

inor T
rem
or

）、
鼻
か
ら
の
呼
吸
は
サ
ー
ミ
ス
タ
ー
・
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
腹
部
呼
吸
は
カ
ー
ボ

ン
チ
ュ
ー
ブ
型
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
５
種
類
の
評
価
を
行
い
、
特
に
脳
波
と
心
拍
数
の
変
化
を
中
心
に
（
２
）「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の

集
中
」
と
（
３
）「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
」
の
両
方
に
亘
る
応
用
（
止
観
双
用
）
の
過
程
を
考
察
し
ま
し
た
。

（
１
）　
実
習
者
の
修
行
法
の
深
化
に
対
す
る
生
理
学
的
、
心
理
学
的
な
解
説

　
こ
の
こ
れ
は
自
律
訓
練
法
で
い
う
②
「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
（
安
静
訓
練
）」
で
は
効
果
の
上
が
ら
な
い
場
合
に
は
、
③

「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
（
黙
想
訓
練
）」
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
無
意
識
の
思
考
を
進
め
る
段
階
で
す
。
ま
さ
に
そ
こ
に
は

修
行
に
よ
っ
て
進
化
す
る
修
行
者
の
心
の
地
図
が
描
か
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
も
過
言
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　
こ
こ
で
は
止
観
業
の
実
習
時
の
生
理
心
理
学
的
な
実
験
に
よ
っ
て
計
測
し
た
結
果
か
ら
解
説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
実
習
者
が
ど

の
よ
う
な
装
置
を
着
装
し
、
止
観
業
を
実
習
し
た
か
略
図
を
示
し
ま
す
。

　
ま
た
計
測
機
器
が
実
習
者
の
身
体
の
微
少
な
電
位
を
計
測
す
る
た
め
、
実
習
者
は
図
の
よ
う
に
ア
ー
ス
さ
れ
た
ベ
ッ
ド
上
で
坐
具
を
用

い
「
半
跏
坐
」
に
て
座
り
、
計
測
機
器
の
計
測
確
認
の
た
め
に
キ
ャ
リ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
記
録
一
分
間
、
そ
の
後
に
開
眼
安
静
時
約
三
分
間
、

閉
眼
安
静
時
約
三
分
間
の
記
録
を
実
施
し
、
そ
れ
か
ら
止
観
の
実
習
を
開
始
し
測
定
を
行
っ
た
。
そ
の
実
習
の
作
法
に
つ
い
て
は
被
験
者

の
経
験
に
よ
り
任
意
に
決
定
し
た
。
更
に
実
習
の
終
了
後
に
も
三
分
間
の
安
静
時
記
録
と
キ
ャ
リ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
記
録
を
一
分
行
っ
た
後
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に
測
定
を
終
了
し
ま
し
た
。

　
ま
た
実
験
期
間
中
に
被
験
者
に
三
回
の
測

定
を
行
っ
た
が
、
普
段
の
日
常
と
は
異
な
っ

た
環
境
で
の
実
習
と
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で

被
験
者
の
体
調
を
調
え
、
緊
張
を
克
服
し
て

の
実
習
で
あ
っ
た
た
め
、
止
観
の
実
習
が
円

滑
に
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
測
定
は
一
回
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
段
取
り
で
実
験
を
行
い

ま
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
実
習
者
の
生
理
学
的
デ
ー
タ
か

ら
仏
教
用
語
を
解
説
し
ま
す
。
と
く
に
脳
波

の
ア
ル
フ
ァ
ー
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
α-

IN
D
EX

）
の
指
標
な
ど
を
中
心
に
評
価
す

る
と
、
実
習
者
の
修
行
深
化
の
過
程
が
、
次

の
よ
う
に
１
「
行
法
開
始
直
後
」、
２
「
行

法
開
始
後
二
五
分
前
後
」、
３
「
行
法
開
始

後
四
五
分
前
後
」
の
３
つ
の
段
階
に
分
類
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
３
つ
の
段
階
を
さ
き
の
実
習
者
の
報
告
を
交
え
な
が
ら
評
価
す
る
と
、
止
観
の
実
習
と
自
律
訓
練
法
に
見
ら
れ
た
「
自
律
的
Ａ
Ｓ

〈測定器具装着イメージ図〉
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坐禅などの瞑想行α-INDEXの推移「グラフ１」

行
法
開
始
前
安
静
時

行
法
開
始
後
10
分

行
法
開
始
後
25
分

行
法
開
始
後
45
分

パ
ー
セ
ン
ト

時間

坐禅などの瞑想行の心拍数の推移「グラフ２」

行
法
開
始
前
安
静
時

行
法
開
始
後
10
分

行
法
開
始
後
25
分

行
法
開
始
後
45
分

パ
ー
セ
ン
ト

時間
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Ｃ
の
誘
導
プ
ロ
セ
ス
」
の
四
種
類
の
分
類
と
大
変
良
く
相
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

○
１
の
行
法
開
始
直
後
（
閉
眼
覚
醒
時
）

　
こ
の
段
階
は
①
「
練
習
を
始
め
る
た
め
に
、
心
身
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
条
件
」
か
ら
②
「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
（
止
の
技

術
）」
へ
の
実
習
に
よ
っ
て
、
外
界
に
向
い
て
い
た
意
識
が
身
体
的
な
要
素
（
呼
吸
、
温
感
、
重
量
感
）
へ
と
集
中
さ
れ
た
こ
と
で
、
意

識
が
単
純
化
し
た
状
態
を
示
し
、
脳
波
は
前
頭
部
、
頭
頂
部
を
中
心
に
ア
ル
フ
ァ
ー
波
が
全
体
へ
と
同
期
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
ま
す
。

更
に
呼
吸
は
、
身
息
か
ら
調
息
へ
と
意
識
的
に
呼
吸
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
数
は
と
て
も
少
な
く
一
分
間
に
三
回
前
後
で
し
た
。
ま
た

心
拍
数
は
一
分
間
に
八
〇
回
代
か
ら
七
〇
回
代
へ
と
減
少
す
る
傾
向
を
示
し
、
そ
の
後
更
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
生
理
状
態
で
は
、
自
律
神
経
系
の
交
感
神
経
系
の
機
能
が
抑
制
さ
れ
、
副
交
感
神
経
系
が
優
位
と
な
る
傾
向
を
示
し
て
ま

す
。
副
交
感
神
経
系
が
優
位
に
な
る
い
う
こ
と
は
、
変
性
意
識
状
態
が
誘
導
さ
れ
生
理
心
理
学
的
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
が
進
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

○
２
の
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後

　
こ
の
段
階
は
④
「
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
」
と
し
て
、
さ
き
の
「
１
の
行
法
開
始
直
後
」
の
段
階
が
深
ま
り
、
更
に
意

識
が
身
体
的
な
要
素
へ
と
集
中
さ
れ
た
こ
と
で
、
生
理
的
弛
緩
が
広
が
り
、
変
性
意
識
状
態
（
瞑
想
状
態
）
が
誘
導
さ
れ
た
状
態
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
的
な
無
意
識
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
情
動
が
発
散
し
始
め
、
生
理
的
に
は
、
脳
波
で
は
ア
ル
フ
ァ
ー
波
や

Ｆ
Ｍ
シ
ー
タ
波
の
出
現
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
ベ
ー
タ
波
優
位
に
な
り
始
め
て
い
る
状
態
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
情
動
の
発
散
が
起
き
る
と
、
そ
の
情
動
の
心
理
的
、
生
理
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
呼
吸
数
も
一
分
間
に
六
回
へ
、
心
拍
数
も

一
分
間
に
七
〇
回
〜
八
一
回
へ
と
共
に
増
加
し
て
、
前
段
階
よ
り
交
感
神
経
系
の
機
能
が
昂
進
し
、
副
交
感
神
経
系
よ
り
優
位
に
な
っ
て
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い
ま
す
。
こ
こ
で
は
前
段
階
で
誘
導
さ
れ
て
い
た
変
性
意
識
状
態
が
情
動
発
散
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
３
の
行
法
開
始
後
四
五
分
前
後

　
こ
の
段
階
は
、「
２
の
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後
」
の
段
階
の
情
動
発
散
が
刺
激
と
な
っ
て
変
性
意
識
状
態
が
乱
さ
れ
始
め
た
た
め
、

③
「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
（
観
の
作
法
）」
を
実
習
す
る
こ
と
で
、
そ
の
無
意
識
か
ら
の
応
答
と
し
て
意
識
野
に
立
ち
上
が
る

精
神
的
要
素
（
雑
念
な
ど
の
刺
激
）
を
受
動
的
受
容
（passive acceptance

）
し
な
が
ら
、
そ
の
情
動
を
さ
り
気
な
く
受
け
入
れ
る
こ

と
で
安
定
し
た
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
を
誘
導
し
、
そ
の
た
め
に
情
動
発
散
が
続
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
脳
波
的
に
は
優
勢
な
Ｆ
Ｍ
シ
ー

タ
波
が
認
め
ら
れ
、
九
ヘ
ル
ツ
、
九
〇
マ
イ
ク
・
ロ
ボ
ル
ト
代
の
高
振
幅
の
ア
ル
フ
ァ
ー
波
が
脳
全
体
に
誘
導
さ
れ
て
同
期
し
て
い
る
状

態
で
す
。
ま
た
心
拍
数
も
一
分
間
に
四
八
回
へ
と
低
下
し
た
。
呼
吸
数
は
一
分
間
に
一
三
回
と
増
加
し
た
が
、
こ
の
増
加
は
意
識
を
身
体

的
要
素
か
ら
精
神
的
要
素
へ
と
移
行
し
た
た
め
、
意
識
的
な
呼
吸
か
ら
無
意
識
的
な
一
回
の
換
気
量
の
少
な
い
自
然
呼
吸
へ
と
変
化
し
た

か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
生
理
的
な
状
態
は
、
情
動
発
散
に
よ
り
交
感
神
経
系
の
機
能
昂
進
は
続
い
て
い
る
が
、
③
「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の

集
中
（
観
の
技
術
）」
に
よ
っ
て
副
交
感
神
経
系
の
機
能
も
昂
進
し
、
共
に
拮
抗
し
な
が
ら
全
体
的
に
は
副
交
感
神
経
系
の
機
能
が
優
位

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。（『
情
動
と
ス
ト
レ
ス
』 

誠
心
書
房
、『
身
体
の
心
理
学
』 

星
和
書
房
、 『
神
経
心
理
学
の
基
礎
』 

医
学
書
院
）

（
２
）　
考
察

　
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
ま
ず
「
１
の
行
法
開
始
直
後
」
か
ら
「
２
の
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後
」
へ
の
行
法
深
化
に
よ
っ

て
変
性
意
識
状
態
（
瞑
想
状
態
）
が
誘
導
さ
れ
、「
２
の
行
法
開
始
後
二
五
分
前
後
」
で
は
そ
の
変
性
意
識
状
態
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た

情
動
（
情
動
発
散
）
が
刺
激
と
な
っ
て
、
そ
の
変
性
意
識
状
態
が
乱
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
続
い
て
そ
の
情
動
発
散
で
乱
さ
れ
た
変
性
意
識
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状
態
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
③
「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
（
観
の
技
術
）」
の
実
習
を
始
め
、
そ
の
行
法
開
始
三
〇
分
前
後
で

は
顕
著
な
生
理
的
変
化
が
認
め
ら
れ
、
心
拍
数
は
開
始
当
初
の
三
分
の
二
減
少
し
、
呼
吸
は
自
然
呼
吸
と
し
て
の
呼
吸
数
は
測
定
開
始
時

よ
り
増
大
し
た
が
、
自
律
的
で
規
則
正
し
く
１
回
の
換
気
量
の
少
な
い
腹
式
呼
吸
が
出
現
し
ま
し
た
。
こ
の
段
階
で
微
少
振
動
（M

inor 

T
rem
or

）
は
心
弾
図
性
振
動
成
分
が
主
に
記
録
さ
れ
て
、
体
動
や
微
細
な
筋
肉
の
動
き
に
よ
る
影
響
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
脳
波
は
、
前
頭
、
頭
頂
部
優
位
の
ア
ル
フ
ァ
ー
波
が
閉
眼
安
静
時
よ
り
認
め
ら
れ
、
こ
の
段
階
で
は
前
頭
、
頭
頂
部
優
位
の
ア
ル
フ
ァ

ー
波
や
シ
ー
タ
波
が
断
続
的
に
出
現
し
、
止
観
業
の
実
習
は
深
化
す
る
に
従
っ
て
徐
波
化
、
同
期
、
高
振
幅
化
が
進
み
ま
し
た
。
ア
ル
フ

ァ
ー
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
α-IN

D
EX

）
は
閉
眼
安
静
時
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
よ
り
、
変
性
意
識
状
態
が
誘
導
さ
れ
情
動
発
散
が
雑
念
と
し

て
意
識
化
さ
れ
た
時
点
で
減
少
し
、
ま
た
、
こ
の
行
法
開
始
三
〇
分
前
後
の
段
階
へ
と
進
ん
だ
時
点
で
は
顕
著
に
ア
ル
フ
ァ
ー
・
ベ
ー
ス

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
生
理
学
的
な
所
見
は
、
従
来
の
「
自
律
訓
練
法
」
の
心
理
学
的
、
生
理
学
的
な
研
究
成
果
、
す
な
わ
ち
「
自
律

訓
練
法
」
の
技
法
は
筋
緊
張
の
弛
緩
、
呼
吸
の
調
整
な
ど
の
末
梢
性
の
セ
ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
脳
幹
網
様
体
・
視
床
下
部
賦

活
系
に
至
る
求
心
性
の
刺
激
が
適
度
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
、
更
に
視
床
下
部
で
は
交
感
、
副
交
感
の
両
自
律
神
経
系
の
バ
ラ
ン

ス
を
促
し
、
新
皮
質
へ
の
交
感
性
の
賦
活
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
、
更
に
ま
た
皮
質
下
（
脳
幹
）
の
副
交
感
性
（trophotropic 

エ
ネ
ル
ギ

ー
補
充
的
）
の
反
応
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
状
態
を
誘
導
し
大
脳
皮
質
と
皮
質
下
（
視
床
、
視
床
下
部
）
と
の
機
能

的
な
再
調
整
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
を
え
た
と
言
え
ま
す
。（W

. Luthe

、F. Gellhorn

、
池
見
酉
次
郎
）

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
脳
の
リ
ズ
ム
活
動
の
増
加
は
、
前
頭
連
合
野
の
統
合
性
が
高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
次
の
意
識
や
高
い
精

神
機
能
（
宗
教
的
に
は
悟
境
）
が
誘
導
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
実
習
者
の
報
告
か
ら
も
自
我
意
識
の
安
定
性
と
時
間
的
連
続
性
が
維
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
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く
り
返
す
が
、
特
に
『
天
台
小
止
観
』
で
は
（
２
）「
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
」
と
（
３
）「
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中

（
観
の
技
術
）」
臨
機
応
変
の
応
用
（
止
観
双
用
）
の
実
習
に
よ
っ
て
自
律
性
解
放
で
生
じ
て
く
る
感
覚
反
応
、
運
動
反
応
、
自
律
神
経
系

の
反
応
、
心
理
的
反
応
な
ど
の
心
身
の
変
化
を
心
の
進
化
の
過
程
（「
発
善
根
相
」
の
①
「
息
道
の
善
根
が
発
す
る
相
」）
と
捉
え
、
更
に

そ
の
無
意
識
と
対
話
す
る
形
で
そ
こ
か
ら
涅
槃
の
境
地
を
導
き
だ
す
な
ど
（「
発
善
根
相
」
の
②
「
不
浄
観
の
善
根
が
発
す
る
相
」、
③

「
慈
心
の
善
根
が
発
す
る
相
」、
④
「
因
縁
を
観
ず
る
善
根
が
発
す
る
相
」、
⑤
「
念
仏
の
善
根
が
発
す
る
相
」）、
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
私

た
ち
が
意
識
化
す
る
多
様
な
意
識
感
覚
と
し
て
、
健
康
的
な
心
理
の
内
在
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
止
観
の
実
習
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
状
態
は
、「
自
律
訓
練
法
」
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
変
性
意
識
状
態
（A

ltered 

State of Consciousness

）
と
同
様
の
状
態
が
誘
発
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
情
動
（em

otional

）
の
自
律
性
解
放

活
動
（A

utogenic D
ischarge A

ctivity
）
が
起
き
て
も
安
定
し
た
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
（self-activated A

SC

）
と
呼
ば
れ
る
意
識
状
態

が
誘
導
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　
と
く
に
こ
の
誘
導
さ
れ
る
瞑
想
状
態
は
、
生
理
的
な
情
動
回
路
（em

otional-circuits

）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
神
経
生
理
学
的
な
現
象

で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
感
覚
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
情
緒
的
な
意
識
（
情
動
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
皮
質
と
皮
質
下
（
心

理
と
生
理
）
の
力
関
係
を
調
整
し
、
普
段
は
抑
え
ら
れ
が
ち
な
自
己
調
整
能
力
（hom

eostasis

）
を
回
復
さ
せ
る
。
ま
さ
に
私
た
ち
の

心
と
身
体
の
分
離
か
ら
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
経
症
的
、
心
身
症
的
症
状
の
解
放
を
目
指
す
技
法
で
あ
る
と
い
う
う
修
行
法
の
心
理
療
法

的
な
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。（
影
山
教
俊
『
仏
教
の
身
体
技
法
』
国
書
刊
行
会
ほ
か
）

６
　
サ
マ
タ
瞑
想
・
ヴ
ィ
ッ
パ
サ
ナ
ー
瞑
想
（
止
観
業
）
の
手
順
に
つ
い
て

　
こ
の
よ
う
に
心
理
療
法
と
し
て
発
展
し
た
「
自
律
訓
練
法
」
の
心
理
学
的
、
生
理
学
的
な
研
究
成
果
を
基
調
に
、
瞑
想
技
術
に
よ
っ
て
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誘
導
さ
れ
る
心
理
学
的
、
生
理
学
的
状
態
を
理
解
す
る
と
、
仏
教
の
心
理
療
法
と
し
て
の
効
用
が
期
待
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

更
に
生
理
学
的
な
デ
ー
タ
か
ら
、
特
に
脳
波
と
心
拍
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
こ
と
は
、
近
年
、
サ
マ
タ
瞑
想
・
ヴ
ィ

ッ
パ
サ
ナ
ー
瞑
想
（
止
観
業
）
の
手
順
に
つ
い
て
多
く
の
諸
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
註
）、
止
の
技
術
と
観
の
技
術
は
不
離
即
で
、

止
観
双
用
と
い
う
止
の
技
術
（
意
識
の
身
体
的
要
素
へ
の
集
中
）
と
、
観
の
技
術
（
意
識
の
精
神
的
要
素
へ
の
集
中
）
の
臨
機
応
変
の
応

用
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
こ
の
臨
機
応
変
の
応
用
と
は
、
止
技
術
に
よ
っ
て
変
性
意
識
状
態
が
誘
導
さ
れ
と
、
自
律
性
解
放
活
動
（autogenic discharge 

activity

）
に
よ
っ
て
情
動
発
散
が
始
ま
り
、
引
き
続
き
そ
の
情
動
イ
メ
ー
ジ
へ
の
観
業
に
よ
っ
て
安
定
し
た
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
状
態
へ
と

誘
導
さ
れ
る
こ
と
、
更
に
観
業
に
お
い
て
も
情
動
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
止
業
が
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
情
動
制
御
（Em

otional 

Control

）
が
行
わ
れ
て
自
律
的
Ａ
Ｓ
Ｃ
状
態
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
瞑
想
技
術
が
情
動
制
御
（Em
otional Control

）
に
あ
る
と
気
づ
け
ば
、
止
の
技
術
と
観
の
技
術
は
不
離
即
で
、
止
観

双
用
と
い
う
止
の
技
術
と
、
観
の
技
術
の
臨
機
応
変
の
応
用
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
情
動
発
散
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
技
術
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
更
に
こ
の
よ
う
に
心
理
療
法
と
し
て
発
展
し
た
「
自
律
訓
練
法
」
の
心
理
学
的
、
生
理
学
的
な
研
究
成
果
を

基
調
に
、
瞑
想
技
術
（
止
観
業
）
の
実
習
時
に
誘
導
さ
れ
る
心
理
学
的
、
生
理
学
的
状
態
を
理
解
す
る
と
、
仏
教
の
瞑
想
技
術
の
心
理
療

法
と
し
て
の
効
用
が
期
待
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

（
註
）

　
仏
教
の
瞑
想
技
術
は
天
台
止
観
の
業
（
行
為
・karm

an

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
サ
マ
タ
瞑
想
（sam

atha

）
と
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想

（vipa
yanā

）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
前
者
に
よ
っ
て
禅
那
（dhyāna

）
と
呼
ば
れ
る
瞑
想
状
態
を
誘
導
す
る
。
仏
教
以
前
に
も
イ
ン
ド
で
は
広
く
行

わ
れ
て
い
た
瞑
想
法
で
、
後
者
で
は
禅
那
瞑
想
に
よ
っ
て
変
化
す
る
自
己
意
識
の
内
面
を
観
察
（
内
観
）
す
る
瞑
想
法
で
、
釈
尊
が
新
し
く
開
拓
し

悟
り
を
開
い
た
仏
教
独
自
の
方
法
と
言
わ
れ
ま
す
。
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伝
統
的
な
瞑
想
法
で
は
、
意
識
集
中
す
る
凝
念
（dharāna

）
か
ら
定
（sam

āptti

）
と
呼
ば
れ
る
瞑
想
状
態
を
誘
導
し
て
、
そ
こ
か
ら
ヴ
ィ
ッ

パ
サ
ナ
ー
瞑
想
（
観
想
）
を
へ
て
悟
り
に
至
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
で
は
最
初
に
サ
マ
タ
瞑
想
に
よ
り
第
初
禅
定
か

ら
第
四
禅
定
の
階
梯
を
昇
り
、
そ
こ
か
ら
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
で
観
想
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
大
乗
仏
教
で
は
サ

マ
タ
瞑
想
と
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
双
方
を
同
時
に
修
養
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
世
界
的
に
広
ま
っ
た
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー

瞑
想
は
、
こ
の
定
と
観
の
両
方
（
止
観
双
用
）
を
目
指
す
マ
ハ
シ
系
と
ゴ
エ
ン
カ
系
の
瞑
想
法
で
す
。

　
現
代
で
は
、
在
家
信
者
の
た
め
に
よ
り
簡
便
な
瞑
想
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
時
間
の
か
か
る
サ
マ
タ
瞑
想
の
修
行
を
省
略
し
、

最
初
か
ら
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
み
を
修
行
し
て
い
く
方
法
が
レ
デ
ィ
ー
・
サ
ヤ
ド
ウ
、
ウ
・
バ
・
キ
ン
、
マ
ハ
ー
シ
・
サ
ヤ
ド
ウ
、
ア
ジ
ャ

ー
・
チ
ャ
ン
、
サ
テ
ィ
ア
・
ナ
ラ
ヤ
ン
・
ゴ
エ
ン
カ
ら
複
数
の
僧
侶
や
修
行
者
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
代
に
お
い
て
「
ヴ
ィ

パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
」
と
称
さ
れ
る
瞑
想
法
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
中
心
と
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
な
ど
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
圏
か
ら
発
信
さ
れ
、

現
代
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
瞑
想
法
で
す
。

※
本
論
攷
は
身
延
山
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
第
六
十
四
回
日
蓮
宗
教
学
発
表
大
会
で
発
表
し
た
も
の
を
整
理
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
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