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井
上
ウ
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マ
ラ

本
書
で
「
死
の
気
づ
き
」
と
訳
さ
れ
て
い
る  m

araṇa- sati

（
マ
ラ
ナ
・
サ
テ
ィ
）
は
、
漢
訳
で
は
「
死
念
」
と
訳
さ
れ

て
き
た
。sati

（
念
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
）
が
「
思
い
出
す
こ
と
」
を
語
根
と
す
る
パ
ー
リ
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

死
念
は
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（
死
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
実
践
）

に
通
じ
る
瞑
想
で
あ
る
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
紀
元
前
二
六
八
頃
～
前
二
三
二
年
頃
）
の
時
代
に
は
仏
教
伝
道
の
た
め
に
使

者
が
遣
わ
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
地
方
や
死
海
周
辺
の
中
東
に
も
ブ
ッ
ダ
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
ラ

ナ
サ
テ
ィ
の
実
践
が
、
キ
リ
ス
ト
出
現
を
準
備
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
密
教
で
あ
る
エ
ッ
セ
ネ
派
な
ど
を
介
し
て
キ
リ
ス
ト

教
神
秘
主
義
に
秘
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
は
、
宗
教
を
超
え
て
死
か
ら
学
ん
で
き
た
人

類
の
智
慧
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
楽
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
。

ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
戻
っ
て
み
る

さ
て
死
念
に
つ
い
て
は
、
増
支
部
（A

nguttara  N
ikāya, AN

）
第
六
集
（
六
つ
の
テ
ー
マ
を
持
つ
教
え
を
ま
と
め
た
集
成
）

の
「
憶
念
す
べ
き
も
の
の
章
（Sārāṇīya  V

agga

）」
に
二
経
が
収
録
さ
れ
、『
清
浄
道
論
（V

isuddhi- m
agga: 

五
世
紀
こ
ろ

ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
（B

uddhaghosa

）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
仏
教
瞑
想
に
つ
い
て
の
最
も
総
合
的
な
解
説
書
）』
第
八
章
に
お
い
て
「
繰

り
返
し
思
い
出
す
べ
き
瞑
想
対
象
（anussati- kam

m
aṭṭhāna

）」
の
一
つ
と
し
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

増
支
部
の
第
一
経
（AN.III. 303-306.

）
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
「
多
く
の
効
果
を
も
た
ら
し
不
死
に
到
達
す
る
修
行
法
」

と
し
て
死
念
を
推
奨
す
る
と
、
比
丘
た
ち
は
「
あ
と
一
昼
夜
命
が
あ
る
と
し
ら
、
そ
の
間
に
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
実
践
し

ま
す
」、「
あ
と
半
日
命
が
あ
る
と
し
た
ら
、
…
…
」、「
あ
と
一
回
食
事
を
す
る
あ
い
だ
命
が
あ
る
と
し
た
ら
、
…
」、「
あ

と
一
口
食
べ
る
あ
い
だ
命
が
あ
る
と
し
た
ら
、
…
…
」、「
あ
と
一
呼
吸
す
る
あ
い
だ
命
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
間
に

ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
実
践
し
ま
す
」
な
ど
と
答
え
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
ブ
ッ
ダ
は
、
ま
だ
ま
だ
彼
ら
に
切
実
さ
が
足
り
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
、「『
一
口
食
べ
る
あ
い
だ
し
か
命
が
残
っ
て
い
な
い
』、『
一
呼
吸
す
る
あ
い
だ
し
か
命
が
残
っ
て

い
な
い
』
と
、
そ
の
よ
う
に
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
修

行
す
る
こ
と
が
不
放
逸
に
生
活
す
る
こ
と
で
あ
り
、
漏
れ
出
る
煩
悩
を
根
絶
す
る
た
め
に
死
念
を
し
っ
か
り
と
修
行
す

る
こ
と
で
あ
る
」
と
激
励
す
る
。
死
念
の
修
行
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
す
べ
て
の
修
行
法
の
中
に
、
無
我
や
空
を
理
解

し
て
解
脱
を
体
験
す
る
た
め
の
切
実
な
姿
勢
の
涵
養
法
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。

第
二
経
（AN.III. 306-308

）
で
は
、
ブ
ッ
ダ
は
自
ら
具
体
的
に
死
念
の
実
践
法
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
私

た
ち
は
蛇
に
噛
ま
れ
た
り
、
転
ん
で
頭
を
打
っ
た
り
、
食
中
毒
や
突
然
の
体
調
不
良
に
襲
わ
れ
た
り
し
て
、
い
つ
死
の

危
険
に
襲
わ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
時
に
こ
そ
、「
私
に
は
手
放
す
べ
き
不
善
の
法
が
な
い
か
？
」
と
振
り
返

っ
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
不
善
の
法
が
あ
れ
ば
、
大
き
な
意
欲
と
努
力
と
不
退
転
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
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（
気
づ
き
・
注
意
深
さ
）
と
正
し
く
見
極
め
る
智
慧
を
も
っ
て
、
そ
の
不
善
の
法
を
手
離
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た

か
も
、
自
分
の
衣
服
や
髪
の
毛
に
火
が
つ
い
た
ら
（ādittacelo vā  ādittasīso vā

）
即
座
に
必
死
で
消
し
止
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
手
離
す
こ
と
が
で
き
た
時
に
は
、
そ
の
喜
び
を
も
っ
て
、
残
さ
れ
た
時
間

を
さ
ら
に
良
き
法
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
努
力
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

死
念
は
、「
頭
燃
（
ず
ね
ん
）
を
払
う
が
ご
と
く
坐
禅
す
べ
し
」
と
い
う
道
元
や
源
信
ら
祖
師
方
の
教
え
の
源
と
な
っ

た
ブ
ッ
ダ
の
教
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
吉
本
伊
信
（
一
九
一
六
～
一
九
八
八
年
）
が
現
代
的
に
整
備
し
た
内
観
の

原
点
と
な
っ
た
「
身
調
べ
」
に
お
け
る
、「
今
死
ん
だ
ら
、
後
生
は
ど
こ
に
な
る
か
？
」
を
問
い
詰
め
て
ゆ
く
実
践
に

も
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
死
を
思

う
こ
と
を
契
機
と
し
て
今
こ
こ
の
生
を
充
実
さ
せ
、
究
極
の
幸
せ
で
あ
る
涅
槃
を
目
指
し
て
今
の
こ
の
瞬
間
を
生
き
切

る
た
め
の
教
え
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
死
の
可
能
性
を
想
起
し
て
み
る
こ
と

『
南
伝
大
蔵
経
六
三
　
清
浄
道
論
二
』（
大
蔵
出
版
、
一
～
二
四
ペ
ー
ジ
）
に
お
け
る
死
念
の
解
説
で
は
、
寿
命
を
全
う
し

た
大
往
生
の
よ
う
な
死
に
方
か
ら
、
突
然
の
非
業
な
死
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
死
の
可
能
性
を
具
体
的
に
思
い
描
く

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
受
精
し
た
瞬
間
か
ら
私
た
ち
の
人
生
は
死
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
こ
と
が
説

か
れ
て
お
り
、
胎
児
の
う
ち
に
死
ぬ
こ
と
、
出
産
に
お
け
る
死
、
成
長
過
程
で
の
事
故
死
、
病
死
を
含
め
て
出
来
る
だ

け
具
体
的
に
思
い
描
い
て
み
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ブ
ッ
ダ
を
含
め
た
ど
ん
な
に
偉
大
な
人
で
も
死
を

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
何
時
何
処
で
死
ぬ
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
身
心
は
地
球
の
生

態
系
に
根
を
張
り
、
そ
の
命
は
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
平
衡
状
態
を
保
ち
つ
つ
も
、
い
つ
ど
の
瞬
間
に
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
て
死
を
迎
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
こ
と
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
触
発
さ
れ
た
多
く
の
瞑
想
修
行
者
た
ち
が
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
先
端
的
知
見
を
総
動
員
し
な
が
ら
、

切
迫
感
を
も
っ
て
死
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
と
死
の
深
く
つ
な
が
り
合
っ
た
在
り
様
を
詳
細
に
思
い
描
い

て
い
っ
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

sati 

の
訳
語
を
巡
っ
て

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、  sati 

は
「
思
い
出
す
」
こ
と
を
意
味
す
る
動
詞  sarati 

の
名
詞
形
で
、「
思
い
出
す
こ

と
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
記
憶
」
な
ど
を
意
味
し
、
漢
訳
で
は
「
念
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
ゲ
テ
ィ
ン

（R
upert  G

ethin, 

一
九
五
七
年
～
）“O

n  som
e  definitions of  m

indfulness”

（
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
と
、sati

を
最
初
に

m
indfulness

と
英
訳
し
た
の
は
リ
ス
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ズ
（Thom

as  W
illiam

  R
hys  D

avids, 

一
八
四
三
～
一
九
二
二
年
）
で

あ
り
、
一
八
八
一
年
頃
か
ら
の
試
行
を
経
て
一
九
一
〇
年
に
長
部
経
典
第
二
七
経
の  M

ahāsatipaṭṭhāna- sutta

（
大
念

処
経
）
を The  great  discourse of  establishm

ents of  m
indfulness 

と
訳
し
て
解
説
し
た
こ
と
を
機
に
定
着
し
た
よ

う
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
学
術
的
な
流
れ
を
受
け
て
、
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
（Jon  K

abat- Zinn, 

一
九
四
四
年
～
）
が
一
九
七
八
年
に
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
い
た
ス
ト
レ
ス
低
減
法
（M

indfulness  B
ased  Stress  R

eduction: 

以
下
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
と
略
称
）
を
創

始
し
て
、
現
代
的
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
流
行
現
象
に
火
が
付
け
ら
れ
た
。
分
子
生
物
学
者
だ
っ
た
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン

は
、
参
加
前
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
統
計
解
析
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
し
て
、
医
療
や
心
理
療
法
の
主
流
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
を
切
り
拓
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の  sati 
が
経
典
の
中
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
た
観
察
法
が
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
訳
さ

れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
念
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
つ
い
て
情
報
提
供

し
て
ゆ
き
た
い
。

satipaṭṭhāna 

に
つ
い
て

satipaṭṭhāna 

は
、  sati 

と  paṭṭhāna 

の
合
成
語
で
あ
り
、「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
確
立
（establishm

ents

）」
と
訳
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
漢
訳
で
は
、「
念
処
」
と
も
「
念
住
」
と
も
訳
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
経
典
の
中
で

は  sati 

と  paṭṭhāna

（
確
立
・
基
盤
）
の
組
み
合
わ
せ
で
は
な
く
、  sati 

と  upaṭṭhāna

（
近
く
に
立
つ
こ
と
・
世
話
す
る
こ
と
・

ケ
ア
）の
組
み
合
わ
せ
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
に
は
、「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
よ
る
ケ
ア
」あ
る
い
は「
マ

イ
ン
ド
フ
ル
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
ケ
ア
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
が
成
立
す
る
。

出
家
修
行
者
の
生
活
規
範
を
集
め
た
『
律
蔵
（V

inayapiṭaka

）』
に
は
、
出
家
修
行
者
た
ち
は
病
気
に
な
っ
た
時
に

は
看
取
り
を
含
め
て
最
期
ま
で
お
互
い
に
世
話
し
合
い
助
け
合
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
修
行
者
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
の

教
え
に
従
っ
て
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
に
相
互
看
病
を
実
践
し
た
よ
う
で
、「
よ
き
看
病
者
と
な
る
た
め
の
五
条
件
」
や
「
看

病
し
に
く
い
患
者
の
五
条
件
」
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
（『
看
護
と
生
老
病
死
：
仏
教
心
理
で
困
難
な
事
例
を
読
み
解
く
』
井

上
ウ
ィ
マ
ラ
、
三
輪
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
四
〇
～
六
三
ペ
ー
ジ
）。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
自
分
を
見
つ
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
を
見
つ
め
、
自
他
の
関
係
性
を
見
守
っ
て
ゆ
く

間
主
観
的
な
観
察
法
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
近
年
ト
ラ
ウ
マ
治
療
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の

領
域
に
お
い
て
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
中
核
技
法
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
だ
ろ
う
。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
瞑
想
対
象

『
念
処
経
（Satipaṭṭhāna- sutta

）』（
中
部
／M

ajjhim
a  N

ikāya, M
N

.I.55-63.

）
で
は
、瞑
想
対
象
が
身
体
、感
受
、心
、法
（
心

身
相
関
現
象
と
そ
の
法
則
性
）
と
い
う
四
領
域
に
わ
た
っ
て
、
十
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

身
体
（kaya

） 

① 

呼
吸
、
② 

姿
勢
（
行
住
坐
臥
）、
③ 

日
常
行
為
、
④ 

身
体
を
構
成
す
る
三
十
二
の
部
分
、

 
 

⑤ 

地
水
火
風
の
要
素
、
⑥ 

墓
場
に
お
け
る
死
体
の
崩
壊
過
程

感
受
（vedanā

） 

⑦ 

快
・
不
快
・
中
性
の
身
体
感
覚
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心
（citta

） 

⑧ 

心
が
貪
瞋
痴
の
い
ず
れ
に
染
ま
っ
て
い
る
か
、
集
中
し
て
い
る
か
散
漫
に
な
っ
て

 
 

い
る
か
、
囚
わ
れ
て
い
る
か
解
放
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
状
態
分
析

法
（dham

m
a

） 
⑨ 

心
を
曇
ら
せ
る
五
つ
の
働
き
（
五
蓋
）、
⑩ 

人
間
を
構
成
す
る
五
つ
の
集
合
体
（
五
蘊
）、

 
 

⑪ 
感
覚
器
官
と
認
知
の
発
生
プ
ロ
セ
ス
の
観
察
、
⑫ 

解
脱
に
導
く
七
つ
の
働
き
、

 
 

⑬ 
四
つ
の
聖
な
る
真
理
（
苦
、
苦
の
原
因
、
苦
の
消
滅
、
苦
滅
に
至
る
実
践
）

本
書
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
死
の
気
づ
き
」
は
、
身
体
に
関
す
る
観
察
の
④
と
⑥
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
し

て
実
践
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
心
身
相
関
現
象
の
全
て
が
観
察
対
象
と
な
り
得

る
。
換
言
す
る
と
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
と
、
瞑
想
対
象
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、『
念
処
経
』
に
お
い
て  sati 

に
関
連
す
る
観
察
法
を
表
現
す
る
言
葉
を
列

挙
し
て
み
よ
う
。

anupassī  viharati

（
繰
り
返
し
見
つ
め
な
が
ら
す
ご
す
・
生
活
す
る
）

sato  assasati,  sato  passasati

（
気
を
つ
け
て
息
を
吸
い
、
息
を
吐
く
）

pajānāti

（
息
の
長
短
、
感
覚
、
認
知
な
ど
の
プ
ロ
セ
ス
を
遍
く
知
る
）

sabbakāyapaṭisam
vedī  assasissām

īti/ passasissām
īti  sikkhati

（
全
身
を
感
じ
な
が
ら
息
を
吸
お
う
・
吐
こ
う
と
訓
練
す
る
）

passam
bhayaṁ

  kāyasaṅkhāraṁ
  assasissām

īti/ passasissām
īti  sikkhati

（
身
体
の
動
き
を
鎮
め
な
が
ら
息
を
吸
お
う
・
吐
こ
う
と
訓
練
す
る
）

sam
pajānakārī

（
日
常
行
為
の
全
て
を
正
し
く
遍
く
知
り
な
が
ら
行
う 

）

paccavekkhati
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（
身
体
の
構
成
要
素
な
ど
を
省
察
す
る
）

im
am

eva  kāyaṁ
  upasaṁ

harati

（
崩
壊
し
て
ゆ
く
死
体
の
様
子
を
こ
の
自
分
の
身
体
に
重
ね
て
見
つ
め
る
）

yathābhūtaṁ
  pajānāti

（
四
聖
諦
を
あ
り
の
ま
ま
に
遍
く
知
る
）

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
観
察
戦
略

呼
吸
か
ら
始
ま
る
観
察
対
象
は
、
感
受
、
感
情
や
認
知
の
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
及
ん
で
い
る
。
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
観
察
す
る
心
が
何
か
に
気
を
取
ら
れ
て
呼
吸
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
時
、
そ
の
時
に
一
番
心

を
と
ら
え
て
い
る
メ
イ
ン
対
象
に
従
っ
て
観
察
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
た
観
察
戦
略
を
象
徴
す
る

言
葉
が  anupassanā 

で
あ
る
。
接
頭
辞
の anu 

は
、「
く
り
返
し
て
」
と
い
う
意
味
と
、「
従
っ
て
」
と
い
う
意
味
を

併
せ
持
つ
。

念
処
経
に
頻
出
す
る
こ
の  anupassanā 

と
い
う
言
葉
は
、
観
（vipassana

）
の
同
意
語
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
と
等
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
呼
吸
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
の
時
々
に
一
番
心
を
と
ら
え

て
い
る
明
瞭
な
対
象
を
、
そ
の
都
度
繰
り
返
し
て
見
つ
め
て
ゆ
き
、
落
ち
着
い
た
ら
ま
た
呼
吸
に
戻
る
。
こ
れ
が
共
通

の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
四
領
域
・
十
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
上
記
の
表
は
、
こ
う
し
た
観
察
戦
略
の
中
で
、
す
べ

て
の
対
象
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
の
対
象
に
絡
め
捕
ら
れ
て
ゆ
く
ネ
ッ
ト
構
造
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

洞
察
の
定
型
句

こ
う
し
た
具
体
的
観
察
に
基
づ
い
て
、
十
三
グ
ル
ー
プ
の
観
察
の
最
後
に
は
必
ず
洞
察
に
関
す
る
定
型
句
が
置
か
れ

て
い
て
、
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

sam
udayadham

m
ānupassī

（
生
起
し
て
く
る
現
象
を
繰
り
返
し
見
つ
め
な
が
ら
）

vayadham
m
ānupassī

（
消
滅
し
て
ゆ
く
現
象
を
繰
り
返
し
見
つ
め
な
が
ら
）

sam
udayavayadham

m
ānupassī
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（
生
起
し
消
滅
し
て
ゆ
く
現
象
を
繰
り
返
し
見
つ
め
な
が
ら
）

atthi  kāyo ti vā pan’ assa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti

（
修
行
者
に
は
「（『
私
』
が
脱
落
し
て
）
身
体
（
だ
け
）
が
あ
る
」
と
い
う
気
づ
き
が
現
前
し
て
く
る
）

こ
の
表
現
に
は
、「
私
」
と
い
う
主
体
観
念
が
消
え
て
、
呼
吸
や
感
覚
や
感
情
や
思
考
だ
け
が
体
験
さ
れ
る
無
我
や

空
に
関
す
る
最
も
古
い
描
写
様
式
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
な
く
て
も
、
呼
吸
は
そ
れ
自

体
で
生
起
消
滅
し
て
い
て
、
長
短
も
深
浅
も
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
自
ず
か
ら
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

い
つ
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
永
続
す
る
保
証
の
な
い
生
命
現
象
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
洞
察
が

生
ま
れ
る
と
、
次
の
よ
う
な
生
き
方
が
可
能
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

A
nissito ca  viharati na ca  kiñci  loke  upādiyati

（
依
存
す
る
こ
と
な
く
生
活
し
、
世
界
の
何
物
に
も
執
着
し
な
い
）

そ
し
て
、
こ
う
し
た
修
行
者
の
生
き
方
は
同
経
の
冒
頭
部
で
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

K
āye  kāyanuppasī  viharati,  ātāpī  sam

pajāno  satim
ā  vineyya  loke  abbhijjhādom

anassaṁ

（
身
体
に
お
い
て
身
体
を
繰
り
返
し
見
つ
め
な
が
ら
す
ご
し
、
熱
心
に
、
正
し
く
遍
く
知
り
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
に
世
界
の
貪
り
と
憂

い
を
調
伏
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
）

sati 

が
広
範
囲
で
訳
し
分
け
ら
れ
る
理
由

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
記
憶
を
語
源
的
な
意
味
に
持
つ  sati 

が
、
自
分
が
今
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
自
覚

し
て
お
く
こ
と
か
ら
、
気
づ
き
や
、
真
理
の
洞
察
に
至
る
ま
で
の
広
範
囲
で
訳
し
分
け
ら
れ
る
原
因
は
何
な
の
か
、
そ

の
理
由
を
考
え
る
た
め
の
思
考
実
験
を
紹
介
し
よ
う
。

以
下
の
通
り
に
、
自
由
に
思
い
出
し
て
み
て
ほ
し
い
。

① 

五
年
前
の
こ
と

② 

一
年
前
の
こ
と

③ 

一
か
月
前
の
こ
と

④ 

昨
日
の
こ
と

⑤ 

一
時
間
前
の
こ
と

⑥ 

一
秒
前
の
こ
と
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一
時
間
前
の
こ
と
ま
で
は
、
い
つ
ど
こ
で
誰
と
何
を
ど
う
し
て
い
た
か
と
い
う
５
Ｗ
１
Ｈ
を
使
っ
た
言
語
的
な
思
考

で
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
秒
前
の
こ
と
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
、
心
を
向
け
る
だ
け
で
時
間
が

経
っ
て
し
ま
い
、
言
語
的
思
考
で
は
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
秒
前
を
思
い
出
そ
う
と
し
な
が
ら
で
き
る
こ
と

は
、
た
だ
呼
吸
や
心
臓
の
鼓
動
な
ど
を
感
じ
て
い
る
だ
け
、
見
え
る
だ
け
、
聞
こ
え
る
だ
け
の
純
粋
体
験
と
呼
ば
れ
る

体
験
を
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
言
語
的
に
思
考
す
る
意
識
が
成
立
す
る
前
の
体
験
に
自
覚
的
に
触
れ
る
こ
の

体
験
を
、
筆
者
（
井
上
）
は
「
意
識
の
微
分
体
験
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。「
私
が
、
何
時
、
何
処
で
、
誰
と
、
何
を
、
ど
う
し
て
い
た
か
」
と

い
う
言
語
的
思
考
が
成
立
す
る
た
め
に
は
何
秒
く
ら
い
の
時
間
が
必
要
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
、
思
考
に
必
要
な
単
位

時
間
で
あ
る
。sati 

に
基
づ
い
て
繰
り
返
し
見
つ
め
る
実
践
を
し
て
い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
状
態
を
遍
く
観
察
し

洞
察
す
る
機
会
に
導
か
れ
る
た
め
、
筆
者
に
と
っ
て
は
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ
と
が
自
然
な
流
れ
に

な
っ
て
い
た
。

こ
の
問
い
に
最
も
科
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
の
が
ス
タ
ー
ン
（D

aniel N.  Stern, 

一
九
三
四
～
二
〇
一
二
年
）
の

『
ブ
レ
ゼ
ン
ト
モ
ー
メ
ン
ト
：
精
神
療
法
と
日
常
生
活
に
お
け
る
現
在
の
瞬
間
』（
岩
崎
学
術
出
版
社
、二
〇
〇
七
年
）
で
あ
る
。

彼
は
そ
こ
で
、
言
語
的
に
思
考
す
る
意
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
三
～
四
秒
の
時
間
を
必
要
と
す
る
と

述
べ
て
い
る
（
前
掲
書
五
六
ペ
ー
ジ
）。
ス
タ
ー
ン
は
母
子
の
間
の
や
り
取
り
を
科
学
的
に
研
究
す
る
中
で
、
音
楽
体
験

の
考
察
を
含
め
て
、
人
間
的
な
意
識
の
発
生
過
程
を
探
っ
た
。
乳
児
は
、
言
葉
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
前
に
、
喃
語
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
。
喃
語
は
、
発
音
、
ハ
ミ
ン
グ
、
唄
、
意
味
あ
る
言
葉
を
つ
な
ぐ
要
素
を
担

う
も
の
で
、
成
人
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
そ
の
残
響
を
残
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
意
識
の
微
分
体
験
と
言
語
的
な
「
私
」
が
成
立
す
る
た
め
の
単
位
時
間
に
つ
い
て
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
提

供
し
な
が
ら
、
ス
タ
ー
ン
の
研
究
に
出
会
い
、
二
つ
を
つ
な
げ
て
紹
介
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
子
育
て
中
の
両
親
た
ち

か
ら
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
指
導
を
請
わ
れ
た
ご
縁
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
覚
的
に
往
復
す
る
こ
と
の
大
切
さ

こ
の
よ
う
に
し
て
念
処
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（satipaṭṭhāna

）
の
実
践
に
お
い
て
は
、
純
粋
体
験
か
ら
感
情
や
思

考
に
支
配
さ
れ
た
言
語
的
意
識
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
レ
ベ
ル
が
体
験
的
に
観
察
さ
れ
る
。
こ
だ
わ
り
が
発
生
す
る
以

前
の
純
粋
体
験
、「
私
」
意
識
の
発
生
過
程
、
思
い
込
み
や
こ
だ
わ
り
に
よ
っ
て
苦
し
み
に
囚
わ
れ
た
状
態
、
こ
れ
ら

を
あ
り
の
ま
ま
に
繰
り
返
し
見
守
り
な
が
ら
自
覚
的
に
往
来
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
自
縄
自
縛
の
苦
し
み
を
作

り
出
し
て
い
た
執
着
や
思
い
込
み
が
ほ
ど
け
や
す
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

上
記
で
紹
介
し
た
ブ
ッ
ダ
の
多
様
な
観
察
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
う
し
た
意
識
の
変
容
体
験
が
自
然
に
促
進
さ
れ
て
ゆ

く
た
め
の
総
合
的
な
体
系
に
な
っ
て
い
る
。

自
他
を
見
守
る
間
主
観
的
実
践
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『
念
処
経
（Satipaṭṭhāna- sutta

）』
の
も
う
一
つ
の
特
記
す
べ
き
特
徴
は
、
以
上
の
全
て
の
観
察
が
自
分
を
見
つ
め
る
だ

け
で
は
な
く
、
他
者
を
見
つ
め
、
自
他
の
間
に
展
開
す
る
関
係
性
を
見
つ
め
る
と
い
う
三
つ
の
モ
ー
ド
で
観
察
す
る
よ

う
に
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
経
典
で
は
、
内
（ajjhatta

）
と
外
（bhahiddhā

）
と
内
外
（ajjhatta- bhahiddhā

）
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ッ
ダ
が
、
呼
吸
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
瞑
想
対
象
を
間
主
観
的
な
視
点
か
ら
観
察
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
た

こ
と
は
驚
く
べ
き
慧
眼
で
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
、
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
（G

iacom
o  R

izzolatti, 

一
九
三
七
年
～
）
ら
に
よ
っ
て

一
九
九
六
年
に
発
見
さ
れ
た
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
研
究
か
ら
、
自
他
と
い
う
観
点
を
含
め
て
、
人
間
が
共
感
的
関

係
性
の
中
で
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
映
し
合
う
神
経
系
の
働
き
が
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
科
学
的
に
解

明
さ
れ
て
き
て
い
る
（『
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。
ブ
ッ
ダ
は
、
お
そ
ら
く
唄
や
演
劇
な
ど

の
観
察
や
、
人
間
の
言
語
獲
得
や
主
観
的
観
念
の
発
生
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
映
し

合
う
関
係
性
の
中
で
の
み
人
間
的
な
心
や
言
葉
や
概
念
、
そ
し
て
実
存
的
な
苦
し
み
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
直
感
的

に
見
て
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

止
観
と
チ
ョ
イ
ス
レ
ス
・
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス

こ
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
伝
統
的
に
止
観
（Sam

atha- vipassanā
）
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
説
明
さ
れ
て
き
た
。

精
神
集
中
を
意
味
す
る
止
は
、
三
昧
（sam

ādhi

）
と
も
禅
定
（jhāna
）
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ひ
と
つ
の
対
象
の
み

に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
心
の
波
長
が
整
っ
て
ゆ
く
。
レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
の
よ
う
に
波
長
が
整
っ
た
心
の
力
は
、

言
語
や
概
念
の
壁
を
突
き
破
っ
て
、
真
実
に
直
接
参
入
し
て
ゆ
く
窓
を
拓
い
て
く
れ
る
。
そ
し
て
真
実
に
直
接
触
れ
な

が
ら
、
常
に
変
化
し
続
け
て
い
る
こ
と
（
無
常
）、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
無
我
）、
変
化
し

続
け
思
い
通
り
に
支
配
で
き
な
い
も
の
は
不
満
の
痛
み
を
与
え
る
こ
と
（
苦
）
と
い
う
自
然
の
理
が
洞
察
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
洞
察
智
を
観
（vipassanā

）
と
い
う
言
葉
に
託
し
、
無
常
・
苦
・
無
我
の
三
特
相
を
深
く
理
解
し
納
得
し
て
ゆ

く
こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
へ
と
導
か
れ
て
ゆ
く
。
寺
院
の
山
門
に
は
三
つ
の
入
口
が
あ
る
の
は
、
解
脱
に
到
達
す
る
た
め

に
は
無
常
・
苦
・
無
我
の
い
ず
れ
か
の
洞
察
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

経
典
に
は
観
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
く
て
、
そ
の
代
わ
り
に  anupassanā

（
随
観
、
く
り
返
し
見
つ
め

る
こ
と
）
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
呼
吸
を
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
所
に

惹
か
れ
て
ゆ
く
心
を
そ
の
つ
ど
繰
り
返
し
て
見
つ
め
て
い
く
う
ち
に
、
上
記
の
四
領
域
十
三
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
ら
れ

た
瞑
想
対
象
群
の
い
ず
れ
か
を
経
巡
っ
て
、
三
解
脱
門
に
向
か
っ
て
瞑
想
の
旅
が
続
け
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
時
、
私
た
ち
は
次
に
何
を
観
察
し
よ
う
か
と
思
案
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
時
に
心
を
と
ら
え
て
い
る
対
象
、

心
に
一
番
明
晰
に
現
れ
て
来
て
い
る
対
象
に
従
っ
て
観
察
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ル
テ
ィ
の
チ

ョ
イ
ス
レ
ス
・
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
と
は
、
こ
の
随
観
の
言
い
換
え
な
の
で
あ
っ
た
。
著
者
の
ラ
リ
ー
が
高
く
評
価
し
て
い

る
よ
う
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
研
究
者
た
ち
の
多
く
も
チ
ョ
イ
ス
レ
ス
・
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
に
惹
か
れ
て
瞑
想
と
そ
の

研
究
に
入
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、  anupassaā 

と
チ
ョ
イ
ス
レ
ス
・
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
が
同
根

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
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止
観
の
組
み
合
わ
せ
方

止
観
に
お
け
る
集
中
力
と
洞
察
力
の
組
み
合
わ
せ
方
に
つ
い
て
は
、AN.II.156-157

（
テ
ー
マ
の
数
で
ま
と
め
た
経
典

の
四
テ
ー
マ
部
の
修
行
道
に
関
す
る
章
）
に
以
下
の
四
つ
の
方
法
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
①
先
に
集
中
力
を
養
成
し
て

か
ら
洞
察
力
を
修
行
す
る
。
②
洞
察
力
を
修
行
し
て
か
ら
集
中
力
を
養
う
。
③
集
中
力
と
洞
察
力
を
交
互
に
組
み
合
わ

せ
て
修
行
す
る
。
④
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
高
揚
が
お
さ
ま
っ
た
後
で
心
が
内
面
に
安
定
・
集
中
し
て
道
が
開
け
る
。

経
典
の
記
述
の
中
で
は
①
が
最
も
一
般
的
な
修
行
の
進
め
方
で
あ
り
、
専
門
的
に
瞑
想
修
行
を
す
る
人
た
ち
は
②
と

③
を
含
め
た
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
。
そ
の
人
の
性
格
に
合
っ
た
仕
方
に
合
わ
せ
る
の
が
よ
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て

④
は
、
瞑
想
修
行
に
関
心
の
な
い
人
た
ち
で
も
何
か
の
拍
子
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

高
揚
が
お
さ
ま
っ
た
後
で
心
が
落
ち
着
い
た
時
に
ふ
さ
わ
し
い
機
縁
が
あ
る
と
解
脱
に
向
け
た
道
が
開
け
る
こ
と
が
あ

る
。
組
織
的
・
教
義
的
な
宗
教
に
は
関
心
が
な
く
て
も
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
を
大
切
に
す
る
タ
イ
プ
の
現
代
人

に
は
合
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
か
も
し
れ
な
い
。

原
典
の
紹
介

解
説
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
以
下
に
本
書
で
使
わ
れ
て
い
る
経
典
の
い
く
つ
か
を
翻
訳
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

読
者
が
、
ラ
リ
ー
に
導
か
れ
て
ブ
ッ
ダ
の
瞑
想
法
に
触
れ
、
さ
ら
に
深
く
ブ
ッ
ダ
の
息
吹
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
よ
う
な

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
に
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思
う
。

●
「
男
女
や
僧
俗
を
問
わ
ず
絶
え
ず
省
察
す
べ
き
五
法
」（
増
支
部
／A

nguttara N
ikāya, AN

.III.71

）

こ
れ
は
、
僧
俗
を
問
わ
ず
誰
で
も
が
い
つ
も
振
り
返
っ
て
み
る
べ
き
教
え
で
あ
る
。
原
典
に
は
、
項
目
の
後
に
詳
し

い
考
察
法
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
実
際
に
解
脱
の
智
慧
が
生
ま
れ
る
瞬
間
に
つ
い
て
と
、
そ
の
後
に
ど
の

よ
う
に
し
て
そ
の
洞
察
を
育
て
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
で
あ
れ
出
家
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
五
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
絶

え
間
な
く
省
察
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

一
　「
私
は
年
老
い
る
運
命
に
あ
り
、
老
化
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き

で
あ
る
。

二
　「
私
は
病
気
に
な
る
運
命
に
あ
り
、
病
気
に
な
る
こ
と
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
絶
え
間
な

く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

三
　「
私
は
死
ぬ
運
命
に
あ
り
、
死
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家

で
あ
れ
出
家
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

四
　「
私
は
す
べ
て
の
愛
す
る
人
々
・
気
に
入
っ
た
人
々
と
別
れ
る
運
命
に
あ
り
離
れ
る
運
命
に
あ
る
」
と
、
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女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
で
あ
れ
出
家
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

五
　「
私
は
業
を
背
負
う
者
で
あ
り
、
業
を
引
き
継
ぐ
者
で
あ
り
、
業
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
業
に
縛

り
付
け
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
業
を
拠
り
所
と
す
る
者
で
あ
る
。
善
き
行
い
で
あ
れ
、
悪
し
き
行
い
で
あ

れ
、
あ
る
行
い
を
す
れ
ば
、
そ
の
業
の
結
果
を
引
き
継
ぐ
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男

性
で
あ
れ
、
在
家
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
比
丘
た
ち
よ
、「
私
は
老
い
る
運
命
に
あ
り
、
老
い
を
超
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
者
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察

す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

比
丘
た
ち
よ
、
衆
生
に
は
若
さ
に
お
い
て
若
さ
の
驕
り
が
あ
る
。
そ
の
驕
り
に
酔
い
し
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

身
体
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
発
話
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
意
に
よ
る
悪
行
を
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
根
源
と
な

る
も
の
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
、
若
さ
に
お
け
る
若
さ
の
驕
り
の
全
て
が
捨
て
去
ら
れ
る
か
、
弱
め

ら
れ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、「
私
は
年
老
い
る
運
命
で
あ
り
、
老
い
を
超
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
女
性
も
男
性
も
、
在
家
者
も
出
家
者
も
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

で
は
比
丘
た
ち
よ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、「
私
は
病
気
に
な
る
運
命
に
あ
り
、
病
気
に
な
る

こ
と
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
者
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、

絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。

比
丘
た
ち
よ
、
衆
生
に
は
健
康
に
つ
い
て
健
康
の
驕
り
が
あ
る
。
そ
の
驕
り
に
酔
い
し
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

身
体
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
発
話
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
意
に
よ
る
悪
行
を
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
根
源
と
な

る
も
の
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
、
健
康
に
つ
い
て
の
驕
り
の
全
て
が
捨
て
去
ら
れ
る
か
、
弱
め
ら
れ

る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、「
私
は
病
気
に
な
る
運
命
に
あ
り
、
病
気
を
超
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
者
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省

察
す
べ
き
で
あ
る
。

で
は
比
丘
た
ち
よ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
「
私
は
死
ぬ
運
命
に
あ
り
、
死
を
超
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
者
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き

で
あ
る
の
か
。

比
丘
た
ち
よ
、
衆
生
に
は
寿
命
に
つ
い
て
寿
命
の
驕
り
が
あ
る
。
そ
の
驕
り
に
酔
い
し
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

身
体
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
発
話
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
意
に
よ
る
悪
行
を
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
根
源
と
な

る
も
の
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
、
寿
命
に
つ
い
て
寿
命
の
驕
り
の
す
べ
て
が
捨
て
去
ら
れ
る
か
、
弱

め
ら
れ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
「
私
は
死
ぬ
運
命
に
あ
り
、
死
を
超
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
者
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す

べ
き
で
あ
る
。

で
は
比
丘
た
ち
よ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
「
私
は
す
べ
て
の
愛
す
る
人
々
・
気
に
入
っ
た
人
々

と
別
れ
る
運
命
に
あ
り
離
れ
る
運
命
に
あ
る
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
で
あ
れ
出
家
で
あ
れ
、
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絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。

比
丘
た
ち
よ
、
衆
生
た
ち
に
は
愛
す
る
人
に
対
し
て
貪
り
と
い
う
欲
望
が
あ
る
。
そ
の
貪
り
に
染
ま
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
発
話
に
よ
る
悪
行
を
行
い
、
意
に
よ
る
悪
行
を
行
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
根
源
と
な
る
も
の
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
、
愛
す
る
人
に
対
す
る
貪
り
と
い
う
欲
望
の

全
て
が
捨
て
去
ら
れ
る
か
、弱
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
「
私
は
す
べ
て
の
愛
す
る
人
々
・

気
に
入
っ
た
人
々
と
別
れ
る
運
命
に
あ
り
離
れ
る
運
命
に
あ
る
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
者
で

あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

で
は
比
丘
た
ち
よ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
「
私
は
業
を
背
負
う
者
で
あ
り
、
業
を
引
き
継
ぐ
者

で
あ
り
、
業
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
業
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
業
を
拠
り
所
と
す
る
者
で
あ
る
。

善
き
行
い
で
あ
れ
、
悪
し
き
行
い
で
あ
れ
、
あ
る
行
い
を
す
れ
ば
、
そ
の
業
の
結
果
を
引
き
継
ぐ
者
と
な
る
で

あ
ろ
う
」
と
、
女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で

あ
る
の
か
。

比
丘
た
ち
よ
、
衆
生
た
ち
の
身
体
に
よ
る
悪
行
が
あ
り
、
発
話
に
よ
る
悪
行
が
あ
り
、
意
に
よ
る
悪
行
が
あ

る
。
そ
の
根
源
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
、そ
の
悪
行
の
す
べ
て
が
捨
て
去
ら
れ
、あ
る
い
は
弱
く
な
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
意
味
合
い
に
よ
っ
て
「
私
は
業
を
背
負
う
者
で
あ
り
、
業
を
引
き
継
ぐ
者
で
あ
り
、
業
か

ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
業
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
業
を
拠
り
所
と
す
る
者
で
あ
る
。
善
き
行
い
で

あ
れ
、
悪
し
き
行
い
で
あ
れ
、
あ
る
行
い
を
す
れ
ば
、
そ
の
業
の
結
果
を
引
き
継
ぐ
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、

女
性
で
あ
れ
男
性
で
あ
れ
、
在
家
で
あ
れ
出
家
修
行
者
で
あ
れ
、
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
比
丘
た
ち
よ
、
聖
な
る
弟
子
が
「
老
い
る
運
命
に
あ
り
、
老
化
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
私
一

人
だ
け
で
は
な
い
」
と
省
察
し
、「
衆
生
た
ち
の
来
し
方
、
行
く
末
、
死
と
再
生
が
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の

衆
生
た
ち
は
老
い
る
運
命
に
あ
り
、
老
化
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
省
察
し
、
そ
の
根
源
を
絶
え
間

な
く
省
察
し
て
い
る
と
洞
察
の
道
（m

agga: 

解
脱
の
四
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
、
最
初
の
一
瞬
の
洞
察
を
「
道
心

（m
agga- citta

）」
と
呼
ぶ
。
そ
の
段
階
の
そ
の
後
に
繰
り
返
し
生
じ
る
同
様
な
洞
察
の
心
は
「
果
心
（  phala- citta

）」
と
呼

ば
れ
る
）
が
開
け
る
。
彼
は
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
実
践
す
る
。
そ
の
洞

察
の
道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
束
縛
が
捨
て
去
ら
れ
、
潜
在
す
る
煩
悩
が
空
っ

ぽ
に
な
る
。

「
病
気
に
な
る
運
命
に
あ
り
、病
気
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
私
一
人
だ
け
で
は
な
い
」と
省
察
し
、「
衆

生
た
ち
の
来
し
方
、
行
く
末
、
死
と
再
生
が
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
衆
生
た
ち
は
病
気
に
な
る
運
命
に
あ
り
、

病
気
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
省
察
し
、
そ
の
根
源
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
洞
察
の
道
が
開

け
る
。
彼
は
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
実
践
す
る
。
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し

み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
束
縛
が
捨
て
去
ら
れ
、
潜
在
す
る
煩
悩
が
空
っ
ぽ
に
な
る
。

「
死
ぬ
運
命
に
あ
り
、
死
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
私
一
人
だ
け
で
は
な
い
」
と
省
察
し
、「
衆
生
た

ち
の
来
し
方
、
行
く
末
、
死
と
再
生
が
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
衆
生
た
ち
は
老
い
る
運
命
に
あ
り
、
老
化

を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
省
察
し
、
そ
の
根
源
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
洞
察
の
道
が
開
け
る
。
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彼
は
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
実
践
す
る
。
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、
修

行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
束
縛
が
捨
て
去
ら
れ
、
潜
在
す
る
煩
悩
が
空
っ
ぽ
に
な
る
。

「
す
べ
て
の
愛
す
る
人
々
・
気
に
入
っ
た
人
々
と
別
れ
る
運
命
に
あ
り
、
離
れ
る
運
命
に
あ
る
の
は
私
一
人
だ

け
で
は
な
い
」
と
省
察
し
、「
衆
生
た
ち
の
来
し
方
、
行
く
末
、
死
と
再
生
が
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
衆
生

た
ち
は
、
す
べ
て
の
愛
す
る
人
々
・
気
に
入
っ
た
人
々
と
別
れ
る
運
命
に
あ
り
、
離
れ
る
運
命
に
あ
る
」
と

省
察
し
、
そ
の
根
源
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
洞
察
の
道
が
開
け
る
。
彼
は
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、

修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
実
践
す
る
。
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
る

と
、
束
縛
が
捨
て
去
ら
れ
、
潜
在
す
る
煩
悩
が
空
っ
ぽ
に
な
る
。

「
業
を
背
負
う
者
で
あ
り
、
業
を
引
き
継
ぐ
者
で
あ
り
、
業
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
業
に
縛
り
付
け
ら
れ

た
者
で
あ
り
、
業
を
拠
り
所
と
す
る
者
で
あ
る
。
善
き
行
い
で
あ
れ
、
悪
し
き
行
い
で
あ
れ
、
あ
る
行
い
を
す

れ
ば
、
そ
の
業
の
結
果
を
引
き
継
ぐ
者
と
な
る
の
は
私
一
人
だ
け
で
は
な
い
」
と
省
察
し
、「
衆
生
た
ち
の
来

し
方
、
行
く
末
、
死
と
再
生
が
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
衆
生
た
ち
は
、
業
を
背
負
う
者
で
あ
り
、
業
を
引
き

継
ぐ
者
で
あ
り
、
業
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
業
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
業
を
拠
り
所
と
す
る
者

で
あ
る
。
善
き
行
い
で
あ
れ
、
悪
し
き
行
い
で
あ
れ
、
あ
る
行
い
を
す
れ
ば
、
そ
の
業
の
結
果
を
引
き
継
ぐ
者

と
な
る
」
と
省
察
し
、
そ
の
根
源
を
絶
え
間
な
く
省
察
し
て
い
る
と
洞
察
の
道
が
開
け
る
。
彼
は
そ
の
洞
察
の

道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰
り
返
し
て
実
践
す
る
。
そ
の
洞
察
の
道
に
親
し
み
、
修
行
し
、
何
回
も
繰

り
返
し
て
い
る
と
、
束
縛
が
捨
て
去
ら
れ
、
潜
在
す
る
煩
悩
が
空
っ
ぽ
に
な
る
。

病
気
に
な
る
運
命
に
あ
り
　
老
化
す
る
運
命
に
あ
り
　
死
ぬ
運
命
に
あ
り
な
が
ら

そ
の
運
命
に
あ
る
衆
生
た
ち
　
凡
夫
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
忌
み
嫌
う

も
し
私
が
　
こ
の
よ
う
な
運
命
に
あ
る
生
き
も
の
た
ち
を
忌
み
嫌
う
な
ら
ば

そ
れ
は
　
こ
う
し
て
暮
ら
し
て
い
る
私
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い

私
は
こ
う
し
て
暮
ら
し
な
が
ら
　
執
着
を
離
れ
た
教
え
を
知
っ
て

健
康
や
若
さ
や
寿
命
に
関
す
る
驕
り
の
全
て
を
乗
り
越
え
　
出
離
を
見
て
安
穏
を
得
た

涅
槃
を
よ
く
見
た
私
に
は
　
健
全
な
力
が
授
か
り

今
と
な
っ
て
は
欲
愛
に
親
し
む
こ
と
は
で
き
な
い

清
ら
か
な
行
い
の
到
達
点
で
あ
る
輪
廻
す
る
こ
と
の
な
い
状
態
に
至
る
で
あ
ろ
う

●
「
出
家
修
行
者
が
絶
え
ず
省
察
す
べ
き
十
法
」（
増
支
部
／A

nguttara N
ikāya, AN

.V.87

）

こ
れ
は
出
家
修
行
者
が
い
つ
も
繰
り
返
し
て
考
え
て
み
る
べ
き
こ
と
の
十
項
目
で
あ
る
。
ビ
ル
マ
や
タ
イ
、
ス
リ
ラ

ン
カ
で
は
常
用
経
典
の
一
つ
と
し
て
暗
記
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
筆
者
（
井
上
）
も
大
好
き
な
経
典
で
、
還
俗

し
た
今
で
も
時
折
唱
え
て
は
ブ
ッ
ダ
を
思
い
起
こ
し
て
襟
を
正
す
よ
う
な
思
い
が
し
て
、
ス
ッ
キ
リ
す
る
。
第
一
項
目

の
カ
ー
ス
ト
制
度
の
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
家
の
本
質
で
も
あ
り
、
仏
教
が
イ
ン
ド
社
会
か
ら
消
え
て
し
ま
っ

た
理
由
で
も
あ
る
た
め
に
と
て
も
意
義
深
い
省
察
だ
。
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最
後
の
項
目
か
ら
は
、
出
家
修
行
者
た
ち
は
看
取
り
の
時
に
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ

れ
る
。
自
分
は
何
の
た
め
に
出
家
し
た
の
か
を
思
い
出
し
、
お
布
施
に
支
え
ら
れ
て
解
脱
の
た
め
だ
け
に
生
活
す
る
と

い
う
目
標
が
ど
れ
く
ら
い
達
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
お
互
い
に
確
認
し
合
っ
て
修
行
の
励
み
に
し
て
い
た
の
だ
。

比
丘
た
ち
よ
、
出
家
修
行
者
は
こ
れ
ら
十
法
に
つ
い
て
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

一
　「
私
は
今
日
カ
ー
ス
ト
制
度
の
外
に
出
た
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

二
　「
私
の
生
活
は
他
者
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

三
　「
在
家
者
と
は
違
う
行
儀
を
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

四
　「
生
活
習
慣
に
つ
い
て
、
己
の
心
に
や
ま
し
い
こ
と
は
な
い
か
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省

察
す
べ
き
で
あ
る
。

五
　「
清
ら
か
な
行
い
を
共
に
す
る
賢
者
た
ち
が
、
私
の
こ
と
を
よ
く
見
て
、
生
活
習
慣
に
つ
い
て
非
難
す

る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

六
　「
私
は
す
べ
て
の
愛
す
る
人
々
・
気
に
入
っ
た
人
々
と
別
れ
る
運
命
に
あ
り
離
れ
る
運
命
に
あ
る
」
と
、

出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

七
　「
私
は
業
を
背
負
う
者
で
あ
り
、
業
を
引
き
継
ぐ
者
で
あ
り
、
業
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
業
に
縛

り
付
け
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
業
を
拠
り
所
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
善
き
行
い
で
あ
れ
、
悪
し
き
行
い
で

あ
れ
、
あ
る
行
い
を
す
れ
ば
、
そ
の
業
の
結
果
を
引
き
受
け
る
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
出
家
修
行

者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

八
　「
私
は
昼
夜
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す

べ
き
で
あ
る
。

九
　「
私
は
空
屋
で
の
生
活
を
楽
し
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き

で
あ
る
。

十
　「
私
に
は
聖
な
る
特
別
な
知
見
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
超
人
法
が
得
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
死
の
間

際
に
な
っ
て
、
清
ら
か
な
行
い
を
共
に
す
る
修
行
者
た
ち
か
ら
問
わ
れ
て
赤
面
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
し
よ
う
」
と
、
出
家
修
行
者
は
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

出
家
修
行
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
十
法
を
絶
え
間
な
く
省
察
す
べ
き
で
あ
る
。

●
『
矢
の
喩
え
経
（Sallattena sutta

）』（
相
応
部
／Saṃ

yutta N
ikāya, SN

.IV.207

）

本
書
で
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
瞑
想
指
導
書
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
教
え
で
あ
る
が
、
意
外
と
全
体
像

が
知
ら
れ
て
い
な
い
経
典
の
一
つ
で
あ
る
。
ぜ
ひ
全
体
に
目
を
通
し
て
み
て
、
そ
こ
に
念
処
や
随
観
の
要
素
が
ど
の
よ

う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
読
み
解
い
て
み
て
欲
し
い
。
解
脱
に
至
る
道
に
つ
い
て
の
ア
ビ
ダ
ン
マ
（
仏
教
心
理
学
）

的
な
解
説
が
見
事
だ
と
思
う
の
で
、
各
自
の
瞑
想
実
践
で
工
夫
し
て
み
て
欲
し
い
。
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な
お
、
本
経
に
基
づ
い
た
現
代
的
な
痛
み
に
対
す
る
瞑
想
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
第
一
人
者
と
し
て
、
北
米
で
仏
教
瞑

想
を
広
め
た
レ
ヴ
ァ
イ
ン
（Stephen  Levine, 

一
九
三
七
～
二
〇
一
六
年
）
の
『
め
ざ
め
て
生
き
、
め
ざ
め
て
死
ぬ
』
を

紹
介
し
た
い
。
彼
は
、
死
の
看
取
り
の
領
域
で
大
き
な
貢
献
を
し
た
が
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
（Elisabeth Kü bler-

R
oss, 

一
九
二
六
～
二
〇
〇
四
年
）
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
も
彼
女
の
啓
蒙
活
動
を
陰
か
ら
支
え
た
人
で

あ
る
。
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
を
創
始
し
た
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
の
痛
み
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（『
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
ス
ト
レ
ス
低
減

法
』 

二
〇
〇
七
年
、
一
九
九
～
二
一
八
ペ
ー
ジ 

「
第
十
章
　
痛
み
を
心
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」）
も
レ
ヴ
ァ
イ
ン
の
も
の
（
前
掲

書 

一
四
五
～
一
八
三
ペ
ー
ジ
「
第
十
章
　
痛
み
に
取
り
組
む
」）
を
踏
襲
し
て
い
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
の
な
い
凡
夫
た
ち
も
楽
の
感
受
を
感
じ
、
苦
の
感
受
を
感
じ
、
不
苦
不
楽
の
感
受
を
感

じ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
を
備
え
た
聖
な
る
弟
子
た
ち
も
楽
の
感
受
を
感
じ
、
苦
の
感
受
を
感
じ
、
不
苦
不

楽
の
感
受
を
感
じ
る
。
そ
れ
で
は
比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
を
備
え
た
聖
な
る
弟
子
た
ち
は
見
聞
の
な
い
凡
夫
た
ち

と
何
が
違
い
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
、
そ
の
違
い
を
も
た
ら
す
原
因
は
何
な
の
か
。

尊
師
よ
、
私
た
ち
の
法
は
世
尊
を
根
源
と
し
、
世
尊
を
導
き
手
と
し
、
世
尊
を
拠
り
所
と
し
て
い
ま
す
。
尊

師
よ
、
世
尊
ご
自
身
が
、
お
話
さ
れ
た
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
比
丘
た
ち
は
、

よ
く
聞
い
て
記
憶
し
て
お
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
比
丘
た
ち
よ
、聴
く
が
よ
い
。
心
の
中
で
よ
く
考
え
て
み
な
さ
い
。
そ
れ
で
は
説
く
こ
と
に
し
よ
う
。

比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
の
な
い
凡
夫
は
苦
の
感
受
に
触
れ
る
と
、
悲
し
み
、
疲
弊
し
、
号
泣
し
、
胸
を
た
た
い

て
嘆
き
悲
し
み
、
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
身
体
的
感
受
と
心
理
的
感
受
と
い
う
二
つ

の
感
受
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
比
丘
た
ち
よ
、
人
を
矢
で
射
る
と
す
る
。
そ
し
て
第
二
の
矢
で
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
比
丘
た
ち

よ
、
こ
の
よ
う
に
彼
は
二
つ
の
矢
の
感
受
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
の

な
い
凡
夫
は
苦
の
感
受
に
触
れ
る
と
、
悲
し
み
、
困
惑
し
、
号
泣
し
、
胸
を
た
た
い
て
嘆
き
悲
し
み
、
何
が
何

だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
身
体
的
感
受
と
心
理
的
感
受
と
い
う
二
つ
の
感
受
を
体
験
す
る
こ
と

に
な
る
。

彼
は
苦
の
感
受
に
触
れ
て
い
る
時
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
し
ま
う
。
苦
の
感
受
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
と
苦

の
感
受
に
よ
る
嫌
悪
随
眠
が
潜
行
す
る
。
す
る
と
彼
は
苦
の
感
受
に
触
れ
た
時
に
は
官
能
的
快
楽
を
喜
ぶ
よ
う

に
な
る
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
比
丘
た
ち
よ
、
彼
は
官
能
的
快
楽
以
外
に
苦
の
感
受
か
ら
の
出
離
を
知
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

官
能
的
快
楽
を
喜
ん
で
い
る
人
に
は
、
楽
の
感
受
に
よ
る
貪
欲
随
眠
が
潜
行
す
る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
感
受

の
生
起
も
、
消
滅
も
、
魅
力
も
、
厭
わ
し
さ
も
、
出
離
も
あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
な
い
。
そ
う
し
た
感
覚
の
生
起

も
、
消
滅
も
、
魅
力
も
、
厭
わ
し
さ
も
、
出
離
も
あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
な
い
人
に
は
、
不
苦
不
楽
の
感
受
に
よ

る
無
明
随
眠
が
潜
行
す
る
。
彼
は
、
楽
の
感
受
を
体
験
す
る
に
も
縛
り
付
け
ら
れ
な
が
ら
体
験
す
る
。
苦
の
感
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受
を
体
験
す
る
に
も
縛
り
付
け
ら
れ
な
が
ら
体
験
す
る
。
不
苦
不
楽
の
感
受
を
体
験
す
る
に
も
縛
り
付
け
ら
れ

な
が
ら
体
験
す
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
、
見
聞
の
な
い
凡
夫
は
誕
生
、
死
、
悲
し
み
、
号
泣
、

苦
し
み
、
苦
悩
、
憂
い
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
、
苦
し
み
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

見
聞
を
備
え
た
聖
な
る
弟
子
は
、
苦
の
感
受
に
ふ
れ
た
時
に
悲
し
ま
ず
、
疲
弊
せ
ず
、
号
泣
せ
ず
、
胸
を
た

た
い
て
嘆
き
悲
し
む
こ
と
な
く
、
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
。
彼
は
身
体
的
感
受

ひ
と
つ
を
体
験
す
る
が
、
心
理
的
感
受
を
体
験
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
比
丘
た
ち
よ
、
人
を
矢
で
射
て

も
第
二
の
矢
で
追
い
打
ち
を
か
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
比
丘
た
ち
よ
、
彼
は
一

つ
の
矢
に
よ
る
感
受
を
体
験
す
る
。

ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
を
備
え
た
聖
な
る
弟
子
は
苦
の
感
受
に
ふ
れ
た
時
に
悲
し
ま

ず
、
疲
弊
せ
ず
、
号
泣
せ
ず
、
胸
を
た
た
い
て
嘆
き
悲
し
む
こ
と
な
く
、
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
な
い
。
彼
は
身
体
的
感
受
と
い
う
一
つ
の
感
受
を
体
験
す
る
だ
け
で
あ
り
、
心
理
的
感
受
を
体
験

す
る
こ
と
は
な
い
。

彼
は
苦
の
感
受
を
体
験
す
る
と
き
に
嫌
悪
感
を
抱
く
こ
と
が
な
い
。
苦
の
感
受
を
体
験
し
て
も
嫌
悪
感
を
抱

く
こ
と
が
な
い
人
に
は
、
嫌
悪
随
眠
が
潜
行
し
な
い
。
彼
は
苦
の
感
受
を
体
験
し
て
も
官
能
的
快
楽
を
喜
ば
な

い
。
そ
れ
は
何
故
か
？
　
比
丘
た
ち
よ
、
見
聞
を
備
え
た
聖
な
る
弟
子
は
官
能
的
快
楽
以
外
に
苦
の
感
受
か
ら

の
出
離
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
官
能
的
快
楽
を
喜
ば
な
い
彼
に
は
、
官
能
的
快
楽
に
よ
る
貪
欲
随
眠
が

潜
行
し
な
い
。
彼
は
そ
う
し
た
感
受
の
生
起
も
、
消
滅
も
、
魅
力
も
、
厭
わ
し
さ
も
、
出
離
も
あ
り
の
ま
ま
に

知
る
。
そ
う
し
た
感
受
の
生
起
も
、
消
滅
も
、
魅
力
も
、
厭
わ
し
さ
も
、
出
離
も
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
人
に
は
、

不
苦
不
楽
の
感
受
に
よ
る
無
明
随
眠
が
潜
行
し
な
い
。
彼
は
、
楽
の
感
受
を
体
験
す
る
に
も
縛
り
付
け
ら
れ
る

こ
と
な
く
体
験
し
、
苦
の
感
受
を
体
験
す
る
に
も
縛
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
体
験
し
、
不
苦
不
楽
の
感
受
を

体
験
す
る
に
も
縛
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
体
験
す
る
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
聖
な
る
弟
子
は
誕
生
か
ら
も
、
老
い
か
ら
も
、
死
か
ら
も
、
悲
し
み
か

ら
も
、
号
泣
か
ら
も
、
苦
か
ら
も
、
苦
悩
か
ら
も
、
憂
い
か
ら
も
解
き
放
た
れ
、
苦
し
み
か
ら
解
き
放
た
れ
て

い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
れ
が
見
聞
を
備
え
た
聖
な
る
弟
子
と
見
聞
の
な
い
凡
夫
た
ち
と
の

違
い
で
あ
り
、
意
味
合
い
で
あ
り
、
違
い
を
も
た
ら
す
原
因
で
あ
る
。

智
慧
あ
り
博
識
で
巧
み
な
者
は

楽
受
も
苦
受
も
体
験
し
な
い

こ
れ
が
賢
者
と
凡
夫
と
の

大
き
な
相
違

博
識
で
現
象
を
見
極
め
て

こ
の
世
と
あ
の
世
を
よ
く
見
る
者
は

好
ま
し
い
現
象
に
心
を
乱
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し

好
ま
し
く
な
い
も
の
を
嫌
悪
す
る
こ
と
も
な
い



251 250

仏教瞑想についての解説と資料

生
存
を
超
え
た
者
は

道
を
知
り
　
汚
れ
な
く
憂
い
な
く

正
し
く
遍
く
知
る
ゆ
え
に

満
悦
に
浸
る
こ
と
も
な
く
　
不
満
を
抱
く
こ
と
も
な
く

破
壊
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
　
壊
滅
す
る
こ
と
も
な
い

参
考
図
書

最
後
に
、
死
念
に
関
連
し
た
本
書
の
よ
う
な
教
え
と
瞑
想
実
践
が
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
に
よ
る
死
の
臨
床
の
啓

蒙
活
動
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
現
代
社
会
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
以
下
の
書
籍
を

読
ん
で
み
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

『
め
ざ
め
て
生
き
、
め
ざ
め
て
死
ぬ
』
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
　
春
秋
社
　
一
九
九
九
年

レ
ヴ
ァ
イ
ン
（
一
九
三
七
～
二
〇
一
六
年
）
は
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
（
一
九
二
六
～
二
〇
〇
四
年
）
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
瞑
想
指
導
を
担
当
し
た
仏
教
瞑
想
の
指
導
者
で
あ
り
、
妻
の
オ
ン
ド
レ
ア
と
共
に
死
の
臨
床

に
お
け
る
支
援
活
動
と
啓
蒙
活
動
に
よ
る
大
き
な
貢
献
を
し
た
。
宗
教
を
超
え
た
大
き
な
姿
勢
で
説
か
れ
る
彼
の
代
表

作
で
あ
る
。

『
ブ
ッ
ダ
の
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ー
』
マ
ー
ク
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
　
春
秋
社
　
二
〇
〇
九
年

エ
プ
ス
タ
イ
ン
（M

ark  Epstein, 

一
九
五
三
年
～
）
は
精
神
分
析
と
仏
教
瞑
想
を
架
橋
す
る
革
新
的
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
精
神
分
析
家
。
彼
は
ラ
リ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
と
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
の
創
始
者
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
と
三
羽
烏

の
よ
う
な
法
友
関
係
に
あ
る
。
彼
ら
は
様
々
な
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
仏
教
を
西
洋
社
会
に
広
め
る
工
夫
を
し
て
い
る
。

こ
の
本
の
原
タ
イ
ト
ル  Thoughts  w

ithout a  thinker 

は
、
ビ
オ
ン
の
言
葉
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
、
仏
教
の
空

を
精
神
分
析
的
な
洞
察
の
視
点
に
つ
な
げ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
ビ
オ
ン
は
、
キ
ー
ツ
の
日
記
か
ら
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ケ

イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
を
発
掘
し
た
精
神
分
析
家
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
無
我
や
空
や
縁
起
を
、
日
常
で
ど
の
よ

う
に
生
き
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ト
に
満
ち
て
い
る
。

『
新
た
な
全
人
的
ケ
ア
』
ト
ム
・
A
・
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
編
　
公
益
財
団
法
人
日
本
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
研
究
振
興
財
団
　

二
〇
一
六
年

ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
（Tom

 A.  H
utchinson, 

？
年
～
）
は
、
マ
ギ
ル
大
学
付
属
病
院
で
緩
和
ケ
ア
病
棟
を
創
始
し
た
バ
ル

フ
ォ
ア
・
マ
ウ
ン
ト
（B

alfour M
.  M

ount, 

一
九
三
九
年
～
）
が
取
り
組
み
始
め
た
新
し
い
医
学
教
育
の
継
承
者
で
あ
る
。

全
人
的
ケ
ア
は
、
M
・
バ
リ
ン
ト
（M

ichael  B
alint, 

一
八
九
六
～
一
九
七
〇
年
）
の
全
人
的
医
療
の
概
念
に
基
づ
き
、
ユ

ン
グ
心
理
学
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
二
つ
の
柱
と
し
て
、
癒
し
と
治
療
を
統
合
し
た
医
療
の
可
能
性
を
追
求
し
な
が



253 252

仏教瞑想についての解説と資料

ら
、
具
体
的
な
医
学
教
育
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
訳
者
の
恒
藤
暁
（
一
九
五
九
年
～
）
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
る
緩
和
ケ
ア
医
で
あ
る
。

『
楽
し
く
生
き
る
、
豊
か
に
終
え
る
』
井
上
ウ
ィ
マ
ラ
　
春
秋
社
　
二
〇
一
九
年

人
生
の
最
期
に
浮
上
し
て
く
る
こ
と
の
多
い
、
①
人
生
の
意
味
を
見
つ
め
る
、
②
許
し
・
許
さ
れ
る
、
③
「
大
好
き

だ
よ
・
愛
し
て
い
る
よ
」
を
伝
え
る
、
④
「
あ
り
が
と
う
」
を
伝
え
る
、
⑤
別
れ
を
告
げ
る
と
い
う
五
つ
の
テ
ー
マ
に

そ
っ
て
事
例
が
考
察
し
て
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
子
育
て
を
は
じ
め
と
す
る
日
常
生
活
の
中
で
心
が
け
る
こ
と
が
人
生
を

豊
か
に
し
て
く
れ
る
大
切
な
課
題
で
あ
る
。
後
半
で
は
、
ユ
ン
グ
の
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
、
家
系
図
を

コ
マ
に
し
て
動
か
し
な
が
ら
家
族
関
係
を
考
察
す
る
手
法
を
紹
介
し
な
が
ら
、
仏
教
瞑
想
と
心
理
療
法
を
統
合
し
た
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
可
能
性
が
探
求
さ
れ
て
い
る
。

『
子
育
て
か
ら
看
取
り
ま
で
の
臨
床
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
』
井
上
ウ
ィ
マ
ラ
　
興
山
舎
　
二
〇
一
九
年

看
取
り
の
現
場
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
死
に
ゆ
く
人
と
看
取
る
人
の
間
に
あ
る
家
族

関
係
に
心
を
は
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
子
育
て
か
ら
看
取
り
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
風
景
と
そ
れ
ら
を
深
く

理
解
す
る
た
め
の
諸
理
論
に
つ
い
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
住
職
向
け
の
月
刊
誌

に
連
載
さ
れ
た
読
み
や
す
い
長
さ
の
五
〇
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

『
人
生
の
終
わ
り
に
学
ぶ
、
観
想
の
智
恵
』
コ
ー
シ
ン
・
ペ
イ
リ
ー
・
エ
リ
ソ
ン
、
マ
ッ
ト
・
ワ
イ
ン
ガ
ス
ト
編
　
北
大

路
書
房
　
二
〇
二
〇
年

死
に
ゆ
く
人
に
寄
り
添
う
た
め
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
や
慈
し
み
な
ど
の
瞑
想
実
践
は
ど
う
役
立
つ
の
か
に
つ
い

て
、
西
洋
の
瞑
想
指
導
者
、
ア
ジ
ア
の
仏
教
僧
、
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
や
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
を
は
じ
め
と
す

る
終
末
期
医
療
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
医
療
者
な
ど
に
よ
る
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
エ
ッ
セ
イ
集
。
ラ
リ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン

バ
ー
グ
も
第
二
〇
章
「
第
三
の
使
い
：
死
は
不
可
避
な
り
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。
第
一
編
者
の
浩
信
・
ペ
イ
リ
ー
・
エ

リ
ソ
ン
（K

oshin  Paley  Ellison

）
は
、
観
想
的
ケ
ア
の
た
め
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
禅
セ
ン
タ
ー
（N

ew
  York Zen  C

enter for 

C
ontem

plative  C
are:  N

Y
ZC

C
C

）
の
共
同
設
立
者
で
あ
り
、
曹
洞
禅
の
系
譜
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
臨
床

牧
会
教
育
（A

C
PE

）
と
し
て
認
め
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
た
。

『
死
に
ゆ
く
人
と
共
に
あ
る
こ
と
』
ジ
ョ
ア
ン
・
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
　
春
秋
社
　
二
〇
二
三
年

著
者
の
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
（Joan  H

alifax, 

一
九
四
二
年
～
）
は
医
療
人
類
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
ウ
パ
ー
ヤ
禅
セ
ン

タ
ー
（U

pāya Zen  C
enter

）
を
創
設
し
た
禅
の
老
師
で
あ
り
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
死
の
臨
床
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験

が
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
「
死
に
ゆ
く
人
と
そ
の
家
族
を
ケ
ア
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
り
え
な
い
も
の
、
予
想
も

で
き
な
い
も
の
、
人
生
の
崩
壊
の
真
っ
た
だ
中
に
身
を
置
く
と
い
う
途
方
も
な
い
修
行
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
や
思
い
や
り
の
瞑
想
が
、
そ
の
途
方
も
な
い
修
行
の
中
心
と
な
る
の
だ
が
、
死
の
臨
床
の
情
景
を
借
り

て
語
ら
れ
る
そ
の
実
践
は
、
毎
日
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
な
が
ら
生
き
て
ゆ
け
ば
人
生
を
豊
か
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
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で
き
る
の
か
を
考
え
る
最
高
の
材
料
に
な
っ
て
く
れ
る
。
本
書
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る  B

eing  w
ith  D

ying 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
一
週
間
の
合
宿
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
二
泊
三
日
に
ま
と
め
たG.R.A.C.E.

と
い
う
緩
和
医
療
に

お
け
る
燃
え
つ
き
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
日
本
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
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