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慈
悲
の
実
践

　
─
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
瞑
想
の
諸
流
派
に
関
す
る
一
考
察

カ
マ
イ
・
ダ
マ
サ
ミ

蝶
名
林 

亮
　
訳

　
﹁
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
︵
上
座
仏
教
・
南
伝
仏
教
︶
は
、
悟
り
を

目
指
す
過
程
で
、
慈
悲
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
説
い
て
い
な
い
﹂

と
い
う
見
解
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
。
私
は
、
こ
の
論
考
で
、

今
日
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
に
お
け
る
﹁
内
観
実
践
に
基
づ
く

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︵
気
づ
き
・
念
︶
の
境
地
﹂
の
い
く
つ
か
に

つ
い
て
、
そ
の
構
造
を
少
々
考
察
し
、
そ
の
上
で
、
上
記
の
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
見
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
考
え
て
み
た
い
。

　

考
察
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
仏
教
の
正
典
の
記
述
に
依
拠
す

る
以
上
に
、
今
日
、
現
に
実
行
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏

教
の
瞑
想
の
諸
流
派
を
参
照
す
る
と
い
う
方
針
を
取
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
れ
ら
の
流
派
の
多
く
は
、
悟
り
を
得
る
に
は
、
色
心

の
変
化
過
程
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
常
を
体
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
瞑
想
の
技
法
を

定
め
る
の
に
使
わ
れ
る
の
は
、
瞑
想
の
師
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
試
行
さ
れ
検
証
さ
れ
た
体
験
だ
か
ら
で
あ
る
。
関
係
す
る

経
典
や
釈
義
書
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
修
行
方
法
の
正
し
さ

を
裏
付
け
て
く
れ
る
権
威
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
が

通
例
で
あ
る
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
３
：
仏
教
と
科
学

―
心
身
の
健
康
へ 

仏
教
実
践
と
科
学
の
効
用
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１
　
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
実
践
：

ミ
ャ
ン
マ
ー
と
タ
イ
の
事
例

今
と
い
う
瞬
間
か
ら
離
れ
な
い

　

マ
ハ
ー
シ
・
サ
ヤ
ド
ー
︵M

ahasi Sayadaw

／1904

-1982

︶︹
サ

ヤ
ド
ー
は
長
老
を
意
味
す
る
尊
称
︺
は
、
現
代
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏

教
の
代
表
的
教
師
の
一
人
で
あ
り
、
一
九
四
七
年
に
今
の
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
設
立
さ
れ
た
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
セ
ン
タ
ー
︹
現
在

の
マ
ハ
ー
シ
瞑
想
セ
ン
タ
ー
︺
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
彼
は
、
瞑
想

の
手
引
き
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

見
る
、
聞
く
、
嗅
ぐ
、
食
べ
る
、
触
る
、
歩
く
、
立
つ
、

座
る
、
眠
る
、
体
を
曲
げ
る
、
体
を
伸
ば
す
、
考
え
る

─
こ
れ
ら
の
最
中
に
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
体
験
を
観
想

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色

心
、
無
常
、
苦
、
不
変
の
自
己
は
存
在
し
な
い
こ
と
︵
無
我
︶

を
観
得
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
し
も
、
今
と
い
う
瞬
間
の

体
験
を
そ
の
よ
う
に
観
想
で
き
な
け
れ
ば
、
瞑
想
者
は
誤
っ

て
、
そ
れ
ら
の
体
験
を
﹁
永
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
地

よ
く
、
魅
力
的
で
、
良
い
も
の
で
あ
り
、
永
遠
の
幸
福
を

与
え
て
く
れ
る
不
変
の
実
体
で
あ
る
﹂
と
思
い
こ
ん
で
し

ま
い
、
そ
れ
ら
に
執
着
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
うあ
。

︹
論
文
筆
者
に
よ
る
英
訳
か
ら
邦
訳
︺

　

マ
ハ
ー
シ
瞑
想
セ
ン
タ
ー
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
約
四
百
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
で
の
瞑
想
期
間
中
、
修
行
者
の
努
力
の
す
べ
て
は
、

﹁
一
日
の
う
ち
、
い
つ
で
も
、
何
を
し
て
い
て
も
、
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
の
境
地
を
深
め
て
い
く
﹂
こ
と
に
、
そ
し
て
﹁
そ
の
境

地
に
よ
っ
て
自
己
の
色
心
の
変
化
を
観
照
し
、
そ
れ
ら
の
性
質

を
正
し
く
把
握
す
る
﹂
こ
と
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
初
心
者
で

さ
え
、
一
時
間
の
座
禅
と
歩
行
の
行
を
交
互
に
行
う
修
行
を
毎

日
八
度
も
繰
り
返
す
。
修
行
期
間
は
七
日
間
か
ら
三
カ
月
間
ま

で
様
々
で
、
マ
ハ
ー
シ
瞑
想
セ
ン
タ
ー
で
は
年
間
い
つ
で
も
行

わ
れ
て
い
る
。

　

多
く
の
人
々
が
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
修

行
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
セ
ン
タ
ー
で
は
、
中

心
的
な
指
導
書
と
し
て
、
パ
ー
リ
仏
典
の
﹃
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー

ナ
・
ス
ッ
タ
﹄︵Satipaṭṭhāna -sutta

／
念
処
経
︶
を
使
用
し
て
い
る
。
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マ
ハ
ー
シ
瞑
想
セ
ン
タ
ー
の
支
部
は
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
、
そ
し
て
西
洋
に
も
あ
る
。
西
洋

の
著
名
な
瞑
想
指
導
者
た
ち
の
幾
人
か
も
マ
ハ
ー
シ
派
の
修
行

を
重
ね
て
き
た
。
ニ
ャ
ナ
ポ
ニ
カ
・
セ
ラ
︵N

yanaponika Thera

／1901

-1994

︶、
ジ
ョ
セ
フ
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
イ
ン
︵Joseph 

G
oldstein

／1944

-
︶、
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
︵Jack 

K
ornfield

／1945

-
︶、
そ
し
て
シ
ャ
ロ
ン
・
サ
ル
ツ
バ
ー
グ

︵Sharon Salzberg

／1952

-い︶
ら
で
あ
る
。

　

ニ
ャ
ナ
ポ
ニ
カ
・
セ
ラ
の
著
作
﹃
仏
教
瞑
想
の
心
髄
﹄︵The 

H
eart of Buddhist M

editation

︶
に
は
、
著
者
は
マ
ハ
ー
シ
長
老
と

そ
の
師
で
あ
る
ミ
ン
グ
ン
長
老
︵M

ingun Sayadaw
／1868

-

1955

︶
か
ら
瞑
想
の
修
行
を
学
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著

作
は
、
西
洋
の
科
学
者
に
お
け
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
実
践
と

研
究
に
と
っ
て
主
要
な
情
報
源
の
ひ
と
つ
で
あ
り
続
け
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
社
会
心
理
学
者
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム

︵Erich S. From
m

︶
は
、
こ
の
書
に
つ
い
て
、﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
・
ス
ト
レ
ス
低
減
法
︵M

indfulness-B
ased Stress R

eduction, 

M
B

SR

︶﹂
の
開
発
者
で
あ
る
米
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学

の
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
︵Jon K

abat-Zin

︶
教
授
、
な
ら
び

に
﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
認
知
療
法
︵M

indfulness-B
ased C

ogni-

tive Therapy, M
B

C
T

︶﹂
の
開
発
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
英
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
の
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
︵M

ark W
illiam

s

︶

教
授
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
推
薦
し
て
い
る
。﹁
こ
れ
は
比
類
な

き
重
要
性
を
も
つ
著
作
で
す
。
大
い
な
る
深
遠
さ
、
驚
く
べ
き

知
識
、
深
い
人
間
性
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
瞑
想
修
行

へ
の
ガ
イ
ド
と
し
て
、
こ
の
本
に
匹
敵
す
る
本
を
私
は
知
り
ま

せ
ん
﹂

「
無
常
を
観
れ
ば
、
執
着
が
消
え
る
」

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
で
同
様
に
人
気
が
あ

る
流
派
に
モ
ゴ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
が
あ
り
、
創
始

者
で
あ
る
モ
ゴ
ッ
ク
長
老
︵M

ogok Sayadaw

／1899

-1962

︶
も

︹
マ
ハ
ー
シ
派
と
︺
似
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
実

例
は
、
彼
が
弟
子
に
与
え
た
以
下
の
指
導
に
も
見
て
と
れ
る
。

師
︵
モ
ゴ
ッ
ク
長
老
︶：
そ
な
た
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も

の
、
例
え
ば
、
そ
な
た
自
身
の
肉
体
、
そ
な
た
の
伴
侶
や

子
ど
も
た
ち
、
あ
る
い
は
財
産
か
ら
人
生
哲
学
ま
で
何
で
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も
⋮
⋮
す
べ
て
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
に
よ
っ
て
観
想

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
誕
生

と
衰
え
と
死
を
、
そ
れ
ら
が
来
た
り
て
は
去
る
さ
ま
を
、

そ
な
た
は
観
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
無
常
を
観
る
こ
と

で
あ
る
。

　

あ
る
も
の
が
生
起
し
消
滅
す
る
さ
ま
を
観
る
こ
と
は
、

苦
と
い
う
そ
の
実
相
を
観
る
こ
と
で
あ
る
。︹
万
象
の
も
つ
︺

生
滅
無
常
と
い
う
本
性
は
、
苦
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

弟
子
：
師
よ
、
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

師
：
無
我
︵anattā

︶
す
ら
⋮
⋮
？

弟
子
：
無
常
で
あ
り
ま
す
、
師
よ
。

師
：
苦
の
真
理
︵
苦
諦
︶
も
ま
た
？

弟
子
：
無
常
で
あ
り
ま
す
、
師
よ
。

師
： 

生
滅
の
相
を
観
る
と
き
、
人
が
も
つ
愛
着
の
習
い
に

何
が
起
こ
る
か
？　

そ
れ
は
、
終
わ
り
を
告
げ
る
の
だ
。

弟
子
：
師
よ
、
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

師
：
愛
着
が
消
え
れ
ば
、
渇
愛
と
取
︵
執
着
︶
も
消
え
る
。

業
の
流
転
も
消
え
る
。
さ
す
れ
ば
、
輪
廻
も
な
く
な
る
で

は
な
い
か
？

弟
子
：
な
く
な
り
ま
す
、
師
よ
。

師
：
無
常
を
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
を
根
絶
や
し
に
で

き
る
の
だ
。

弟
子
：
師
よ
、
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

師
：
同
様
に
、
そ
な
た
が
苦
を
観
れ
ば
ど
う
な
る
か
？

弟
子
：
取
は
克
服
さ
れ
ま
す
、
師
よ
。

師
：
不
変
の
自
己う
な
る
も
の
は
存
在
せ
ぬ
こ
と
を
観
た
な

ら
ば
？

弟
子
：
取
は
克
服
さ
れ
ま
す
、
師
よ
。

師
：
苦
の
真
理
︵
苦
諦
︶
を
観
た
な
ら
ば
？

弟
子
：
取
は
克
服
さ
れ
ま
す
、
師
よえ。

︹
論
文
筆
者
自
身
に
よ
る
英
訳
か
ら
邦
訳
︺

　

モ
ゴ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
協
会
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内

に
四
百
以
上
の
修
行
施
設
を
も
っ
て
お
り
、ウ
・
ヴ
ィ
マ
ー
ラ
︵U

 

V
im

ala

／
Ｕ
は
尊
称
︶
の
法
名
で
も
知
ら
れ
る
モ
ゴ
ッ
ク
長
老
が

教
え
た
瞑
想
法
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
焦
点
は
﹁
呼
吸
に
よ
る

気
づ
き
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︵ā nā pā nasati

／
ア
ー
ナ
ー
パ
ー

ナ
・
サ
テ
ィ
、
安
般
念
、
持
息
念
、
数
息
観
︶﹂︹
呼
吸
を
意
識
し
な
が
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ら
集
中
と
観
想
を
深
め
る
瞑
想
︺
と
﹁
縁
起
の
法
﹂
で
あ
る
。
彼
は
、

縁
起
の
法
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
主
張

し
、
十
二
因
縁
︵
十
二
縁
起
︶
を
四
諦
の
観
点
か
ら
考
察
さ
せ
る
。

強
調
す
る
の
は
、
苦
悩
の
輪
廻
を
ど
う
や
っ
て
終
息
さ
せ
る
か

で
あ
る
。
修
行
期
間
中
、
毎
日
少
な
く
と
も
一
時
間
は
、
縁
起

に
つ
い
て
の
理
論
的
な
学
習
が
行
わ
れ
る
。
精
神
集
中
と
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
自
己
の
呼
吸
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
て
い
く
。
集
中
が
一
定
の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
ら
、
修

行
者
は
、﹁
今
こ
の
瞬
間
﹂
の
経
験
の
生
起
と
消
滅
を
、
す
な
わ

ち
無
常
を
観
想
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
他
に
も
著
名
な
瞑
想
の
流
派
が
あ
る
。
そ

の
創
始
者
パ
オ
長
老
︵Pa A
uk Sayadaw

　

法
名
ウ
・
ア
ー
チ
ン
ナ 

U
 A

cinna

／1934

-
︶
の
名
前
を
冠
す
る
パ
オ
派
で
あ
る
。
こ
の

派
も
修
行
の
中
で
無
常
を
観
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
上
記
の

ふ
た
つ
の
流
派
と
は
異
な
る
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
修
行
者

は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
の
修
行
を
始
め
る
前
に
サ
マ
タ︵sam

atha

︶

瞑
想
の
様
々
な
技
法
を
学
び
、
そ
の
い
く
つ
か
の
階
梯
を
経
て
、

禅
定
の
境
地
に
至
る
ま
で
、
心
を
落
ち
着
か
せ
安
定
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
︹
訳
注
：
﹁
サ
マ
タ
瞑
想
﹂﹁
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
﹂
は
、
そ

れ
ぞ
れ
大
乗
仏
教
の
﹁
止
﹂﹁
観
﹂
に
当
た
る
。
サ
マ
タ
瞑
想
︵
止

禅
︶
は
心
を
ひ
と
つ
の
対
象
に
集
中
さ
せ
、
三
昧
︵Sam

ā dhi

︶

を
得
る
修
行
。
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
︵
観
禅
︶
は
、
瞬
間
瞬

間
の
事
象
を
正
し
く
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
智
慧
を
得
る
修

行
。
こ
の
﹁
精
神
的
集
中
﹂
と
﹁
気
づ
き
﹂
は
不
離
の
関
係
に

あ
り
、
戒
定
慧
の
三
学
の
﹁
定
︵
三
昧
︶﹂
と
﹁
慧
︵
智
慧
︶﹂

の
関
係
に
相
当
す
る
︺

　

三
昧
︵
集
中
・
定
︶
を
確
立
し
た
後
に
、
修
行
者
は
、
同
じ
く

﹁
呼
吸
に
よ
る
気
づ
き
︵
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︶﹂
を
通
し
て
、
四

大
︵
地
水
火
風
︶、
十
遍
処お、
三
十
二
身し
ん

分ぶ
ん

︵
身
体
の
三
十
二
の
パ
ー

ツか︶
の
様
々
な
側
面
を
観
想
し
、
そ
の
後
、
再
び
十
遍
処
を
観
想

し
て
か
ら
、
四
種
の
護
衛
禅
︹
慈
心
観
、
仏
随
念
、
不
浄
観
、
死
随
念
。

内
心
の
危
険
と
外
部
の
危
険
か
ら
身
を
護
る
た
め
に
修
習
す
る
︺
に
進

む
。
護
衛
禅
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
の
修
行

過
程
を
経
た
弟
子
が
教
師
を
満
足
さ
せ
る
レ
ベ
ル
に
達
し
た
時

に
、
初
め
て
弟
子
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
へ
と
導
か
れ
る
。

こ
こ
か
ら
弟
子
た
ち
は
、
注
意
の
焦
点
を
無
常
の
覚
知
へ
と
向

け
変
え
る
。
そ
の
覚
知
が
悟
り
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
パ
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オ
派
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
い
て
禅
定
の
修
行
︹
サ
マ
タ
瞑
想
︺

を
行
う
ふ
た
つ
の
流
派
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
他
の
ひ
と

つ
は
森
林
瞑
想
派
で
あ
る
ミ
ェ
ジ
ン
・
ト
ー
ヤ
︵M

ye-zin taw
ya

︶

の
系
列
で
あ
る
。
こ
の
二
派
以
外
は
、﹁
サ
マ
サ
瞑
想
抜
き
で
直

ち
に
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
を
行
う
方
法
﹂
を
採
用
し
て
い
る
。

「
我
が
有
る
」
と
の
執
着
か
ら
離
脱
す
る

　

タ
イ
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
チ
ャ
ン
・
チ
ャ
ー
師
︵A

jahn C
hah 

1918

-1992

︶
が
西
洋
人
に
最
も
知
ら
れ
た
森
林
瞑
想
の
指
導
者

で
あ
ろ
う
。
彼
は
自
ら
の
実
践
と
教
説
に
お
い
て
、
サ
マ
タ
瞑

想
と
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
双
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
結
合
さ

せ
た
よ
う
に
見
え
る
。
彼
の
瞑
想
セ
ン
タ
ー
は
世
界
に
二
百
ほ

ど
支
部
が
あ
り
、
英
国
に
は
五
カ
所
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、

ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
数
カ
所
あ
る
。
ア
ー
チ
ャ
ン
・
チ
ャ
ー
師
は
瞑
想
の

過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

平
安
な
心
は
、
三
昧
の
状
態
に
あ
る
、
し
っ
か
り
と
安
定

し
た
心
で
あ
る
⋮
⋮
無
常
へ
の
気
づ
き
が
起
こ
る
と
き
、

あ
な
た
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
は
い
な
い
か
の
よ
う
に
感
じ

る
。
な
ぜ
な
ら
、︹
そ
の
よ
う
な
無
常
に
気
づ
い
た
者
は
、
無
常

に
気
づ
い
て
い
る
︺
自
分
自
身
を
滅
却
す
る
か
ら
で
あ
る
。

心
は
お
の
ず
か
ら
し
て
解
放
さ
れ
る
。
三
昧
の
力
は
深
く

強
い
の
で
、﹁
触
﹂︹
六
処
＝
眼
耳
鼻
舌
身
意
に
そ
れ
ぞ
れ
の
対

象
＝
色
声
香
味
触
法
が
触
れ
る
こ
と
︺
へ
の
執
着
を
ま
っ
た
く

自
然
に
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
⋮
⋮
平
安
の
境
地
に
よ
る

探
求
に
よ
っ
て
、
智
慧
は
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
て
い

く
⋮
⋮
智
慧
が
よ
り
明
ら
か
に
、
よ
り
確
実
に
な
る
ほ
ど
、

心
は
よ
り
深
い
と
こ
ろ
ま
で
自
身
へ
の
探
求
を
貫
く
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
を
常
に
支
え
る
の
が
、
三
昧
の
境
地
の

平
安
で
あ
る
。
こ
れ
は
業ご

っ

処し
ょ

︹
サ
マ
タ
瞑
想
の
四
十
の
対
象
︺

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
探
求
の
持
続
が
繰
り
返

し
自
己
滅
却
の
体
験
を
さ
せ
て
、
つ
い
に
は
﹁
我
が
有
る

︵
色
、
受
、
識
な
ど
を
我
と
思
い
込
む
︶﹂
と
い
う
邪
見
︵
有
身
見
︶

へ
の
執
着
か
ら
離
脱
さ
せ
る
の
だ
。

　

四
諦
の
真
理
は
智
慧
を
通
し
て
悟
ら
れ
る
⋮
⋮
そ
れ
ぞ

れ
の
真
理
へ
の
洞
察
は
心
の
同
じ
場
所
か
ら
生
じ
る
。
そ

れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
調
和
し
、
八
正
道
を
か
た
ち
づ
く
っ
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て
い
く
⋮
⋮
そ
う
し
た
正
道
の
各
要
素
が
心
の
中
心
に
収

斂
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
修
行
に
つ
い
て
の
疑
問
や
不
安

は
断
ち
切
ら
れ
るき
。

　

こ
う
し
た
抜
粋
か
ら
も
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
に
広
が
っ
て

い
る
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
瞑
想
修
行
が
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
と
精
神
集
中
と
智
慧
の
開
発
を
い
か
に
強
調
し
て
い
る
か
が

わ
か
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
流
派
は
、
在
家
信

者
の
た
め
の
五
戒
や
僧
尼
の
た
め
の
具
足
戒
︵
波は

羅ら

提だ
い

木も
く

叉し
ゃ

︶
に

示
さ
れ
た
道
徳
規
範
の
大
切
さ
に
も
十
分
に
留
意
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
規
範
は
多
く
の
場
合
、︹
瞑
想
修
行

の
よ
う
に
︺
自
身
を
開
発
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
何
か
を
厳

格
に
自
制
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
　
慈
悲
の
実
践
と
し
て
の
四
梵
住

　

彼
ら
の
教
え
の
中
で
、
欠
落
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
修
行
に
四
梵
住
︵
四
梵
行
、

四
無
量
心
︶
が
あ
る
。
通
常
は
﹁
護
衛
禅
で
あ
り
中
心
的
修
行
で

は
な
い
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
修
行
の
う
ち
の
ひ
と
つ

︹
慈
心
観
︺
で
あ
る
。
慈
悲
の
修
行
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
こ
の
四
梵
住
に
お
い
て
で
あ
る
。
四
梵
住
︵B

rahm
a-vihā ra

︶

は
パ
ー
リ
語
-
英
語
辞
書
︵P.E.D

.

︶
で
は
﹁
崇
高
な
、
あ
る
い

は
神
聖
な
心
の
状
態く
﹂
と
英
訳
さ
れ
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
︵R

ichard G
om

brich

︶︹
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
仏
教
学

研
究
所
所
長
︺
は
、
こ
れ
を
﹁
梵
天
と
と
も
に
住
す
る
境
地
﹂
と

訳
し
た
。

　

四
梵
住
と
は
﹁
慈
し
み
︵
慈
梵
住
︶﹂︵m

ettā

︶、﹁
悲
／
憐
れ
み

︵
悲
梵
住
︶﹂︵karuṇā

︶、﹁
喜
︵
人
の
幸
福
を
喜
ぶ
心
、
喜
梵
住
︶﹂

︵m
uditā

︶、﹁
捨
／
平
静
︵
均
衡
の
と
れ
た
心
、
捨
梵
住
︶﹂︵upekkhā

︶

の
四
つ
を
含
む
瞑
想
で
あ
る
。
以
下
、
簡
潔
に
紹
介
す
る
。

　
︹
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
に
お
け
る
︺
四
梵
住
の
修
行
の
不
在

─

そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
多
く
の
修
行
者
が
こ
れ
を
サ
マ
タ
瞑

想
の
た
ぐ
い
と
見
な
し
て
、
解
脱
へ
の
道
に
お
い
て
は
ヴ
ィ

パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
よ
り
も
低
い
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
指

導
者
は
誰
も
が
﹁
慈
悲
の
修
行
︹
慈
心
観
︺
は
﹃
清
浄
道
論
﹄

︹
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
に
よ
る
注
釈
書
、
五
世
紀
頃
︺
で
説
く
護
衛
禅
に
す

ぎ
な
い
﹂
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
、
彼
ら
が
智
慧
の
瞑
想
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︹
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
︵
観
禅
︶︺
の
ほ
う
を
擁
護
す
る
理
由
が
あ

るけ。
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
人
々
は
﹁
四
梵
住
が
瞑
想
の
焦
点

と
す
る
の
は
俗
世
間
レ
ベ
ル
の
真
理
な
い
し
観
念
︵
俗
諦
、
世
俗

諦
︶
で
あ
り
、
究
極
的
真
理
︵
真
諦
、
勝
義
諦
、
第
一
義
諦
︶
で
は

な
い
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
。
パ
オ
長
老
は
﹁
慈
心
観
は
、
究
極

の
法
で
は
な
く
概
念
を
対
象
︵
所
縁
︶
と
し
て
い
る
﹂
と
書
い
て

い
るこ
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
悟
り
を
実
現
す
る
に
は
﹁
色
心
の
本
来

の
す
が
た
は
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
無
我
で
あ
る
﹂
と
見

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
で
は
主
張

す
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
四
人
の
教
師
の
著
作
の
中
で
、
唯
一
パ

オ
長
老
の
み
が
四
梵
住
に
つ
い
て
多
少
の
言
及
を
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
も
、
禅
定
を
い
か
に
深
化
さ
せ
る
か
と
い
う
文

脈
の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
修
行
者
は
、
他

者
︵
す
な
わ
ち
、
敬
す
べ
き
相
手
、
親
族
、
第
三
者
、
敵
︶
の
た
め
な

ら
よ
い
が
、
自
分
の
た
め
の
慈
悲
の
涵
養
に
努
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
身
へ
の
慈
悲
の
涵
養

は
禅
定
の
深
化
に
つ
な
が
ら
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
教
え
は
、﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
一
二
九
節
・
一
三
〇

節
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見

え
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
の
身
に
な
っ
て
、
思
慮
と
慈
愛
を
深

化
さ
せ
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
︹
訳
注
：
一
二
九
節
﹁
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、
す
べ
て

の
者
は
死
を
お
そ
れ
る
。
己
が
身
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て

は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
﹂。
一
三
〇
節
﹁
す
べ
て

の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の
︵
生
き
も
の
︶
に
と
っ

て
生
命
は
愛
し
い
。
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な

ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
﹂︵
中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
真

理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と
ば
﹄
岩
波
文
庫
︶︺

　

ブ
ッ
ダ
の
こ
の
教
え
と
似
た
も
の
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
瞑
想

の
修
行
に
も
あ
る
。
ま
た
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
教
典
に
も

確
実
に
存
在
す
る
が
、
現
在
の
多
く
の
流
派
で
、
修
行
と
し
て

は
確
立
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
一
方
で
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教

の
修
行
に
お
い
て
は
、
四
梵
住
の
中
の
他
の
三
つ
の
修
行
よ
り

も
慈
し
み
の
修
行
の
ほ
う
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
こ
と
は
、﹁
捨
／
平
静
﹂
の
行
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
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ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
で
は
か
な
り
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る
。

「
苦
」
の
観
想
な
く
し
て
、
慈
悲
は
起
こ
し
が
た
い

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
偉
大
な
瞑
想
指
導
者
た
ち
自
身
は
、

実
は
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
慈
し
み
の
瞑
想
を
行
っ
て
き
て
お
り
、

人
間
嫌
い
の
傾
向
を
も
つ
弟
子
に
対
し
て
は
こ
の
修
行
方
法
を

勧
め
る
こ
と
す
ら
あ
っ
たさ
。
そ
う
し
た
事
実
を
示
す
証
拠
も
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
に
つ
い

て
説
い
た
ほ
ど
入
念
に
四
梵
住
に
つ
い
て
説
い
た
記
録
は
、
ま

だ
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
パ
オ
長
老
は
五
巻
・
三
千
三
百
二

十
頁
に
及
ぶ
瞑
想
指
導
書
を
著
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ハ
ー
シ

長
老
の
﹃
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
手
引
き
﹄
は
千
百
二
十
二

頁
、
ア
ー
チ
ャ
ン
・
チ
ャ
ー
師
の
説
教
集
は
七
百
四
十
四
頁
あ

り
、
モ
ゴ
ッ
ク
長
老
の
講
演
集
は
、
そ
の
両
者
の
合
計
以
上
の

分
量
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
パ
オ
長
老
の
著
書
に
は
、
四

梵
住
に
つ
い
て
十
頁
ほ
ど
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
弟
子
た

ち
の
記
録
を
見
る
か
ぎ
り
、
マ
ハ
ー
シ
長
老
、
モ
ゴ
ッ
ク
長
老
、

ア
ー
チ
ャ
ン
・
チ
ャ
ー
師
の
教
え
で
は
、
通
常
、
四
梵
住
は
主

要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
ニ
ャ
ナ
ポ
ニ
カ
・

セ
ラ
の
大
い
に
称
賛
さ
れ
て
い
る
本
に
お
い
て
も
、
慈
し
み
の

修
行
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

四
梵
住
に
つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、
こ
こ
で
次
の
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
ま
で
の
瞑
想
指
導
者
た

ち
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
智
慧
へ
の
入

り
口
は
、
三
相
︵
無
常
・
苦
・
無
我
︶
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹁
無
常
﹂

の
観
想
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
私
は
三
相
の

ど
こ
か
ら
入
っ
て
も
い
い
し
、
観
想
を
続
け
る
中
で
、
他
の
二

相
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ッ
ダ

が
初
め
て
説
い
た
教
え
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹃
ダ
ン
マ
チ
ャ
ッ

カ
・
パ
ヴ
ァ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
﹄︵D

ham
m

acakka-pavattana-sutta

／

転
法
輪
経
︶
を
先
入
見
な
く
読
ん
で
み
る
と
、﹁
苦
﹂
が
観
想
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、︹
ブ
ッ
ダ
の

最
初
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
︺
コ
ン
ダ
ン
ニ
ャ
︵
阿あ

若に
ゃ

憍き
ょ
う

陳じ
ん

如に
ょ

︶
に

よ
る
悟
り
は
、
彼
が
﹁
無
常
﹂
を
観
た
と
い
う
か
た
ち
で
説
明

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
苦
と
無
常
の
︹
密
接
な
︺
関
係
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
伝
統
的
に
ブ
ッ
ダ
の
第
二
の
説
法
と
さ
れ
て
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い
る
﹃
ア
ナ
ッ
タ
・
ラ
ッ
カ
ナ
・
ス
ッ
タ
﹄︵A

natta-lakkhaṇ a-sutta

／
無
我
相
経
︶
に
は
、
観
想
の
出
発
点
と
し
て
、
五ご

蘊う
ん

︹
色
・
受
・

想
・
行
・
識
︺
の
最
も
明
ら
か
な
相
と
し
て
の
﹁
苦
﹂
が
説
か
れ

て
い
る
。
苦
は
容
易
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
ゆ

え
に
、こ
こ
か
ら
始
め
て
﹁
無
我
﹂
の
観
想
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
無
我
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
五
蘊
が
苦
悩
に
支
配

さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
何
も
の
も
そ
れ
ら
を
統
御
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
経
で
は
、
そ
の
後
、
第
二
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

同
じ
五
蘊
の
﹁
無
常
﹂
に
焦
点
を
向
け
、
そ
の
智
慧
を
﹁
苦
﹂

と
﹁
無
我
﹂
の
理
解
に
つ
な
げ
る
よ
う
教
え
る
。
こ
こ
で
瞑
想

者
は
、
五
蘊
の
三
つ
の
相
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
問
う
よ
う

促
さ
れ
る
。﹁
こ
れ
は
私
の
も
の
な
の
か
？
﹂﹁
こ
れ
は
私
な
の

か
？
﹂﹁
こ
れ
は
私
の
不
変
の
我
な
の
か
？
﹂。
こ
れ
ら
の
自
己

探
求
に
よ
っ
て
、
心
は
自
ら
の
不
純
さ
に
気
づ
い
て
い
く
。
す

な
わ
ち
三
つ
の
問
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
ら
の
我
愛
︵
執
着
︶、

我
慢
︵
慢
心
︶、
我
見
︵
不
変
の
自
己
が
有
る
と
い
う
邪
見
︶
を
明
ら

か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

三
相
へ
の
観
想
の
入
り
方
に
つ
い
て
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る

理
由
は
、﹁
苦
を
観
想
せ
ず
し
て
、
心
に
慈
悲
を
湧
き
出
だ
す
こ

と
は
難
し
い
﹂
と
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
独
自
の
思
想
に
留
意

し
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
苦
を
十
分
に
観
想
し
な

け
れ
ば
、
そ
の
分
、
心
に
慈
悲
を
涵
養
す
る
条
件
が
少
な
く
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。︹
四
梵
住
の
ひ
と
つ
︺﹁
悲
／
憐
れ
み
﹂

︵karuṇā

︶
は
、
心
が
も
つ
︹
他
者
の
︺
苦
に
触
れ
た
時
に
揺
さ
ぶ

ら
れ
、
動
か
さ
れ
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。︹
た
だ
し
︺
こ
こ
ま

で
の
簡
潔
な
議
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
瞑
想
の
流

派
に
お
い
て
は
、﹁
苦
﹂
の
観
想
で
さ
え
も
、﹁
無
常
﹂
の
観
想

の
延
長
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
﹁
無
我
﹂
の
観
想
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
るし
。

嫌
悪
を
慈
悲
に
、
欲
望
を
喜
び
に
変
え
る

　

そ
れ
で
は
四
梵
住
に
話
を
戻
そ
う
。
私
は
ブ
ッ
ダ
の
こ
の
一

連
の
教
え
は
﹁
心
の
開
発
﹂
の
た
め
の
も
の
と
考
え
て
い
る
。﹃
清

浄
道
論
﹄
は
四
梵
住
の
六
つ
の
段
階
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、︹
慈
・
悲
・
喜
・
捨
／
平
静
の
対
象
は
︺、
自
分
自
身
か
ら

始
ま
り
、
次
に
家
族
、
友
人
、
中
立
的
立
場
の
知
人
、
敵
、
最

後
に
不
特
定
多
数
の
人
々
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
は
私
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た
ち
に
、
こ
う
し
た
各
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
を
仕
切
る
﹁
境
界

線
﹂
を
自
ら
の
心
の
内
に
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
境
界
線
は
、
他
者
の
苦
し
み
や
喜
び
と

つ
な
が
る
私
た
ち
の
能
力
を
制
限
し
て
し
ま
う
。
制
限
さ
れ
た

狭
い
心
情
の
世
界
に
お
い
て
は
、
え
て
し
て
私
た
ち
は
自
分
の

苦
し
み
や
喜
び
だ
け
が
特
別
な
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
人
間
が
誰

し
も
共
通
し
て
も
つ
も
の
な
の
だ
と
わ
か
ら
な
く
な
る
。
こ
う

し
て
、
人
間
は
否
定
的
な
感
情
を
拡
大
し
、
自
己
中
心
的
に
な

り
、
最
悪
の
ケ
ー
ス
で
は
残
虐
行
為
す
ら
し
で
か
し
て
し
ま
う
。

四
梵
住
を
次
第
に
拡
張
さ
せ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
他
者
に
対

す
る
無
意
識
の
感
情
的
決
め
つ
け
や
偏
見
を
克
服
し
始
め
る
の

で
あ
る
。

　

通
常
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
指
導
者
は
、
理
論
的
説
明
に

お
い
て
も
実
践
に
お
い
て
も
、
慈
し
み
・
悲
／
憐
れ
み
・
喜
び
・

捨
／
平
静
の
順
序
に
従
う
。
大
変
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
タ
イ
の

学
僧
ポ
ー
・
オ
ー
・
パ
ユ
ッ
ト
ー
︵P. A

. Payutto

︶
は
、
こ
れ
ら

を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。﹁
慈
し
み
﹂
は
﹁
他

者
の
幸
福
な
姿
を
見
た
い
と
望
む
友
愛
的
な
態
度
﹂
で
あ
り
、

﹁
悲
／
憐
れ
み
﹂
は
﹁
誰
か
が
困
難
に
陥
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば

揺
れ
動
く
心
の
性
質
﹂
で
あ
り
、﹁
喜
び
﹂
は
﹁
他
者
の
生
活
が

う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
を
見
て
喜
ぶ
感
情
﹂
で
あ
り
、﹁
捨
／
平

静
﹂
と
は
﹁
不
道
徳
な
人
が
自
ら
陥
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
、

賢
明
に
考
察
し
つ
つ
、
中
立
・
公
正
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
能

力
﹂
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
るす
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
パ
ー
リ
語
-
英
語
辞
書
は
﹁
捨
／
平
静
﹂

を
﹁
感
覚
的
中
立
・
公
正
、
喜
び
も
悲
し
み
も
無
い
状
態
、
公

平
無
私
、
中
立
的
な
感
情
、
不
動
心
﹂
と
定
義
し
て
い
る
。
私

は
こ
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
こ
の
辞
書

が
捨
／
平
静
を
﹁
苦
痛
で
も
な
く
快
さ
で
も
な
い
感
情
﹂
と
し

て
い
る
点
は
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
解
釈
は
捨
／
平
静

を
﹁
受
蘊
﹂
す
な
わ
ち
﹁
感
覚
︵
情
報
︶
-
感
情
︵
反
応
︶
の
集
合
﹂

に
含
め
て
い
る
。
こ
の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
は
、
禅
定
の
一
要

素
と
し
て
の
捨
／
平
静
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
四
梵
住
に
お
け
る
捨
／
平
静
は
、
意

思
や
思
考
、
情
動
に
関
わ
る
﹁
行
蘊
﹂
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

　

私
自
身
の
捨
／
平
静
の
解
釈
は
、
こ
れ
と
は
少
し
違
う
。
私

に
と
っ
て
捨
／
平
静
と
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
状
態
で
あ

り
、
矛
盾
し
て
い
る
か
に
思
え
る
ふ
た
つ
の
感
情
﹁
慈
悲
﹂
と
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﹁
喜
び
﹂
の
間
に
あ
る
、
よ
り
安
定
し
た
心
理
で
あ
る
。
こ
の
矛

盾
は
、
両
者
が
向
か
う
対
象
が
違
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

﹁
苦
﹂
と
﹁
幸
福
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
と
集
中
力
に
よ
っ
て
、
し
っ
か
り
と
援た

す

け
ら
れ
支

え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、﹁
苦
﹂
を
観
想
す
る
と
き
に
怒
り
や
憂

鬱
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
し
、﹁
幸
福
﹂
に
接
し
た

と
き
に
は
嫉
妬
や
不
安
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
︹
そ
の
ど
ち
ら

に
も
陥
ら
な
い
境
地
が
捨
／
平
静
で
あ
る
︺。

　
﹃
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
﹄︵
念
処
経
︶
に
繰
り
返
し
説

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
修
行
者
は
努
力
と
正
知
と
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
を
も
っ
て
︵
す
な
わ
ち
﹁
熱
心
に
、
正
知
し
、
念
じ
﹂︶、
こ

れ
ら
の
障
害

─
通
常
、﹁
貪
欲
﹂
と
﹁
破
壊
的
な
感
情
︵
嫌
悪
︶﹂

の
ふ
た
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る

─
の
克
服
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

慈
悲
と
喜
び
を
妨
げ
る
こ
れ
ら
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
、
は
じ

め
て
捨
／
平
静
の
境
地
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
ダ
は
四
梵
住
の
す
べ
て
を
体
現
し
て
い
た
。
彼
は
人
々

の
悲
し
み
や
喜
び
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

彼
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
人
々
が
そ
れ
ら
を
乗
り
越

え
る
の
を
助
け
る
た
め
に
、
彼
自
身
の
人
生
の
す
べ
て
を
捧
げ

た
。
こ
の
よ
う
に
捨
／
平
静
と
は
、
苦
し
み
と
喜
び
に
関
わ
り

つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
落
ち
着
き

と
客
観
性
を
保
ち
続
け
て
い
く
技
法
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
捨
／
平
静
は
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
最
も
誤
解
さ
れ
て
い
る
概
念
の
ひ
と
つ

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ー
リ
語
-
英
語
辞
典
の
解
釈
の
よ

う
に
、
多
く
の
人
々
は
捨
／
平
静
を
他
者
の
痛
み
や
喜
び
へ
の
、

特
に
痛
み
へ
の
無
関
心
も
し
く
は
無
視
と
理
解
し
て
い
る
。
私

は
こ
の
問
題
は
以
下
の
よ
う
な
事
情
で
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
経
典
で
、
捨
／
平
静

は
禅
定
の
境
地
と
と
も
に
描
か
れ
、
捨
／
平
静
の
状
態
に
あ
っ

て
は
幸
福
︵
楽
︶
す
ら
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
私
は
、
こ
れ
は
人
が
禅
定
の
境
地
に
あ
る
と
き
に
だ
け

言
え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
別
の
説
き
方
で
は
、
捨

／
平
静
の
状
態
に
は
七
覚
支
︹
悟
り
の
七
種
の
構
成
要
素
︺
の
う
ち

の
﹁
喜
覚
支
︵
喜
び
に
住
す
る
︶﹂
と
﹁
軽き
ょ
う

安あ
ん

覚
支
︵
身
心
を
軽
く
平

安
に
す
る
︶﹂
が
伴
う
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
﹁
念
覚
支
︵
気
づ

き
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︶﹂
や
﹁
択ち
ゃ
く

法ほ
う

覚
支
︵
真
実
の
教
え
を
選
び
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取
る
︶﹂﹁
定
覚
支
︵
心
を
集
中
し
て
乱
さ
な
い
︶﹂
が
伴
う
の
と
同

様
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
るせ
。
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場

合
、
捨
／
平
静
の
境
地
は
﹁
い
か
な
る
時
に
も
心
を
動
か
さ
れ

な
い
性
質
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
私
は
、
ニ
ャ
ナ
テ
ィ
ロ
カ
︵N

yanatiloka

︶
が
彼
の

﹃
仏
教
辞
典
﹄
に
お
い
て
与
え
た
﹁
捨
／
平
静
﹂
の
次
の
解
釈
に

同
意
す
る
。﹁
平
静
は
、
中
捨
︹
不
偏
、
客
観
と
い
う
心
の
機
能
、
浄

心
所
の
ひ
と
つ
︺︶
と
と
も
に
、
行
蘊
︵
意
志
作
用
︶
に
属
す
る
倫

理
的
な
性
質
で
あ
る
か
ら
、
無
関
心
な
感
情
と
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
捨
／
平
静
は
四
梵
住
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
悟
り
の
要

素
︵
覚
支
︶
の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹂

　

こ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況

で
、
心
を
純
化
し
磨
く
た
め
に
は
、
人
は
、
ま
ず
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
の
修
行
を
し
て
か
ら
四
梵
住
の
修
行
へ
と
進
む
べ
き
で

あ
り
、
四
梵
住
の
修
行
を
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
へ
と
進
む
た
め

の
単
な
る
護
衛
手
段
と
し
て
使
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
。
実
は

こ
れ
は
﹃
サ
ー
マ
ン
ニ
ャ
パ
ラ
・
ス
ッ
タ
﹄︵Sā m

aññaphala-sutta

／
沙
門
果
経
︶
や
﹃
テ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
ャ
・
ス
ッ
タ
﹄︵Tevijja-sutta

／
三
明
経
︶
な
ど
の
諸
経
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
は
じ
め
に
修
行
者
は
、
戒
に
よ
っ
て
自
ら
を
律
し
、
次

に
感
覚
を
制
御
す
る
修
行
︹
根こ
ん

摂し
ょ
う

護ご

＝
六
根
で
所
縁
を
認
識
し
た
と

き
に
不
善
の
も
の
か
ら
心
を
護
る
こ
と
︺
や
、
い
か
な
る
状
態
で
も

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
維
持
す
る
修
行
︹
正
念
正
智
︺
を
行
う
。

こ
れ
ら
は
現
在
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
ほ
と
ん
ど
の
指
導

者
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
て
い
る
修
行
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
修

行
に
よ
り
、
こ
の
世
に
お
け
る
強
い
ふ
た
つ
の
情
動
、
貪
欲
と

嫌
悪
を
克
服
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

ふ
た
つ
は
、︹
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
中
心
で
あ
る
︺
四
念
処
の
修

行
の
す
べ
て
が
調
伏
し
よ
う
と
し
て
い
る
対
象
で
あ
るそ
。
こ
の

ふ
た
つ
の
情
動
が
あ
ら
あ
ら
克
服
さ
れ
た
時
、
平
安
の
念
が
現

れ
、
そ
し
て
悟
り
へ
の
五
つ
の
障
害
︹
五ご

蓋が
い

／
貪
欲
・
瞋
恚
・
睡

眠
・
散
漫
・
疑
︺
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
五
つ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
こ
の
ふ
た
つ
の
情
動
に

基
づ
い
て
い
る
か
、
も
し
く
は
、
そ
の
現
れ
そ
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

　
﹃
サ
ー
マ
ン
ニ
ャ
パ
ラ
・
ス
ッ
タ
﹄︵
沙
門
果
経
︶
や
﹃
テ
ー
ヴ
ィ

ッ
ジ
ャ
・
ス
ッ
タ
﹄︵
三
明
経
︶
に
よ
る
と
、
こ
の
段
階
で
、
情
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動
は
充
足
感
、
歓
喜
、
平
安
、
幸
福
な
ど
の
肯
定
的
な
性
質
に
、

ほ
ぼ
変
わ
る
。
す
る
と
今
度
は
、
こ
れ
ら
が
集
中
︵
三
昧
︶
を
実

現
す
る
条
件
と
な
る
。
両
経
典
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
こ
そ
が

四
梵
住
を
深
化
さ
せ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
深
度
で
達
成
さ
れ

た
集
中
︵
三
昧
︶
に
よ
っ
て
禅
定
が
確
立
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
両
経
典
は
四
梵
住
の
修
行
を
禅
定
の
境
地
と
不

離
の
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
繰
り
返
し
述
べ
る
べ
き
重
要
な
点
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
現
在
、ほ
と
ん
ど
の
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
流
派
で
は
、

四
梵
住
の
修
行
を
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
補
助
的
な
も
の
と

し
て
し
か
用
い
な
い
た
め
、
四
梵
住
の
修
行
に
は
十
分
な
時
間

が
割
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
と
は
反
対
に
、︹﹃
サ
ー

マ
ン
ニ
ャ
パ
ラ
・
ス
ッ
タ
﹄︵
沙
門
果
経
︶
や
﹃
テ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
ャ
・
ス

ッ
タ
﹄︵
三
明
経
︶
な
ど
︺
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
長じ
ょ
う

部ぶ

︶
の
シ
ー

ラ
ッ
カ
ン
ダ
・
ヴ
ァ
ッ
ガ
︵Sī lakkhandha-vagga

／
戒か
い

蘊う
ん

篇
︶
の
経

典
で
は
、
悟
り
を
妨
げ
る
ふ
た
つ
の
支
配
的
な
情
動
、す
な
わ
ち
、

先
に
私
が
﹁
貪
欲
と
破
壊
的
な
感
情
﹂
と
訳
し
た
﹁
欲
望

︵abhijjhā

︶
と
嫌
悪
、
悲
嘆
、
厭
世
・
厭
人
感
︵dom

anassam

︶﹂

を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
四
念
処
や
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
の
修
行
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
見
で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
﹁
悲
／
憐
れ
み
﹂

︵
悲
梵
住
、
悲
心
観
︶
こ
そ
が
、︹
破
壊
的
な
感
情
で
あ
る
︺
嫌
悪
︵
厭

人
感
︶
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
最
終
的
に
克
服
で
き
る
。
つ
ま
り
、

︹
こ
の
世
を
︺
嫌
悪
す
る
習
慣
性
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
︹
習じ
っ

気け

︺
を
慈
悲

へ
と
変
換
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
基

盤
に
確
立
さ
れ
た
﹁
喜
︵
人
の
幸
福
を
喜
ぶ
心
︶﹂︵
喜
梵
住
、
喜
心
観
︶

こ
そ
が
、
貪
欲
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
清
ら
か
な
喜
び
へ
と
変
換
で

き
る
の
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
こ
の
修
行
が
、﹁
嫌
悪︵
厭
人
感
︶

と
貪
欲
﹂
を
﹁
慈
悲
と
喜
び
﹂
に
変
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁
慈

悲
と
喜
び
﹂
と
い
う
ふ
た
つ
の
感
情
の
均
衡
が
と
れ
た
安
定
し

た
境
地
を
得
る
こ
と
が
﹁
捨
／
平
静
﹂︵
捨
梵
住
、
捨
心
観
︶
で
あ

る
。
明
ら
か
に
、﹁
捨
／
平
静
﹂
に
は
通
常
よ
り
も
高
い
レ
ベ
ル

の
集
中
力
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
境
地

は
、
他
者
の
苦
悩
に
対
し
て
慈
悲
で
応
え
る
の
だ
が
、
必
要
な

際
に
は
他
者
の
幸
福
に
喜
び
を
感
じ
る
能
力
も
維
持
し
て
い
る
。

ま
た
、
自
他
の
幸
運
に
喜
び
を
も
っ
て
応
え
つ
つ
、
必
要
な
際

に
は
他
者
の
苦
悩
に
慈
悲
を
も
っ
て
応
え
る
能
力
を
維
持
し
て

い
る
境
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
最
も
困
難
な
状
況
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下
で
も
、
そ
し
て
最
も
難
し
い
相
手
に
対
し
て
も

─
た
と
え

ば
自
分
に
敵
対
す
る
人
の
た
め
に
も
、
実
行
で
き
る
。
そ
れ
が
、

エ
ゴ
を
克
服
し
き
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
短
い
議
論
に
よ
っ
て
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の

正
典
に
も
、
慈
悲
の
修
行
方
法
が
包
括
的
に
説
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
修
行
は
同
時
に
、
自
己
中
心
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
無
私
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根

底
に
は
、
も
の
ご
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
観
る
と
い
う
世
界
観
が

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
瞑
想
の
諸
流
派
に
お
い
て
は
、

多
く
の
場
合
、
慈
悲
の
涵
養
に
つ
い
て
十
分
な
関
心
は
払
わ
れ

て
い
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
、
四
梵
住
を
他
と
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
諸
経
典
で
説
か
れ
る
瞑
想
修
行
全
体
の
一
部
と
し
て

と
ら
え
れ
ば
、
裏
を
返
し
て
言
え
ば
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想

を
﹁
四
梵
住
を
し
っ
か
り
と
組
み
入
れ
た
瞑
想
の
過
程
﹂
と
と

ら
え
さ
え
す
れ
ば
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
テ
ー

ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
に
ひ
そ
む
直
解
主
義
︵literalism

︶
の
問
題
﹂
を

避
け
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

氏
は
オ
ラ
ン
ダ
王
立
芸
術
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
ゴ
ン
ダ
・
レ

ク
チ
ャ
ー
︵G

onda Lecture

︶
を
行
っ
た
︹
訳
注
：
１
９
９
７
年
。
タ

イ
ト
ル
はK

indness and C
om

passion as m
eans to N

irvana in Early 

B
uddhism

︵
初
期
仏
教
に
お
け
る
﹁
悟
り
へ
の
道
と
し
て
の
思
い
や
り

と
慈
悲
﹂︶︺。
こ
の
有
名
な
講
義
で
、
氏
は
﹃
テ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
ャ
・

ス
ッ
タ
︵
三
明
経
︶﹄
に
説
か
れ
る
﹁
梵
天
と
と
も
に
住
す
る
境
地
﹂

︵
四
梵
住
︶
を
﹁
涅
槃
﹂︵
悟
り
︶
そ
の
も
の
と
と
ら
え
る
よ
う
提

案
し
た
。
こ
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
さ

て
お
い
て
、
我
々
は
﹁
慈
悲
と
思
い
や
り
は
悟
り
の
実
現
を
助

け
る
糧
と
見
な
し
て
よ
い
﹂
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

※
︹　

︺
内
は
訳
注

原
注

︵
1
︶
二
〇
〇
八
年
刊
の
﹃Vipassana Shu-nee K

yan

︵
ヴ
ィ
パ
ッ
サ

ナ
ー
瞑
想
の
手
引
き
︶﹄
第
一
巻
、
二
三
二
頁
。
こ
の
全
二
巻

の
書
に
は
、
マ
ハ
ー
シ
長
老
に
よ
る
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の

修
行
法
と
そ
の
解
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。﹃A Practical W

ay of 
Vipassana

﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
英
訳
さ
れ
，
ヤ
ン
ゴ
ン
の

B
uddha Sasana N

uggaha

協
会
に
よ
っ
て
二
〇
一
一
年
に
出
版

さ
れ
て
い
る
。
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︵
2
︶
西
洋
に
お
け
る
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
実
践
者
の
中
で
、
彼
女

は
慈
悲
の
瞑
想
を
他
の
誰
よ
り
も
実
行
し
教
え
て
き
た
人
物
で

あ
る
。

︵
3
︶
こ
こ
で
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
訳
に
従
い
、attā

を
﹁
自
己
︵self

︶﹂
で
は
な
く
﹁
不
変
の
自
己
︵non-changing 

self
︶﹂
と
訳
し
た
。
通
常
、
仏
教
経
典
に
お
い
て
はattā

と
い

う
語
はnicco

︵
常
住
︶、dhuvo

︵
恒
有
︶、avipariṇā m

adham
m

o

︵
変
化
し
な
い
性
質
の
な
い
も
の
、
不
变
易
の
法
︶
な
ど
の
言

葉
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。

︵
4
︶
モ
ゴ
ッ
ク
・
サ
ヤ
ー
ド
著
﹃Thitsar laypah tayah-daw

︵
四
諦
︶﹄

二
四
二
-
三
頁

︵
5
︶
四
大
遍
処
︵
地
遍
、
水
遍
、
風
遍
、
火
遍
︶、
色
遍
処
︵
青
遍
、

黄
遍
、
赤
遍
、
白
遍
︶、
そ
の
他
︵
虚
空
遍
、
光
明
遍
︶
の
十
遍
。

︹
訳
注
：
﹁
遍
︵
カ
シ
ナ
︶﹂
は
﹁
全
体
・
す
べ
て
﹂
の
意
。
心

を
引
き
つ
け
る
も
の
。
心
に
定
を
得
る
た
め
に
観
想
す
る
。
サ

マ
タ
瞑
想
の
対
象
で
あ
る
四
十
業
処
に
含
ま
れ
る
︺

︵
6
︶
髪
、
体
毛
、
爪
、
歯
、
皮
膚
、
肉
、
筋
、
骨
、
髄
、
腎
臓
、
心
臓
、

肝
臓
、
肋
膜
、
脾
臓
、
肺
、
腸
、
腸
間
膜
、
胃
中
物
、
大
便
、
脳
、

胆
汁
、
痰
、
膿
、
血
液
、
汗
、
脂
肪
、
涙
、
脂
、
鼻
汁
、
唾
液
、

関
節
の
滑
液
、
尿
。

︵
7
︶﹃The C

ollected Teachings of Ajahn C
hah

︵
ア
ー
チ
ャ
ン
・

チ
ャ
ー
説
教
集
︶﹄
四
〇
六
-
四
一
〇
頁

︵
8
︶“ sublim

e or divine state of m
ind”

︵
9
︶
護
衛
禅
に
は
四
種
あ
る
。
慈
心
観
、
不
浄
観
︵
身
体
の
不
浄
さ

に
つ
い
て
の
瞑
想
︶、
仏
随
念
︵
仏
に
つ
い
て
の
瞑
想
︶、
死
随

念
︵
死
に
つ
い
て
の
瞑
想
︶
で
あ
る
。

︵
10
︶﹃Light of W

isdom
: M

editation in Pa Auk Forest M
onastery

︵
智
慧
の
光
：
パ
オ
森
林
僧
院
で
の
瞑
想
︶﹄
五
二
頁 

︵
11
︶﹁
人
に
親
愛
の
念
を
示
し
な
さ
い
。
瞑
想
中
に
怒
り
の
念
が
現

れ
た
時
に
は
、
人
へ
の
親
愛
の
思
い
を
起
こ
し
て
、
怒
り
を
打

ち
消
し
な
さ
い
﹂。﹃
ア
ー
チ
ャ
ン
・
チ
ャ
ー
説
教
集
﹄
二
七
一

頁

︵
12
︶﹁
こ
れ
ら
の
五
蘊
の
去
来
を
あ
り
の
ま
ま
に
観
察
し
な
さ
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
は
っ
き
り
と
見
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ら
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
し
て
、
無
常
で
あ
る
ゆ
え
に
、

そ
れ
ら
は
つ
ま
ら
な
い
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
れ

ら
は
、
お
の
ず
か
ら
来
た
り
、
去
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
動
か
す
﹃
自
己
﹄
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
﹂

﹃
ア
ー
チ
ャ
ン
・
チ
ャ
ー
説
教
集
﹄
二
三
一
頁

︵
13
︶
ポ
ー
・
オ
ー
・
パ
ユ
ッ
ト
ー
著
﹃K

hun pitah m
artah

︵
親
の

恩
︶﹄
二
六
-
七
頁
、﹃Phum

 tham
 chao phut

︵
仏
教
徒
の
た

め
の
ダ
ン
マ
の
基
礎
︶﹄
一
四
-
一
八
頁
。
前
掲
︵
注
10
︶
パ

オ
長
老
﹃
智
慧
の
光
﹄
五
〇
-
七
頁

︵
14
︶
七
覚
支
の
中
の
﹁
捨
︵
平
静
︶
覚
支
﹂
を
ヴ
ィ
ッ
パ
サ
ナ
ー
瞑

想
の
過
程
に
お
け
る
特
別
な
境
地
と
見
な
す
人
た
ち
も
い
る
。

す
な
わ
ち
、
転
変
す
る
有
為
法
︵
諸
行
︶
に
対
し
て
無
関
心
な

感
情
を
意
味
す
る
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
捨
／
平
静

を
四
梵
住
か
ら
外
す
よ
う
で
あ
る
。

︵
15
︶
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
長
部
︶
の
﹃
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
・

ス
ッ
タ
﹄。
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