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ヨーガ行唯識思想からみるマインドフルネス

ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
か
ら
み
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

―
言
葉
は
心
を
支
配
す
る

―

佐
久
間
　

秀
範

１
.
唯
識
と
は
何
か

タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
﹁
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
﹂
お
よ
び
﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
﹂
の
中
、﹁
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
﹂
が
何
も
の
か
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
思
想
を
紹
介
す
る
に
当
た
っ
て
﹁
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
﹂
と
い
う
中
の
﹁
唯
識
思

想
﹂
に
つ
い
て
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
お
話
し
す
る
こ
と
に
す
る
。

﹁
唯
識
﹂
に
つ
い
て
の
一
般
的
に
あ
り
が
ち
な
理
解
と
し
て
、﹁
識
つ
ま
り
心
の
み
が
存
在
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
そ
の
心
か
ら
飛
び

出
し
て
目
の
前
に
、
つ
ま
り
外
界
に
出
現
し
て
存
在
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
世
界
で
あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
理
解
の
仕
方
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
心
と
い
う
物
が
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
出
現
し
て
、
外
界
の
物
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
我

々
が
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
﹁
も
の
﹂
は
、
実
際
に
は
何
も
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
説
明
だ
け
で
一
般
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
包
括
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
も
、
お
よ
そ
こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
心
﹂
の
み
が
実

際
に
存
在
し
て
い
て
、﹁
も
の
﹂
は
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い
、
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
、
こ
ん
な
奇
妙
な
考
え
方
を
、
本
当
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

タ
イ
ト
ル
に
﹁
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
﹂
と
し
た
。
前
半
の
﹁
ヨ
ー
ガ
行
﹂
は
一
般
に
は
﹁
瑜
伽
行
﹂
と
漢
字
を
当
て
る
。
原
語
は
ヨ
ー
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ガ
ア
ー
チ
ャ
ー
ラ
︵yogācāra

︶
で
あ
る
。
意
味
は
﹁
ヨ
ー
ガ
な
ど
の
修
行
を
実
践
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
﹁
実
践
す
る
人
々
の
グ

ル
ー
プ
﹂
を
意
味
す
る
場
合
は
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
グ
ル
ー
プ
、
ヨ
ー
ガ
行
派
︵
瑜
伽
行
派
︶
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、
唯
識
思
想
と
ヨ

ー
ガ
行
派
が
一
緒
に
表
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
修
行
者
の
修
行
体
験
に
基
づ
い
て
ま
と
め
ら
れ
、
整
理
さ
れ
整

備
さ
れ
て
、
体
系
化
さ
れ
た
多
く
の
理
論
の
総
称
と
し
て
使
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
修
行
者
達
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る

の
で
実
践
理
論
と
表
現
す
る
の
が
相
応
し
い
。
そ
の
代
表
格
と
し
て
﹁
唯
識
﹂
が
使
わ
れ
る
。﹁
唯
識
﹂
も
実
践
理
論
で
あ
り
、
実
践
方
法

で
あ
る
。﹁
唯
識
観
法
﹂
と
表
現
す
る
方
が
似
合
っ
て
い
る
。

﹁
唯
識
﹂
の
原
語
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
・
マ
ー
ト
ラ
︵vijñapti-m

ātra

︶
で
あ
る
。﹁
唯
識
﹂
と
い
う
中
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
識
﹂
の

原
語
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
︵vijñāna

︶
で
は
な
い
。
こ
の
違
い
を
、﹁
心
の
み
が
実
在
し
て
物
は
実
在
し
な
い
﹂
と
い
う
誤
解
を
解
く
た

め
に
必
要
な
範
囲
で
、
少
し
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
︵vijñāna

︶
は
一
般
に
精
神
的
活
動
を
表
現
す
る
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
と
し
て
心
︵citta

︶
と
意
︵m
anas
︶
と
識
︵vijñāna

︶
が
使
わ
れ
る
な
か
の
一
つ
で
あ
る
。
心
・
意
・
識
の
三
つ
は
基
本
的
に
置

き
換
え
が
可
能
な
単
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
﹁
識
﹂
は
﹁
心
﹂
と
置
き
換
え
て
、﹁
識
の
み
が
実
在
す
る
﹂
と
﹁
心
の
み
が
実
在
す
る
﹂
と
を

同
じ
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
は
正
当
な
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
﹁
心
﹂﹁
識
﹂
が
何
か
実
体
的
な
﹁
物
﹂
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、

十
分
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
少
し
考
え
て
み
れ
ば
、
精
神
的
活
動
が
実
体
的
な
物
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
一
般
常
識
的
に
も
お
か
し

い
と
思
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
で
﹁
も
の
﹂
と
い
う
場
合
、
物
︵
事
物
︶
と
し
て
の
実
在
物
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
煩
悩
な

ど
精
神
的
な
﹁
も
の
﹂
も
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
固
定
的
に
実
在
す
る
事
物
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
我
々
は
﹁
心
の
み
が
実
在
す

る
﹂
と
聞
き
及
ぶ
と
き
、﹁
心
﹂
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
て
い
る
﹁
も
の
﹂
を
実
在
物
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
我
々

が
言
葉
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
一
般
常
識
的
な
仕
方
で
も
あ
る
。
少
し
考
え
て
み
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
は
実
在
物
で
な
く
て
も

よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
心
﹂
が
あ
た
か
も
﹁
実
在
物
で
あ
る
﹂
と
錯
覚
す
る
。
つ
ま
り
言
葉
が
心
を
支
配
し

て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
こ
こ
に
﹁
唯
識
﹂
に
対
す
る
誤
解
を
解
く
手
が
か
り
が
あ
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
そ
の
こ
と
に
思
い
至
る
こ
と
が
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難
し
い
。

一
般
常
識
的
視
点
か
ら
す
る
と
、﹁
心
の
み
が
世
界
を
思
い
描
き
だ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
聞
く
と
、
物
質
的
な
事
物
も
精
神
的
な

活
動
も
我
々
が
言
葉
に
よ
っ
て
﹁
想
い
描
き
だ
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
理
解
し
、
特
に
物
質
的
な
事
物
が
存
在
し
な
い
と
考
え
て

し
ま
う
。
実
は
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
文
献
に
は
﹁
認
識
し
て
い
る
対
象
は
想
い
描
い
て
い
る
そ
の
通
り
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
﹂
と

は
説
い
て
い
る
が
、﹁
物
質
﹂
が
存
在
し
な
い
と
は
ど
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。﹁
物
質
﹂
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
は
問

題
で
は
な
く
、
我
々
が
認
識
し
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
、﹁
そ
れ
は
心
が
思
い
描
き
だ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︵representation only

︶﹂
と

言
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
瞑
想
修
行
の
体
験
の
中
か
ら
修
行
者
達
は
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
常

識
的
視
点
で
は
物
質
の
存
否
が
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
修
行
者
の
視
点
で
は
認
識
対
象
を
自
分
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か

を
吟
味
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
体
験
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
修
行
者
の
視
点
か
ら
見
る
と
、﹁
想
い
描
き
だ
し
て
い
る
元
に
な
る
も
の
﹂
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
常
識

的
な
見
方
で
日
常
を
過
ご
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
見
方
で
、﹁
自
分
の
見
て
い
る
世
界
は
、
自
分
が
想
い
描
き
だ

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
﹂
こ
と
が
な
か
な
か
腑
に
落
ち
な
い
。﹁
見
え
て
い
る
も
の
は
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
﹂
と

考
え
る
の
が
常
識
な
の
で
あ
る
。
我
々
が
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
思
考
に
な
れ
て
く
る
と
、
こ
の
こ
と
が
頭
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
は
な
る
、

か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
体
験
を
伴
っ
て
言
葉
の
意
味
を
感
じ
取
っ
て
い
な
い
と
、
本
当
の
意
味
で
腑
に
落
ち
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、

な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
の
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
事
柄
を
自
ら
体
験
し
て
み
る
と
、
不
思
議
と
腑
に

落
ち
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

あ
な
た
は
自
転
車
に
乗
れ
る
だ
ろ
う
か
。
乗
れ
る
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
自
転
車
に
乗
れ
た
だ
ろ
う
か
。
乗
る
前
に
、
乗
っ
た
と
き
の

体
験
を
色
々
想
像
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
乗
れ
た
後
に
実
際
に
体
験
し
た
と
き
、
そ
れ
が
乗
る
こ
と
が
で
き
る
前
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た

も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
か
比
較
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
自
転
車
に
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
乗
っ
て
い
る
人
の
姿
を
見
て
、
色
々
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想
像
し
て
、
自
分
も
乗
れ
た
ら
、
さ
ぞ
や
気
持
ち
い
い
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
乗
っ
て
い
る
人
が
痛
々
し
く
苦
し

そ
う
に
し
て
い
た
ら
、
乗
り
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

瞑
想
修
行
も
同
じ
で
あ
る
。
瞑
想
修
行
に
熟
練
し
て
い
る
修
行
者
の
姿
を
見
て
、
と
て
も
安
定
し
て
い
て
す
が
す
が
し
く
、
気
持
ち
よ

さ
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
瞑
想
修
行
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
瞑
想
修
行
の
熟
練
者
に
な
る
こ
と
は
自
転
車

に
乗
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
比
べ
て
、
遙
か
に
道
の
り
が
遠
く
、
途
中
で
投
げ
出
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
こ
と
が
頻
繁
に
経
験
さ
れ
る
。

目
標
と
し
て
熟
練
者
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
動
機
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
仏
教
で
は
発
心
と
い
っ
た
り
、
菩
提
心
と
言
っ
た
り
す

る
。
長
い
永
い
瞑
想
修
行
生
活
を
投
げ
出
し
た
く
な
る
時
に
、
そ
の
修
行
者
を
温
か
く
見
守
り
、
励
ま
し
、
勇
気
を
与
え
続
け
る
師
匠
が

必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
慈
悲
の
心
と
表
現
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
甘
や
か
す
だ
け
で
は
修
行
は
続
け
ら
れ
な
い
。
や
め
て
し
ま
い

そ
う
に
な
る
修
行
者
の
心
を
不
動
明
王
は
忿
怒
の
形
相
で
𠮟
咤
激
励
す
る
。
厳
し
く
導
く
こ
と
も
愛
情
で
あ
る
。
初
心
者
か
ら
次
第
に
熟

練
者
に
至
っ
た
経
験
を
持
つ
修
行
者
達
は
、
こ
う
し
た
修
行
者
の
心
の
機
微
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
師
匠
が
弟
子
を
導
く
た

め
に
様
々
な
方
法
論
を
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
論
の
一
つ
で
あ
り
、
ヨ
ー
ガ
行
派
で
最
も
注
目
す
べ
き
方

法
論
が
﹁
唯
識
観
法
﹂
な
の
で
あ
る
。

悩
み
多
き
人
生
で
あ
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
に
悩
む
の
か
。
そ
れ
は
自
分
自
身
が
想
い
描
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
も
の
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
見
て
い
る
世
界
、
つ
ま
り
認
識
し
て
い
る
世
界
、
さ
ら
に
言
い
換
え
る
と
現
象
世

界
は
、
私
自
身
が
想
い
描
き
だ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
少
し
ず
つ
、
し
か
も
着
実
に
訓
練
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の

訓
練
を
行
い
、
熟
達
す
る
と
、﹁
な
る
ほ
ど
現
象
世
界
は
私
が
想
い
描
き
だ
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
腑
に
落

ち
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
悩
み
苦
し
み
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
さ
ら
に
日
々
繰
り
返
し
訓
練
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
﹁
唯
識
観
法
﹂
で
あ
る
。
決
し
て
心
と
い
う
実
在
物
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
が
創
り
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
思
想
で
は
な
い
。

瞑
想
修
行
の
基
本
と
な
る
方
法
を
仏
教
で
は
シ
ャ
マ
タ
︵śam

atha

︶
お
よ
び
ヴ
ィ
パ
ッ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー ︵vipaśyanā

︶
と
い
う
言
語
表
現
を
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使
っ
て
表
す
。﹁
唯
識
観
法
﹂
も
こ
の
方
法
論
を
採
る
。
自
分
の
見
て
い
る
世
界
を
本
当
は
ど
の
よ
う
に
見
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
止
ま
っ

て
︵
シ
ャ
マ
タ
:śam

atha

︶
、
観
察
す
る
︵
ヴ
ィ
パ
ッ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー
:vipaśyanā

︶
こ
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
行
っ
て
行
く
。
唯
識
文
献
に
唯

識
観
法
の
基
本
的
瞑
想
法
が
シ
ャ
マ
タ
︵
止
︶
お
よ
び
ヴ
ィ
パ
ッ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー
︵
観
︶
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
初
期
の

仏
教
に
も
現
代
の
仏
教
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
﹁
唯
識
﹂
が
﹁
心
の
み
が
実
在
し
、
そ
れ
以
外
は
心
が
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
在

し
な
い
﹂
な
ど
と
説
い
て
い
る
訳
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
頂
け
る
と
あ
り
が
た
い
。
少
な
く
と
も
修
行
者
の
瞑
想
修
行
の
方
法
論
の
一

つ
で
あ
り
、
こ
の
修
行
者
の
グ
ル
ー
プ
が
体
験
す
べ
き
最
も
重
要
な
内
容
を
持
つ
方
法
論
が
唯
識
観
法
で
あ
る
こ
と
は
、
理
解
し
て
も
ら

え
る
だ
ろ
う
。

２
.
三
界
唯
心
と
は
何
か

現
象
世
界
は
﹁
想
い
描
き
だ
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
言
う
な
ら
ば
、
我
々
は
何
に
よ
っ
て
想
い
描
き
だ
し
て
い
る
の
か
を
説
明
し

て
お
く
こ
と
に
す
る
。
多
く
の
瞑
想
修
行
者
の
体
験
を
集
め
整
備
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た
唯
識
文
献
に
﹃
摂
大
乗

論
﹄
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、﹁
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
・
マ
ー
ト
ラ
﹂、﹁
唯
識
﹂
つ
ま
り
﹁
想
い
描
き
だ
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
い
う

方
法
論
の
文
献
学
的
根
拠
を
示
す
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
﹃
解
深
密
経
﹄
と
﹃
華
厳
経
﹄
が
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
両
方
と

も
に
﹁
経
﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
釈
迦
様
が
説
い
た
﹁
お
経
﹂
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
お
釈
迦
様
が
示
し
た
正
当
な
方
法
論
で
あ

る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
﹃
華
厳
経
﹄
は
﹁
十
地
品
﹂
の
中
に
﹁
三
界
唯
心
﹂
と
い
う
文
章
が
あ
り
、﹁
唯
識
﹂
が
正

し
い
根
拠
と
し
て
﹁
唯
心
﹂
の
部
分
を
採
り
上
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
﹁
唯
心
﹂
と
﹁
唯
識
﹂
と
を
同
じ
意
味
と
し
て
扱
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

﹁
唯
識
﹂
の
﹁
識
﹂
は
心
・
意
・
識
の
識
︵vijñāna

︶
で
は
な
く
、﹁
想
い
描
き
出
す
﹂
を
意
味
す
る
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
︵vijñapti

︶
だ
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と
説
明
し
た
の
で
、﹁
唯
識
﹂
の
﹁
識
﹂
と
﹁
唯
心
﹂
の
﹁
心
﹂
を
置
き
換
え
可
能
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た

方
が
い
る
と
思
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
本
来
、
専
門
的
な
説
明
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ

で
示
し
た
﹁
唯
心
﹂
の
﹁
心
﹂
と
﹁
唯
識
﹂
の
﹁
識
﹂
と
い
う
漢
訳
語
で
描
写
す
る
な
ら
ば
、﹁
唯
心
﹂
お
よ
び
﹁
唯
識
﹂
の
意
味
は
、
現

象
世
界
を
﹁
心
が
識
︵
し
︶
ら
し
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
私
な
り
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

﹁
唯
心
﹂
は
﹃
華
厳
経
﹄
の
﹁
十
地
品
﹂
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
約
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

﹁
三
界
に
属
す
る
も
の
は
、
た
だ
心
に
過
ぎ
な
い
。
す
べ
て
は
一
つ
の
心
に
よ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
凡
夫
に
は
分
か
り

に
く
い
の
で
、
ブ
ッ
ダ
は
十
二
の
支
分
に
分
け
て
解
説
し
た
の
で
あ
る
。﹂

こ
の
十
二
の
支
分
と
は
十
二
支
縁
起
で
あ
る
。
十
二
支
縁
起
の
捉
え
方
は
﹃
華
厳
経
﹄
本
文
と
﹃
摂
大
乗
論
﹄
引
用
文
と
で
は
少
し
異

な
る
。﹃
摂
大
乗
論
﹄
等
で
は
十
二
支
縁
起
を
認
識
論
的
解
釈
で
理
解
す
る
と
判
り
や
す
い
、
と
思
う
。

﹁
三
界
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
用
語
で
示
す
と
欲
界
︵kām

a-dhātu

︶
、
色
界
︵rūpa-dhātu

︶
と
無
色
界
︵ārūpya-dhātu

︶
の
三
つ
の

界
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
見
て
い
る
世
界
、
認
識
世
界
、
現
象
世
界
は
我
々
の
心
の
状
態
に
よ
っ
て
見
え
方
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。﹁
三
界
﹂
を
一
般
常
識
的
言
い
方
か
ら
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
私
な
り
に
説
明
し
て
み
る
。

ま
ず
欲
界
で
あ
る
。
我
々
が
も
の
を
見
る
と
き
、
価
値
判
断
を
伴
っ
て
も
の
を
見
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
し
て
み
て
い
る
。
古
い
言
い
方
で
は
色
眼
鏡
を
掛
け
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
同
じ
茶
碗
を
見
る
と
き
、
一
億
円
の
茶

碗
と
百
円
の
茶
碗
と
が
あ
る
と
し
よ
う
。
素
人
目
に
は
見
分
け
が
付
か
な
い
。
そ
こ
に
鑑
定
士
つ
ま
り
茶
碗
の
目
利
き
が
来
て
、
こ
ち
ら

は
一
億
円
で
こ
ち
ら
は
百
円
と
い
っ
た
途
端
に
見
え
方
が
変
わ
る
。
落
語
の
﹁
は
て
な
の
茶
碗
﹂
に
も
あ
る
よ
う
に
、
目
利
き
が
あ
る
茶

碗
を
シ
ゲ
シ
ゲ
と
見
て
、
首
を
か
し
げ
て
﹁
は
て
な
？
﹂
と
言
っ
た
の
を
見
て
い
た
茶
碗
の
価
値
の
判
ら
な
い
人
間
が
、﹁
目
利
き
が
首
を

か
し
げ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
高
価
な
茶
碗
に
違
い
な
い
﹂
と
言
っ
て
、
そ
の
茶
碗
を
桐
箱
に
収
め
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
種
明
か
し
は
落

語
を
聞
い
て
も
ら
う
と
し
て
、
我
々
は
様
々
な
も
の
を
価
値
判
断
に
よ
っ
て
見
て
い
る
。
地
位
や
名
誉
で
も
よ
い
し
、
権
力
な
ど
で
も
良
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い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
景
色
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。

色
界
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
価
値
判
断
を
拭
い
去
っ
て
も
の
を
見
た
と
き
に
顕
れ
る
風
景
と
思
っ
た
ら
良
い
で
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
景

色
が
見
え
る
。
い
つ
も
忙
し
く
し
て
い
て
気
付
か
な
か
っ
た
道
ば
た
の
花
に
心
を
止
め
る
の
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
道

ば
た
に
咲
い
て
い
る
花
に
気
づ
く
場
合
に
も
、﹁
こ
ん
な
に
も
可
憐
に
咲
く
花
が
あ
っ
た
の
か
﹂
と
す
る
場
合
に
も
、﹁
価
値
判
断
を
伴
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
虚
心
坦
懐
に
も
の
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の

場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
よ
い
。
た
だ
し
、
ま
だ
も
の
に
心
を
留
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

無
色
界
は
少
々
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
か
と
思
う
。
価
値
判
断
も
せ
ず
、
も
の
に
心
を
留
め
る
こ
と
が
な
い
状
態
な
の
で
、
そ
の
意
味
で

心
が
価
値
判
断
や
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
て
心
そ
の
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
状
態
と
考
え
た
ら
良
い
か
と
思
う
。

こ
れ
は
日
常
の
我
々
の
も
の
の
見
方
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
我
々
が
見
て
い
る
世
界
は
、
心
が
想
い
描
き
だ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

認
識
世
界
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
れ
ば
、﹁
三
界
に
属
す
る
も
の
は
、
た
だ
心
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
理
屈
で
考
え
て
腑
に
落
ち
る
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
体
験
が
必
要
に
な
る
の
だ
が
、﹁
そ
う

言
わ
れ
て
も
﹂
と
一
般
常
識
的
に
は
、
さ
ら
に
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

唯
識
思
想
も
仏
教
で
あ
る
の
で
、
悩
み
苦
し
み
を
ど
の
よ
う
に
し
て
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
あ
る
い
は
軽
減
で
き
る
の
か
を
目

的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
に
向
か
う
た
め
に
瞑
想
修
行
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
十
二
支
縁
起
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の

か
を
次
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

３
.
瞑
想
修
行
と
十
二
支
縁
起

十
二
支
縁
起
の
説
明
の
仕
方
か
ら
す
る
と
、
悩
み
苦
し
み
の
最
た
る
も
の
の
代
表
と
し
て
第
十
二
項
目
に
老
病
死
を
提
示
す
る
。
我
々

が
こ
う
し
た
悩
み
苦
し
み
を
受
け
て
し
ま
う
の
は
、
輪
廻
の
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
輪
廻
の
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
し
ま
い
、
そ
し
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て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
第
十
一
項
目
と
し
て
生
︵jāti

︶
と
表
現
す
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
第
十
項
目
で

有
︵bhava

︶
と
表
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
悩
み
苦
し
み
の
大
元
凶
と
し
て
第
一
項
目
の
無
明
に
至
る
。

目
の
前
の
世
界
、
認
識
世
界
、
現
象
世
界
を
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
誤
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い

状
態
を
、
無
知
蒙
昧
と
言
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
、﹁
真
っ
暗
闇
の
中
に
居
る
﹂、
つ
ま
り
無
明
の
闇
の
中
に
居
る
と
描
写
す
る
の
で
あ
る
。

十
二
支
縁
起
に
つ
い
て
は
胎
生
学
的
解
釈
が
主
で
は
あ
る
が
、
認
識
論
的
解
釈
を
施
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
世
に
生
ま
れ

出
た
時
は
、
目
の
前
の
世
界
を
ぼ
ん
や
り
と
受
け
入
れ
始
め
る
。﹁
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
﹂
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は

﹁
人
間
﹂
を
代
表
と
し
て
話
を
進
め
る
。
人
間
は
栄
養
を
受
容
し
て
生
命
を
維
持
し
て
い
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

栄
養
を
受
容
で
き
な
い
場
合
は
生
存
で
き
な
い
。
栄
養
を
母
乳
や
食
物
か
ら
受
容
す
る
に
は
、
そ
れ
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
働
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
働
き
は
ま
だ
何
も
の
と
も
表
現
で
き
な
い
が
、
意
思
作
用
に
も
と
づ
い
て
行
動
を
起
こ
す
の
で
、
第
二
項
目

に
あ
る
意
思
作
用
︵saṃ

skāra

︶
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
何
ら
か
の
行
為
を
起
こ
す
前
に
、
何
を
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
目
の
前

に
居
る
の
が
母
親
か
父
親
か
、
ミ
ル
ク
か
そ
れ
以
外
の
食
物
か
を
識
別
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
我
々
は
目
の
前
に
広
が

る
世
界
の
全
体
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
何
で
、
あ
れ
は
何
で
あ
る
と
識
別
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
に
働
く
重
要
な
要
素

が
言
語
表
現
で
あ
り
、
そ
の
言
語
表
現
が
他
者
と
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
働
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
よ
う
に
進
ん
で
い
く
。

個
別
に
想
い
描
く
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
間
に
共
有
で
き
る
概
念
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
成
立
す
る
概
念
を
言
語
概
念
と
表

現
す
る
こ
と
に
す
る
。
言
語
概
念
は
我
々
が
認
識
す
る
対
象
と
し
て
の
形
態
︵rūpa

︶
に
対
し
て
名
称
︵nām

a

︶
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
を
唯
識
文
献
で
は
捉
え
る
も
の
︵grāhaka

︶
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
︵grāhya

︶
と
も
表
現
す
る
。
我
々
が
も
の
を
認

識
す
る
時
に
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
採
っ
て
い
る
か
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

赤
ち
ゃ
ん
と
し
て
誕
生
し
た
当
初
、
目
の
前
の
世
界
を
は
っ
き
り
と
理
解
し
て
認
識
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
、

生
ま
れ
た
て
の
頃
を
振
り
返
っ
て
想
像
し
て
み
る
と
、
身
の
回
り
に
居
る
人
間
か
ら
の
働
き
か
け
を
通
し
、
し
か
も
そ
こ
に
何
ら
か
の
言
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語
活
動
を
伴
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
も
の
に
名
称
を
与
え
な
が
ら
成
長
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
第
三
項

目
の
識
︵vijñāna

︶
と
第
四
項
目
の
名
色
︵nām

a-rūpa

︶
を
当
て
は
め
る
と
、
捉
え
る
も
の
が
対
象
物
に
対
し
て
名
称
を
与
え
る
こ
と
で
、

対
象
物
が
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、
形
態
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
時
に
我
々
は
現
象

世
界
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
識
別
作
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
識
別
す
る
こ
と
を
第
三
項
目
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ

︵vijñāna

︶
と
し
た
。
こ
れ
を
漢
訳
で
は
﹁
識
﹂
と
し
た
。
識
別
作
用
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
名
称
と
そ
の
名
称
の
指
示

す
る
対
象
で
あ
る
形
態
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
十
二
支
縁
起
の
認
識
論
的
解
釈
に
当
て
は
め
る
と
、
第
三
項
目
の
識

︵vijñāna

︶
と
第
四
項
目
の
名
色
︵nām

a-rūpa

︶
が
相
互
に
原
因
と
な
り
結
果
と
な
る
関
係
に
あ
る
。

こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
、
も
う
少
し
説
明
し
て
お
く
。
十
二
支
縁
起
に
よ
っ
て
無
明
か
ら
悩
み
苦
し
み
に
至
る
過
程
の
説
明
は
、

前
項
目
が
次
の
項
目
の
原
因
と
な
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
説
明
す
る
。
し
か
し
仏
教
文
献
に
お
い
て
、
こ
の
識
と
名
色
の
間
だ
け
は
相
互

関
係
に
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
い
説
明
は
省
く
こ
と
に
す
る
。
日
常
の
我
々
の
認
識
の
仕
方
と
し
て
説
明
し
て
み
る
。
ヴ
ィ
ジ

ュ
ニ
ャ
ー
ナ
︵vijñāna

︶
は
﹁
知
る
﹂
と
い
う
動
詞
︵√jñā

︶
に
分
け
る
こ
と
を
意
味
す
るvi-

と
い
う
接
頭
辞
が
付
い
て
い
る
の
で
、﹁
分
け

て
知
る
こ
と
﹂
と
い
う
意
味
合
い
に
な
る
。
こ
れ
は
机
で
、
こ
ち
ら
は
椅
子
と
い
う
よ
う
に
分
け
て
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
に
よ

っ
て
分
け
る
の
か
と
い
う
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
分
け
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
詳
し
く
叙
述
す
る
と
、﹁
言
語
概
念
に
よ
っ
て
分
け
て
知

る
﹂
と
な
る
。
わ
ざ
わ
ざ
言
語
概
念
と
表
現
す
る
の
は
、
例
え
ば
机
な
い
し
椅
子
と
い
う
言
葉
︵
名
称
︶
に
よ
っ
て
表
示
す
る
対
象
物
︵
形

態
︶
は
人
に
よ
っ
て
内
容
︵
概
念
︶
に
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
別
な
説
明
の
仕
方
を
し
て
み
よ
う
。
同
じ
言
語
表
現
で
あ
っ
て
も
、
受

け
取
る
人
が
異
な
っ
た
受
け
取
り
方
を
す
る
経
験
が
あ
る
場
合
、
何
処
に
問
題
が
あ
る
か
と
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
話
し
手
と

受
け
手
も
共
通
の
理
解
で
あ
る
と
信
じ
て
使
用
し
て
い
る
言
葉
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
使
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
言
語
表
現
は
同
じ
で
も
、
言
語
概
念
は
個
々
人
で
異
な
る
こ
と
に
思
い
至
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
言
語
概
念
に
よ
っ
て
、
我
々
は
認
識
世
界
な
い
し
社
会
環
境
を
識
別
し
判
断
す
る
の
で
、
私
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
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︵vijñāna

︶
を
﹁
識
別
判
断
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

十
二
支
縁
起
と
は
別
に
、
対
象
物
を
分
別
し
て
認
識
す
る
表
現
が
あ
る
。
ヴ
ィ
カ
ル
パ
︵vikalpa

︶
や
パ
リ
カ
ル
パ
︵parikalpa

︶
と
い
う

表
現
で
、
カ
ル
パ
は
﹁
順
序
立
て
て
列
べ
る
﹂
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
対
象
物
を
認
識
可
能
な
姿
と
し
て
受
け
取
る
に
は
言

語
概
念
に
よ
っ
て
対
象
物
を
順
序
立
て
て
列
べ
る
よ
う
に
し
て
分
別
し
て
い
る
と
考
え
る
と
少
し
は
判
り
や
す
い
か
と
思
う
。
そ
こ
で
言

語
概
念
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
も
の
︵parikalpita

︶
と
分
別
す
る
も
の
︵parikalpa

︶
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
設
け
る
。
こ
れ
は
先
の
形
態

︵rūpa

︶
と
名
称
︵nām

a
︶
、
捉
え
ら
れ
る
も
の
︵grāhya

︶
と
捉
え
る
も
の
︵grāhaka

︶
と
言
う
組
み
合
わ
せ
と
同
様
の
見
方
で
あ
る
。
そ
こ

で
私
は
ヴ
ィ
カ
ル
パ
や
パ
リ
カ
ル
パ
を
﹁
分
別
判
断
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

さ
て
、
少
し
自
己
の
内
面
を
見
つ
め
る
必
要
が
あ
り
、
慣
れ
な
い
人
に
は
難
し
く
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
認
識
世
界
、
三
界
を
理

解
す
る
の
に
必
要
な
見
方
で
あ
る
。
認
識
世
界
な
い
し
社
会
環
境
は
識
別
判
断
な
い
し
分
別
判
断
し
て
い
る
人
の
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
見
え
る
、
つ
ま
り
心
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
漢
訳
で
言
う
﹁
三
界
唯
心
﹂
の
意

味
合
い
で
あ
る
。
決
し
て
心
と
い
う
実
体
だ
け
が
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
存
在
し
な
い
、
な
い
し
は
心
と
い
う
実
在
物
か
ら
様
々

な
も
の
が
飛
び
出
し
て
く
る
、
作
り
出
さ
れ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

４
.
言
葉
は
心
を
支
配
す
る

心
と
表
現
し
て
い
る
が
、
悩
み
苦
し
み
の
元
凶
は
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
我
々
が
認
識
世
界
を
そ
の
時
々
の
自
分
の
心
の
状
態
に
寄

り
添
う
言
語
概
念
で
推
し
量
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
の
世
界
は
情
報
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

正
し
い
情
報
よ
り
悪
意
に
満
ち
た
情
報
、
誤
解
し
て
流
す
情
報
を
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
自
分
は
正
し
い
と
信
じ
切
っ

て
い
る
人
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
が
、
正
し
い
と
信
じ
切
っ
て
い
る
自
分
の
基
準
に
合
わ
な
い
行
動
を
す
る
相
手
に
対
し
て
、
誹
謗

中
傷
す
る
言
葉
を
浴
び
せ
る
な
ど
の
時
に
、
そ
の
自
分
の
持
つ
基
準
、
自
分
の
所
持
す
る
言
語
概
念
の
内
容
が
本
当
に
正
し
い
か
ど
う
か
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の
反
省
を
し
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
。
言
葉
は
噓
を
つ
く
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
対
し
て
も
噓
を
つ
く
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
噓
を

つ
き
続
け
る
時
、
何
か
違
和
感
を
覚
え
、
居
心
地
が
悪
く
な
れ
ば
、
ま
だ
修
正
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
、
と
思
え
る
。

こ
こ
で
言
葉
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
の
中
で
は
、
ど
う
や
ら
こ
の
二
つ
の
表
現
を
使
い
分
け
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
一
つ
は
ア
ビ
ラ
ー
パ
︵abhilāpa

︶
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
前
節
で
採
り
上
げ
た
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
︵vijñāna

︶
お
よ
び
ヴ
ィ

カ
ル
パ
︵vikalpa
︶
な
い
し
パ
リ
カ
ル
パ
︵parikalpa

︶
で
あ
る
。
ア
ビ
ラ
ー
パ
︵abhilāpa

︶
は
、
例
え
ば
音
声
と
し
て
発
す
る
言
葉
を
意
味

す
る
。
も
ち
ろ
ん
心
の
中
で
つ
ぶ
や
く
言
葉
︵m

ano-jaipa

︶
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
認
識
対
象
に
対
す
る
し
っ
か
り
と
し
た
概
念
化
を
伴

わ
な
い
と
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
私
は
﹁
言
語
表
現
﹂
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
名
称
と
形
態
、
捉
え
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る

も
の
な
ど
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
識
別
判
断
︵vijñāna

︶
お
よ
び
分
別
判
断
︵vikalpa

︶
を
﹁
言
語
概
念
﹂
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
分
け
る
と
か
え
っ
て
理
解
す
る
の
に
戸
惑
い
を
覚
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
も
う
少
し
具
体
的
に
描
写
し
て
み

る
。ま

ず
、
言
語
表
現
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
我
々
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
図
も
な
く
、
し
か
し
何
ら
か
の
も
の
を
捉
え
よ
う
と
し
て
発

す
る
言
葉
が
あ
る
。
漠
然
と
し
て
潜
在
的
働
き
と
も
言
わ
れ
る
し
、
潜
在
的
な
意
思
作
用
と
も
い
わ
れ
る
が
、
何
か
を
心
の
中
で
つ
ぶ
や

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
だ
ろ
う
か
。
水
を
飲
む
場
合
、
心
の
ど
こ
か
で
﹁
水
を
飲
み
た
い
﹂
と
い
う
心
が
働
く
こ
と
を
言
語

表
現
し
よ
う
。
ど
の
よ
う
な
方
法
で
水
を
飲
む
か
、
ど
の
よ
う
な
質
の
水
を
飲
む
か
、
と
い
う
こ
と
は
こ
の
段
階
で
は
問
題
に
し
て
い
な

い
。
次
の
段
階
で
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
っ
た
水
を
、
そ
の
ま
ま
飲
む
か
、
コ
ッ
プ
に
注
い
で
飲
む
か
、
そ
し
て
川
の
水
を
飲
む
か
、
井

戸
の
水
を
飲
む
か
、
水
道
の
水
を
飲
む
か
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
買
っ
て
飲
む
か
、
識
別
し
、
分
別
し
て
、
判
断
す
る
。
こ
の
段
階

で
水
は
表
現
だ
け
で
な
く
概
念
化
さ
れ
て
い
る
。
飲
む
方
法
や
質
を
吟
味
し
て
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
も
概
念
化
さ
れ
て
い
る
と
表
現
し

て
お
く
。

言
語
表
現
と
し
て
は
同
じ
音
声
、
同
じ
つ
ぶ
や
き
で
あ
れ
ば
共
通
し
て
い
る
。
言
語
表
現
と
し
て
は
共
通
し
て
通
用
す
る
は
ず
だ
っ
た
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の
だ
が
、
水
の
質
に
つ
い
て
は
個
々
人
の
考
え
方
に
よ
っ
て
価
値
判
断
が
異
な
る
し
、
飲
む
方
法
論
で
も
好
み
に
よ
っ
て
異
な
る
。
言
語

概
念
は
多
様
性
を
含
む
こ
と
が
判
る
。
こ
の
多
様
性
は
、
仏
教
で
は
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
︵prapañca

︶
と
言
語
表
現
さ
れ
、
漢
訳
す
る
と
﹁
戯

論
﹂
と
な
る
。
ま
さ
に
﹁
戯
れ
の
言
動
﹂
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
言
語
概
念
に
よ
っ
て
我
々
の
考
え
、
行
動
が
左
右
さ
れ

る
。
言
語
表
現
と
言
語
概
念
を
総
称
し
て
言
葉
と
言
う
な
ら
ば
、
我
々
の
心
は
こ
う
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

言
葉
を
発
す
る
人
と
、
受
け
取
る
人
が
い
る
。
こ
の
両
者
を
別
人
と
し
よ
う
。
あ
る
人
が
あ
る
言
葉
を
発
し
た
時
、
受
け
取
る
側
が
そ

の
言
葉
に
よ
っ
て
傷
つ
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
喜
ぶ
場
合
も
あ
る
。
善
意
で
か
け
た
言
葉
な
の
に
、
相
手
が
ひ
ど
く
悲
し
ん
で
し
ま
う
経
験

が
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
も
少
し
了
解
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
。
別
人
と
し
た
場
合
に
は
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
言
語
概
念
と
、
相
手

の
持
っ
て
い
る
言
語
概
念
と
が
違
う
こ
と
に
気
づ
く
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
言
語
表
現
は
同
じ
で
も
言
語
概
念
が
異
な
る
、
と
了
解
す
る
チ

ャ
ン
ス
が
あ
る
。

少
し
進
め
て
、
言
葉
を
発
す
る
人
と
、
受
け
取
る
人
が
同
一
人
物
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
生
ま
れ
て
か
ら
こ
の
方
身
に
つ
け
た
言

語
概
念
、
い
い
か
え
れ
ば
慣
れ
親
し
ん
だ
言
語
概
念
に
よ
っ
て
世
界
を
見
て
い
る
。﹁
私
は
自
分
の
言
語
概
念
に
よ
っ
て
認
識
世
界
を
創

り
出
し
て
い
る
﹂
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
﹁
私
は
﹂
気
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
な
描
写
を
し
て
み
よ
う
。
同
じ
言
語
表
現
を
、

あ
る
人
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
語
概
念
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
人
は
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
を
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
考
え
て
い
る
と
し
て
お
こ
う
。
同
じ
言
語
表
現
を
、
あ
る
人
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
語
概
念
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ

の
人
は
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
を
ネ
ガ
テ
ィ
ム
に
考
え
る
と
し
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
、
同
じ
言
語
表
現
が
全
く

異
な
っ
た
状
態
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
自
分
自
身
で
気
づ
く
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。
そ
れ
は
自
己
の
中
で
完
結
し
て
し
ま
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
自
己
と
別
な
見
え
方
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
自
己
の
創
り
出
し
て
い
る
認
識
世
界
を

他
と
比
較
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
人
と
比
べ
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
の
だ
が
、
同
じ
言
葉
を
他
人
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
吟
味
す
る
こ
と
に
な
れ
て
い
な
い
場
合
、
最
終
的
に
は
自
己
の
慣
れ
親
し
ん
だ
言
語
概
念
に
他
人
の
持
っ
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て
い
る
言
語
概
念
を
翻
訳
し
て
使
う
こ
と
に
な
る
。
修
正
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
唯
識
文
献
の
中
で
は
楔

の
譬
喩
な
ど
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
理
性
と
い
う
楔
を
持
っ
て
理
性
と
い
う
楔
を
抜
い
て
行
く
作
業
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
体
験
を
伴
わ

ず
に
は
こ
の
描
写
が
腑
に
落
ち
る
か
と
い
う
と
、
か
え
っ
て
判
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
自
分
に
他
か
ら
取
り

入
れ
た
は
ず
の
言
語
概
念
を
言
い
聞
か
せ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
自
分
の
慣
れ
親
し
ん
だ
言
葉
に
染
め
て
し
ま
い
、
い
つ
の
間

に
か
自
分
の
都
合
よ
い
よ
う
に
解
釈
し
て
し
ま
う
傾
向
を
、
ど
う
や
ら
我
々
は
も
っ
て
い
る
ら
し
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
る
も
の
の
﹁
あ
る
が
ま
ま
の
姿
︵
真
如
︶﹂
を
言
語
表
現
し
た
は
ず
の
言
葉
は
、
い
つ
の
間
に
か
様
々
な
思
惑
を

交
え
て
多
様
化
し
て
、
そ
れ
こ
そ
い
つ
の
間
に
か
本
来
の
﹁
あ
る
が
ま
ま
の
姿
﹂
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
行
く
、
戯
れ
の
論
に

成
り
下
が
っ
て
行
く
、
の
で
あ
る
。

５
.
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
学
派
は
言
葉
を
ど
う
見
て
い
た
の
か

さ
て
、
ヨ
ー
ガ
行
派
は
修
行
者
の
集
団
で
あ
る
。
瞑
想
修
行
の
実
践
を
通
し
て
体
得
し
た
修
行
法
を
自
分
以
外
の
人
に
伝
え
よ
う
と
し

た
場
合
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
実
は
体
験
は
個
人
的
な
も
の
で
、
他
の
人
と
共
有
す
る
に
は
言
葉
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
、
修
行
者
た
ち
は
強
く
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
同
様
の
体
験
を
持
っ
て
い
る
修
行
者
と
体
験
を
言
葉
で
共
有
し
よ

う
と
し
た
。
修
行
者
同
士
で
は
個
人
の
持
つ
体
験
そ
の
も
の
に
差
異
が
あ
る
こ
と
も
気
付
く
こ
と
が
出
来
た
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験

を
擦
り
寄
せ
て
言
葉
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
し
た
。﹃
解
深
密
経
﹄
や
﹃
大
乗
荘
厳
経
論
﹄
と
い
っ
た
初
期
の
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
文
献
に
は

は
っ
き
り
と
、﹁
体
験
は
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
が
、
言
葉
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
他
の
人
に
伝
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
そ

の
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
も
出
来
な
い
。
だ
か
ら
、
仮
に
言
葉
を
用
い
て
体
験
を
語
る
こ
と
に
し
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
言

葉
は
決
し
て
体
験
そ
の
も
の
と
一
対
一
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
言
葉
を
頼
り
に
、
修
行
者
達
は
自
分
の
獲
得
し
た
体
験
を
吟

味
し
、
方
向
性
を
修
正
す
る
大
切
な
道
具
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
修
行
者
以
外
の
一
般
常
識
人
に
伝
え
る
場
合
、
さ
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ら
に
面
倒
な
作
業
に
な
る
。
修
行
者
の
視
点
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
自
分
の
体
験
に
擦
り
寄
せ
て
言
葉
に
命
を
吹
き
込
む
事
が
出
来
る
。
し

か
し
、
体
験
の
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
い
一
般
常
識
的
視
点
し
か
持
た
な
い
人
に
は
、
同
じ
言
葉
を
修
行
者
と
同
じ
響
き
と
し
て
受
け
取

る
こ
と
が
出
来
に
く
い
。
た
と
え
ば
、
瞑
想
修
行
の
定
義
と
し
て
﹁
ヨ
ー
ガ
と
は
心
の
働
き
を
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂︵yogaś citta-vṛtti-

nirodhaḥ

︶
と
日
本
語
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
を
修
行
体
験
の
少
な
い
人
は
ど
う
見
が
ち
で
あ
ろ
う
か
。﹁
心
の
働
き
が

な
く
な
る
！　

そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
で
は
な
い
か
﹂
と
思
う
人
も
い
る
。
心
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
心
と
い

う
実
体
が
消
滅
す
る
と
で
も
考
え
て
し
ま
う
。
原
文
を
も
う
少
し
違
う
日
本
語
に
し
て
み
る
と
﹁
ヨ
ー
ガ
と
は
、
心
の
活
動
︵
ざ
わ
め
き
な

ど
︶
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
な
る
。
何
か
と
我
々
の
心
は
思
い
悩
む
な
ど
ざ
わ
め
く
の
だ
が
、
そ
れ
を
な
く
す
の
で
は

な
く
、
し
っ
か
り
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
瞑
想
修
行
の
効
用
は
、
世
間
の
煩
わ
し
さ
の
中
に
い
て
も
、
心
を

可
能
な
限
り
安
定
し
た
状
態
に
保
と
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
実
践
し
て
体
得
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
も
絵
に
描
い
た
餅
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

修
行
実
践
内
容
を
言
語
表
現
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
仮
の
方
法
論
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ヨ
ー
ガ
行
派
の
修
行
者
達
は
自
覚
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
梵
天
勧
請
と
初
転
法
輪
の
仏
伝
を
ご
存
じ
の
方
は
、
そ
の
内
容
を
こ
れ
に
当
て
は
め
る
と
よ
い
。
ヨ
ー
ガ
行
者
達
は
、

釈
尊
の
頃
か
ら
続
く
修
行
者
の
自
覚
を
体
得
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
は
方
便
で
あ
る
。
方
便
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
と
、
方
便
で
あ
る
は

ず
の
言
葉
が
心
を
支
配
し
操
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
気
付
か
な
く
な
る
。
ま
さ
に
言
葉
は
虚
妄
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想

で
は
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
﹁
虚
妄
分
別
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。

﹁
虚
妄
﹂
と
聞
く
と
、
一
般
常
識
的
視
点
で
は
﹁
言
葉
は
噓
っ
ぱ
ち
だ
か
ら
、
い
ら
な
い
﹂
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。﹁
虚
妄
分
別
﹂
の
原

語
は
ア
ブ
ー
タ
・
パ
リ
カ
ル
パ
︵abhūta-parikalpa

︶
で
あ
る
。
ア
ブ
ー
タ
を
﹁
虚
妄
﹂
と
漢
訳
し
た
た
め
に
﹁
噓
っ
ぱ
ち
﹂
の
イ
メ
ー
ジ

で
捉
え
て
し
ま
う
。
ブ
ー
タ
︵bhūta

︶
は
こ
の
場
合
﹁
真
に
あ
る
こ
と
﹂
と
で
も
日
本
語
訳
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
否
定
辞a-

が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
、﹁
真
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
な
る
。
何
が
﹁
真
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
﹂
の
か
と
言
え
ば
、
パ
リ
カ
ル
パ
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︵parikalpa

︶
、
つ
ま
り
﹁
分
別
判
断
﹂
で
あ
り
、﹁
言
語
概
念
﹂
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
創
り
出
し
て
い
る
概
念
は
自
分
が
仮
に
設
け
た

言
葉
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
同
語
反
復
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
が
、
言
葉
は
決
し
て
﹁
言
葉
は
噓
っ
ぱ
ち

だ
か
ら
、
い
ら
な
い
﹂
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
社
会
生
活
を
営
む
に
は
、
欠
か
せ
な
い
も
の
が
言
葉
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
に
縛
ら
れ
て
は
心
が
自
由
に
な
ら
な
い
こ
と
で
悩
み
苦
し
み
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
気
づ
け
る
か
ど
う
か
が
重

要
で
あ
る
。
言
葉
は
心
を
支
配
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
言
葉
が
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
に
な
り
、
人
々
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ス
に
さ
い

な
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
ス
ト
レ
ス
を
低
減
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
唯
識
観
法
が
言
葉
の
支
配
か
ら
心
を
自
由
に
し
て
行
く
方
法
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
方
法
論
と
し
て
提
示
す
る
に
は
広

す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
心
を
支
配
し
て
い
る
言
葉
を
、
少
し
ず
つ
心
を
解
放
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
低
減
す
る
。
楔
に
よ
っ
て
楔
を
取
り
除
く

と
い
う
譬
喩
が
あ
る
こ
と
を
先
に
触
れ
た
。
言
葉
と
い
う
楔
に
よ
っ
て
心
を
支
配
し
て
い
る
言
葉
の
楔
を
取
り
除
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
人
を
導
く
た
め
に
、
言
葉
を
使
っ
て
い
く
。
ス
ト
レ
ス
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
人
が
い
た
ら
、
そ
の
人
を
ど
の

よ
う
な
言
語
概
念
つ
ま
り
言
葉
が
そ
の
人
の
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
探
っ
て
行
く
。
言
葉
に
よ
っ
て
探
る

訳
で
あ
る
か
ら
、
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
の
﹁
真
に
あ
る
も
の
﹂
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
導
く
べ
き
人
が
ス

ト
レ
ス
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人
の
ス
ト
レ
ス
を
低
減
し
て
行
け
る
な
ら
、
そ
の
言
葉
は
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
を
導
き

だ
し
有
効
に
使
う
た
め
の
方
法
論
と
し
て
最
も
有
効
な
手
段
が
瞑
想
修
行
で
あ
る
こ
と
が
、
一
般
常
識
的
に
も
判
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
学
派
の
修
行
者
達
が
気
づ
い
た
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
説
明
で
も
ほ
の
め
か
し
て
き
た
が
、
瞑
想
修
行
と
言
っ
て
も
千
差
万
別
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
方
法
論
が
個
々
人
に
合
っ

た
も
の
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
方
法
論
が
あ
る
人
に
は
と
て
も
有
効
で
も
、
別
な
人
に
は
害
に

な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
が
修
行
実
践
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
適
切
な
指
導
者
が
必
要
な
理
由
で
も
あ
る
。
こ
の
点
も
踏
ま
え
て
次

の
節
で
、
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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６
.
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
学
派
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
言
葉
は
現
在
多
種
多
様
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
私
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
の
専
門
家

で
は
な
い
し
、
詳
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
現
代
社
会
で
は
、
す
で
に
何
を
も
っ
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
の
か
判
ら
な
い
く
ら
い
に

な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
多
様
化
す
る
、
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
の
良
い
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
ス
ト
レ
ス
低
減

法
の
生
み
の
親
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
の
編
み
出
し
た
方
法
論
と
し
て
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
私
に
判
る

範
囲
で
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
も
そ
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
が
鈴
木
大
拙
を
通
じ
て
日
本
の
曹
洞
宗
の
禅
に
親
し
む
中
で
、
瞑
想
修
行

が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
導
く
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
瞑
想
修
行
の
方
法
論
を
精
神
医
学
に
応
用
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
名
称
は
釈
尊
以
来
の
仏
教
の
瞑
想
修
行
法
に
由
来
す
る
。
そ
の
瞑
想
修
行
法
の
中
に
パ
ー
リ
語
で
サ
テ
ィ
パ

タ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
中
の
サ
テ
ィ
︵sati

︶
の
英
訳
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で
あ
る
。
仏
教
の
瞑
想
修
行
法
は
基
本
と

し
て
サ
マ
タ
と
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
部
派
仏
教
お
よ
び
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
で
用
い
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
漢
訳
す
る
と
止
と
観
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
も
言
語
表
現
で
あ
る
の
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
運
用
す
る

か
に
つ
い
て
は
実
践
の
場
で
し
か
判
ら
な
い
。
そ
の
実
践
の
場
で
行
わ
れ
て
い
た
実
践
を
な
ん
と
か
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
写
し
取

ろ
う
と
し
た
の
が
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
文
献
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唯
識
文
献
を
扱
う
と
き
に
は
、
修
行
実
践
の
体
験
を
想
定
し
て
読
み
解

く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
唯
識
文
献
を
理
解
す
る
上
で
、
一
般
常
識
的
視
点
か
ら
難
し
い
と
感
じ
る
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
視
点
は
、
あ
く
ま
で
も
一
般
常
識
的
視
点
で
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
寄
り
添
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
質
問
事

項
な
ど
を
用
意
す
る
際
に
使
用
す
る
言
語
表
現
と
言
語
概
念
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
手
段

と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
の
一
般
常
識
的
視
点
と
修
行
者
の
視
点
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
述

べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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言
語
表
現
は
虚
妄
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
言
語
表
現
を
頼
り
に
す
る
こ
と
で
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
で
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の

状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
葉
で
成
り
立
っ
て
い
る
質
問
事
項
を
用
意
し
、
回
答
を
回
収
す
る
。
質
問
事
項
は
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
で
提
供
す
る
瞑
想
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
で
使
用
さ
れ
て
い
る
瞑
想
修
行
を
観
て
い
る
と
、
ハ
タ
・
ヨ
ー
ガ
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ア
ー
サ
ナ
の
姿
を
多
く
見
か
け
る
。
ハ
タ
・

ヨ
ー
ガ
に
限
ら
ず
ヨ
ー
ガ
の
技
法
つ
ま
り
ア
ー
サ
ナ
は
、
我
々
が
日
常
生
活
の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
に
身
に
染
み
こ
ま
せ
て
し
ま
っ
た
体

位
を
、
本
来
あ
る
べ
き
体
位
に
戻
す
た
め
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
心
の
状
態
は
不
思
議
に
も
身
体
的
な
歪
み
に
反
映
さ
れ
て
く
る
。

心
を
調
え
る
の
に
、
ま
ず
は
身
体
的
な
体
位
を
調
え
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
。
身
体
を
調
え
る
と
同
時
に
息
を
整
え
て
い
く
。
す
る
と
少

し
ず
つ
心
が
調
っ
て
く
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
い
っ
ぺ
ん
に
は
完
成
し
な
い
の
で
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
こ
う
し
た
方
法
を
与
え
る
場
合
、
そ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
今
ど
の
よ
う
な
状
態
に

あ
り
、
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
を
指
導
す
る
者
が
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
適
切
な
方
法
を
与
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に

は
言
葉
に
よ
る
質
問
事
項
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
答
え
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
や
っ
か
い
な
こ
と
に
質
問
事
項
を
作
成
す
る
時
に
、
質
問

者
は
自
ら
の
求
め
る
内
容
を
言
語
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
修
行
者
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
同
じ
言
語
表
現
で
あ
っ
て
も
質
問
者
の
持
つ
言

語
概
念
と
受
講
者
の
言
語
概
念
と
の
間
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
必
要
な
の
は
修
行
方
法
を
与
え

る
側
が
質
問
に
対
し
て
得
ら
れ
た
回
答
に
示
さ
れ
た
言
語
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
を
頼
り
に
相
手
の
状
態
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
言
葉
は
虚
妄
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
般
常
識
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
受
講
者
の
解
決
す
べ
き
状
態
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
言

葉
は
有
効
な
の
で
あ
る
。
受
講
者
の
真
の
状
態
と
ズ
レ
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。

言
葉
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
状
態
そ
の
も
の
を
真
に
表
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
状
態
を
よ
い
方
向
に
導
く
こ
と
が
で

き
る
な
ら
、
十
分
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
虚
妄
﹂
か
ら
一
般
常
識
的
視
点
で
受
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象

と
は
異
な
り
、
言
葉
は
方
法
論
と
し
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
虚
妄
﹂
は
﹁
噓
っ
ぱ
ち
﹂
と
は
ほ
ど
遠
い
、
有
効
で
有
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用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

数
学
を
持
ち
出
す
と
、
さ
ら
に
判
り
に
く
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
許
し
頂
き
た
い
。
数
学
は
我
々
の
住
む
宇
宙
自
然
を
把
握
す

る
の
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
言
語
概
念
で
あ
る
。
そ
の
数
学
に
お
い
て
、
虚
妄
分
別
と
似
た
よ
う
な
役
割
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
﹁
虚
数
﹂
が
あ
る
。
そ
の
ま
ま
読
む
と
﹁
噓
っ
ぱ
ち
の
数
﹂
に
な
る
。
実
数
に
対
し
て
虚
数
で
あ
る
。
実
際
に
存
在
す
る
数
を
実
数
と

言
う
。
リ
ン
ゴ
が
一
つ
、
二
つ
な
ど
実
際
に
存
在
が
確
認
で
き
る
数
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
そ
の
中
に
は
円
周
率
︵3.14

…
︶
や
⅓
︵0.3333

…
︶
な
ど
も
実
際
に
存
在
し
て
い
る
、
と
理
解
で
き
る
。
円
周
率
な
ら
3.1
と
3.2
の
間
の
ど
こ
か
に
実
際
に
存
在
す
る
と
理
解
で
き
る
。
不

明
な
数
を
仮
に
設
け
た
数
で
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
数
学
は
方
程
式
と
い
う
も
の
を
編
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ン
ゴ
が
い
く
つ
あ

る
か
判
ら
な
い
場
合
に
、
そ
れ
を
x
と
表
現
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
一
つ
加
え
る
と
、
二
つ
に
な
っ
た
。
す
る
と
x
は
い
く
つ
で
あ
ろ
う

か
。x+1=

2

な
ら
ば
、
x
は
通
常
1
と
な
る
。
株
価
や
売
り
上
げ
な
ど
で
利
益
が
倍
々
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
し
よ
う
。
ど
の
数
で
も
適

応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
x
と
表
現
す
る
。
倍
々
で
あ
れ
ば
、　

と
い
う
概
念
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。x

2+1=
3

だ
と

x
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
はx

2=
2

と
な
る
。
そ
れ
で
は
x
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
計
算
す
る
と1.41421356

…
と
な
る
。

延
々
と
数
字
が
伸
び
て
い
く
の
で
　
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
だ
こ
の
段
階
な
ら　

も
1
と
1.5
の
間
の
ど
こ
か
に
実
際
に
存
在
す
る

と
理
解
で
き
る
。
さ
て
、
困
っ
た
こ
と
に
数
式
と
し
て
はx

2+1=
0

が
簡
単
に
成
立
す
る
。
す
る
と
必
然
的
にx=

－ 1

と
な
る
。
こ
れ
は

現
実
に
ど
こ
に
も
存
在
す
る
と
認
識
で
き
な
い
。
一
般
常
識
的
視
点
か
ら
す
る
と
噓
っ
ぱ
ち
の
数
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
虚
数
と
名
付

け
た
の
で
あ
る
。
噓
っ
ぱ
ち
の
数
だ
か
ら
必
要
な
い
か
と
い
う
と
、
虚
数
が
な
い
と
マ
ク
ロ
の
宇
宙
か
ら
ミ
ク
ロ
の
素
粒
子
の
分
野
に
至

る
ま
で
の
自
然
科
学
分
野
の
概
念
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
英
語
で
は
虚
数
の
こ
と
をan im

aginary num
ber

と
い
う
。
つ
ま
り
虚
数

と
は
想
像
上
の
数
で
あ
る
。

言
葉
は
我
々
が
表
現
し
よ
う
が
な
い
も
の
を
言
語
表
現
す
る
た
め
に
創
り
出
さ
れ
た
極
め
て
有
用
な
方
法
で
あ
る
。
仮
に
設
け
た
言
葉

の
恩
恵
を
受
け
て
我
々
は
現
象
世
界
を
分
別
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
想
像
上
の
世
界
を
認
識
対
象
と
し
て
思
い
描
き
だ
し

x2

√2

√2
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て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
姿
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
現
象
世
界
を
認
識
で
き
る
こ
と
で
、
社
会
生
活

が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
社
会
全
体
で
共
有
し
て
法
律
や
ル
ー
ル
を
創
り
出
し
運
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
社
会
生
活
が

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
に
よ
っ
て
同
じ
言
語
表
現
で
あ
っ
て
も
解
釈
や
理

解
の
仕
方
が
異
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
私
が
言
っ
た
言
葉
を
あ
の
人
は
誤
解
し
た
と
嘆
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
世
間
に
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
を
非
難
し
た
り
、
自
分
の
身
を
嘆
い
た
り
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
例
と
し

て
、﹁
私
の
持
っ
て
い
る
言
語
概
念
が
真
実
で
あ
り
、
他
の
人
の
言
語
概
念
は
噓
っ
ぱ
ち
だ
﹂
と
執
着
し
て
や
ま
な
い
人
を
考
え
て
み
る
と

よ
い
。
言
語
概
念
は
多
様
化
す
る
も
の
で
、
十
人
十
色
で
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
か
ず
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
言
語
概
念
の
み
に
執
着
す
る

な
ら
、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
行
動
を
す
る
他
人
を
許
せ
な
い
こ
と
に
な
り
、
攻
撃
的
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
社
会
生
活
の
中
で
大
き
な
ス

ト
レ
ス
を
受
け
、
潰
さ
れ
そ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
虚
数
を
占
め
だ
し
て
、
実
数
し
か
認
め
な
い
な
ら
、
宇
宙
自
然
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
ど
う
し
た
ら
自
分
の
言
語
概
念
が
虚
妄
な
分
別
判
断
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
け
る

か
と
い
う
と
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
瞑
想
修
行
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
釈
尊
以
来
、
イ
ン
ド
で
は
実
際
に
は
釈
尊
以
前
か
ら
、
実
践
し
て

受
け
継
が
れ
て
来
て
い
る
こ
と
が
証
明
し
て
く
れ
て
い
る
。
自
分
の
心
を
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
ず
に
虚
心
坦
懐
に
見
つ
め
る
た
め
の
有
効

な
手
段
が
、
止
︵śam

atha

︶
ま
っ
て
観
︵vipaśyanā

︶
る
こ
と
、
つ
ま
り
瞑
想
修
行
で
あ
る
、
と
見
て
い
る
の
が
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
で
あ

る
と
、
私
的
に
は
説
明
し
て
お
き
た
い
。

ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
も
言
葉
を
頼
り
と
し
て
悩
み
苦
し
み
の
原
因
を
見
極
め
、
後
進
の
修
行
者
な
い
し

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
よ
り
よ
い
状
態
に
導
く
方
法
論
を
授
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
多
く
の
修
行
者
の
導
き
出
し
た
体
験
を
ま
と
め
、

体
系
化
し
理
論
化
し
た
よ
う
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
で
も
多
く
の
実
習
を
行
い
、
質
問
事
項
に
対
す
る
回
答
を
集
計
し
、
分
析

し
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
導
く
理
論
を
創
り
出
す
の
だ
と
し
た
ら
、
ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
の
両
者
が
向
き
合

っ
て
い
る
問
題
と
、
そ
れ
に
向
き
合
う
姿
勢
に
は
多
く
の
共
通
点
が
見
て
取
れ
る
と
私
に
は
思
え
る
。
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ヨ
ー
ガ
行
唯
識
思
想
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
心
理
学
も
、
ル
ー
ツ
と
し
て
釈
尊
の
示
し
た
修
行
法
に
由
来
し
て
築
き
上
げ
た
実
践
理
論

で
あ
る
か
ら
、
似
て
い
る
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
と
も
に
悩
み
苦
し
み
、
現
代
社
会
で
い
う
と
こ
ろ
の
ス
ト
レ
ス
を
少
し
で

も
減
ら
し
た
い
と
願
う
多
く
の
人
々
の
思
い
に
答
え
る
有
効
で
有
用
な
方
法
論
だ
と
思
う
。

︵
さ
く
ま　

ひ
で
の
り
・
筑
波
大
学
名
誉
教
授
︶


