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心理学からみた仏教と瞑想

心
理
学
か
ら
み
た
仏
教
と
瞑
想

牟
田
　
季
純

本
提
題
で
は
、
ま
ず
現
代
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
研
究
の
中
で
仏
教
の
実
践
が
ど
の
よ
う
に
“
翻
訳
”
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
た
う

え
で
、
心
理
学
か
ら
見
た
仏
教
や
瞑
想
に
つ
い
て
の
知
見
を
、
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
研
究
成
果
を
絡
め
て
紹
介
し
ま
す
。

一
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
系
譜

現
代
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
は
三
つ
の
系
譜
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
一
九
六
〇
年
代
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と

い
う
言
葉
を
広
め
た
ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
禅
僧
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
仏
教
実
践
と
社
会
活
動
で
す
。
そ
の
活
動
の
︵
現
在
の
︶
拠
点

は
フ
ラ
ン
ス
の
ボ
ル
ド
ー
近
郊
に
あ
る
プ
ラ
ム
・
ビ
レ
ッ
ジ
と
い
う
僧
院
︵
国
際
的
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
セ
ン
タ
ー
︶
で
す
。
そ
う
し
た
僧
伽

が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
活
動
は
﹁
新
仏
教
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
﹂
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

二
つ
目
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
瞑
想
技
法
を
応
用
し
た
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
゠
ジ
ン
の
医
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景

に
は
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
伝
え
る
上
座
部
系
の
瞑
想
実
践
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
カ
バ
ッ
ト
゠
ジ
ン
は
そ
れ
以
外
に
も
、
日
本
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発
祥
の
禅
︵
三
宝
教
団
︶
、
韓
国
の
観
音
禅
、
ヨ
ー
ガ
と
い
っ
た
東
洋
的
行
法
を
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
が
ん
な
ど
の
慢
性
的
な
痛

み
を
持
つ
患
者
の
ス
ト
レ
ス
低
減
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
の
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
ス
ト
レ
ス
低
減
法
︵
M
B
S
R
︶
で
す
。
こ
の
瞑
想

技
法
や
そ
の
理
念
は
後
に
第
三
世
代
の
認
知
行
動
療
法
と
呼
ば
れ
る
心
理
療
法
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
流
れ
は
﹁
臨
床
系
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
﹂
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
で
し
ょ
う
。

三
つ
目
は
、
そ
の
後
暫
く
経
っ
た
二
〇
〇
〇
年
代
に
創
造
性
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
開
発
を
目
的
に
広
ま
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
で
の
研
修

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
こ
れ
は
グ
ー
グ
ル
社
や
ア
ッ
プ
ル
社
の
よ
う
な
大
手
の
I
T
企
業
が
こ
ぞ
っ
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
世
間
で

の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
流
れ
を
﹁
ビ
ジ
ネ
ス
系
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
﹂
の
よ
う
に
呼
ん
で
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
の
中
で
今
日
は
、
心
理
学
の
科
学
研
究
に
結
び
付
い
て
い
る
﹁
臨
床
系
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
﹂
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。﹁
臨
床
系
﹂
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
中
に
い
く
つ
か
の
学
派
が
あ
り
ま
す
。
第
三
世
代
の
認
知
行
動
療
法
と
称
さ
れ
る
心

理
療
法
の
中
に
は
、
行
動
療
法
を
起
源
と
す
る
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
セ
ラ
ピ
ー
︵
A
C
T
︶
や
弁
証
法
的
行
動
療
法

︵
D
B
T
︶
、
認
知
療
法
を
起
源
と
す
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
認
知
療
法
︵
M
B
C
T
︶
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
特
に
A
C
T
と
D
B
T
は
﹁
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
取
り
入
れ
た
介
入
﹂、
M
B
S
R
と
M
B
C
T
は
﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
介
入
︵m

indfulness-based interven-

tion; M
B

I

︶﹂
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
お
話
の
ベ
ー
ス
は
、
と
く
に
我
々
が
取
り
組
ん
で
い
る
M
B
I
の
枠
組
み
に
な
り

ま
す
。

﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︵m

indfulness

︶﹂
は
、
八
正
道
の
一
つ
で
あ
る
正
念
︵sam

m
ā-sati

︶
の
英
訳
︵R

hys D
avis, 1881

︶
で
あ
るright 

m
indfulness

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
念
︵sati, sm

ṛti

︶
は
元
々
は
記
憶
や
想
起
と
い
っ
た
心
的
機
能
を
指
す
言
葉
で

す
が
、
と
く
に
欧
米
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
研
究
で
は
こ
のsati

が
仏
教
瞑
想
の
中
核
を
表
す
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
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た
こ
れ
は
、
八
正
道
の
正
定
︵sam

m
ā-sam

ādhi

︶
がright concentration

と
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
単
に
﹁
注
意
集
中
﹂
と
は
異

な
る
意
味
合
い
でm

indfulness

と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
留
意
す
べ
き
点
で
す
。

カ
バ
ッ
ト
゠
ジ
ン
は
こ
のm

indfulness

を
心
理
学
の
概
念
を
用
い
て
﹁
意
図
的
に
、
今
こ
こ
に
、
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
注
意
を
向
け

る
こ
と
︵
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
る
気
づ
き
︶﹂
と
定
義
し
ま
し
た
︵K
abat-Zinn, 1994

︶
。
こ
れ
は
意
識
に
現
れ
る
経
験
を
受
け
入
れ
て

あ
り
の
ま
ま
に
観
察
す
る
心
の
態
度
を
表
し
ま
す
。
こ
の
﹁
あ
り
の
ま
ま
に
観
察
す
る
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
仏
教
の
概
念
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
﹁
如
実
知
見
﹂、
つ
ま
り
般
若
︵paññā, prajñā; 

智
慧
︶
の
意
味
合
い
に
か
な
り
近
い
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
態

度
を
育
む
た
め
の
瞑
想
実
践
が
﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
﹂
と
呼
ば
れ
、
そ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
ス
ト
レ
ス
反
応
の
低
減
や
う
つ
の
再

発
予
防
に
効
果
を
上
げ
て
き
ま
し
た
。

な
お
、
こ
こ
で
の
﹁
気
づ
き
﹂
はaw

areness

の
訳
で
﹁
気
づ
い
て
い
る
状
態
﹂
を
表
し
ま
す
。
こ
れ
はnotice

やinsight

で
表
さ
れ

る
﹁
気
づ
く
﹂﹁
洞
察
を
得
る
﹂
と
い
う
一
過
的
な
作
用
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
瞑
想
経
験
の
中
で
そ
れ
ま
で
気
づ
い

て
い
な
か
っ
た
何
か
し
ら
の
感
覚
や
法
則
性
に
気
づ
く
こ
と
は
重
要
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
瞑
想
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
中
で
そ
の
こ
と

に
絶
え
ず
気
づ
き
続
け
る
、
そ
う
し
た
気
づ
き
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
重
き
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

二
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
止
観

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑

想
は
、
呼
吸
瞑
想
、
座
瞑
想
、
動
作
瞑
想
、
歩
行
瞑
想
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
瞑
想
技
法
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
瞑
想
の
科
学
研
究
の
文

脈
で
は
集
中
瞑
想
︵Focused-A

ttention m
editation

︶
と
観
察
瞑
想
︵O

pen-M
onitoring m

editation

︶
の
２
つ
に
大
き
く
区
分
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

は
仏
教
で
言
う
止
法
︵sam

atha

︶
と
観
法
︵vipassanā

︶
に
対
応
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
区
分
に
関
し
て
、﹃
摩
訶
止
観
﹄
な

ど
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
伝
統
的
な
仏
教
瞑
想
で
は
、
止
法
を
修
め
た
あ
と
で
観
法
の
修
行
に
入
る
、
と
い
っ
た
修
習
の
順
序
性
を
教
え
て
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い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ
の
修
習
順
序
を
入
れ
替
え
た
場
合
に
、
そ
こ
で
育
ま
れ
る
心
の
態
度
の
推
移
に
違
い
が
あ

る
か
を
、
現
代
の
臨
床
研
究
の
枠
組
み
で
構
成
し
た
対
照
実
験
に
よ
っ
て
検
証
し
ま
し
た
。

実
験
に
参
加
し
た
の
は
、
大
学
生
・
院
生
三
十
三
名
︵
平
均
二
十
・
二
四
歳
︶
で
す
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
通
常
八
週

間
の
実
習
で
構
成
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
止
法
と
観
法
を
前
・
後
半
の
四
週
間
に
そ
れ
ぞ
れ
入
れ
替
え
て
配
し
た
﹁
止
観

群
﹂
と
﹁
観
止
群
﹂、
そ
れ
に
瞑
想
を
行
わ
な
い
﹁
統
制
群
﹂
を
加
え
た
三
群
に
参
加
者
を
振
り
分
け
ま
し
た
。
止
法
は
数
息
観
、
観
法
は

五
蘊
観
を
ベ
ー
ス
に
そ
れ
ぞ
れ
指
導
す
る
瞑
想
技
法
を
構
成
し
ま
し
た
。
数
息
観
で
は
﹁
ゆ
っ
く
り
と
呼
吸
を
し
ま
す
。
黙
っ
て
呼
吸
を

一
か
ら
十
ま
で
数
え
ま
す
。
十
ま
で
い
っ
た
ら
ま
た
一
に
も
ど
り
ま
す
﹂﹁
呼
吸
を
数
え
る
こ
と
か
ら
心
が
離
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
ら
、

ま
た
呼
吸
に
注
意
を
戻
し
て
呼
吸
の
数
を
数
え
ま
す
﹂
と
い
う
形
で
呼
吸
へ
注
意
を
集
中
す
る
よ
う
に
教
示
を
行
い
ま
し
た
。
五
蘊
観
で

は
﹁
自
然
な
呼
吸
を
し
な
が
ら
、
一
つ
の
呼
吸
の
た
び
に
生
じ
る
身
体
の
感
覚
の
変
化
を
心
の
中
で
実
況
中
継
す
る
か
の
よ
う
に
観
察
し

ま
す
﹂﹁
意
識
が
向
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
、
そ
こ
で
浮
か
ん
で
く
る
考
え
、
そ

こ
に
あ
る
身
体
の
感
覚
、
気
分
や
感
情
、
な
ど
を
実
況
中
継
す
る
感
じ
で
観
察
し
て
み
ま
す
﹂
と
い
う
形
で
呼
吸
と
共
に
そ
こ
で
生
じ
る

身
体
感
覚
、
感
情
、
思
考
を
観
察
し
つ
づ
け
る
よ
う
に
教
示
を
行
い
ま
し
た
。︵
止
法
や
観
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す

が
、︶
こ
の
２
つ
の
瞑
想
技
法
は
、
呼
吸
へ
意
識
を
向
け
る
こ
と
を
共
通
の
基
盤
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
集
中
と
観
察
と
い
う
要
因
を
対
照
さ

せ
て
い
ま
す
。
瞑
想
群
で
は
こ
う
し
た
瞑
想
の
練
習
を
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
毎
日
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
瞑
想
練
習
の
効
果
を
測
定
す
る
た
め
に
、﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
な
態
度
﹂
を
測
定
す
る
自
己
報
告
式
の
心
理
尺
度
︵
六
因
子
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
尺
度
︶
に
１
週
間
お
き
に
回
答
し
て
も
ら
い
、
そ
の
得
点
の
群
ご
と
の
平
均
値
の
変
化
を
そ
れ
ぞ
れ
の
群
間
で
比
較
し
ま
し

た
。
六
因
子
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
尺
度
は
、
心
理
学
の
研
究
で
﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
特
性
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
心
の
態
度
を
﹁
描
写
﹂

﹁
気
づ
き
﹂﹁
今
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
﹂﹁
客
観
的
な
観
察
﹂﹁
受
容
・
自
動
的
に
反
応
し
な
い
こ
と
﹂﹁
自
他
不
二
の
姿
勢
﹂
の
六
つ
の
下

位
尺
度
︵
因
子
︶
で
測
定
す
る
も
の
で
す
。
統
計
的
な
分
析
方
法
は
割
愛
し
ま
す
が
、
こ
の
中
で
と
く
に
群
間
で
特
徴
的
な
変
化
の
違
い
が
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見
ら
れ
た
の
は
﹁
受
容
・
自
動
的
に
反
応
し
な
い
こ
と
﹂
と
﹁
今
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
﹂
の
二
つ
の
態
度
で
し
た
。
い
ず
れ
の
態
度
も
、

瞑
想
を
行
わ
な
か
っ
た
統
制
群
で
は
期
間
を
通
じ
て
変
化
が
観
察
さ
れ
ず
、
二
つ
の
瞑
想
群
は
い
ず
れ
も
回
を
重
ね
る
に
連
れ
て
得
点
が

上
昇
し
て
い
ま
し
た
。
二
つ
の
瞑
想
群
の
変
化
を
比
較
す
る
と
、
止
観
群
で
は
四
週
目
︵
止
瞑
想
の
四
週
目
︶
に
ピ
ー
ク
に
達
し
、
観
止
群

で
は
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
六
週
目
︵
止
瞑
想
の
二
週
目
︶
に
止
観
群
と
同
水
準
に
達
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
総
じ
て
ど
の
下
位
尺

度
も
止
観
群
の
得
点
は
観
止
群
の
得
点
を
上
回
っ
て
お
り
、
止
観
群
の
得
点
は
観
瞑
想
に
切
り
替
え
た
あ
と
の
期
間
も
概
ね
維
持
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

こ
の
結
果
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
仏
教
の
伝
統
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
通
り
、
止
瞑
想
を
先
に
行
っ
た
方
が
︵
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

特
性
と
し
て
測
定
さ
れ
る
心
の
態
度
の
変
化
に
対
し
て
︶
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

三
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
戒
律

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
仏
教
の
瞑
想
と
そ
の
基
盤
に
あ
る
考
え
方
は
、
心
理
学
的
な
理
解
を
ベ
ー
ス
と
し
た
よ
り
平
易
な
言
葉

に
﹁
翻
訳
﹂
さ
れ
、
心
理
療
法
の
介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
形
に
再
構
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
も
ち
ろ
ん
翻
訳
に
伴
っ
て

抜
け
落
ち
た
要
素
も
あ
り
ま
す
。
心
理
療
法
︵
と
く
に
認
知
行
動
療
法
︶
を
ベ
ー
ス
と
し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
の
実
践
練
習
と
、
そ
の
目
的
と
治
療
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
活
用
し
て
い
く
た
め
の
心
理
教
育
の
二
つ
を
軸
に
構
成

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
戒
定
慧
の
三
学
の
枠
組
み
に
照
合
す
る
と
、
瞑
想
実
践
は
禅
定
、
心
理
教
育
は
智
慧
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
仏
教
か
ら
見
れ
ば
、
残
さ
れ
た
﹁
戒
律
﹂
が
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
形
式
的
な
枠
組
み
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
の
戒
律
の
内
情
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
日
常
の
集
団
社
会
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
具
体
的
な
行
動

規
範
が
数
多
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
心
理
療
法
と
し
て
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
効
果
が
そ
の
介
入
を
受
け
る
個
々
人
の
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日
常
生
活
に
活
か
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
一
考
に
値
す
る
側
面
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
我
々
の
研

究
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
戒
律
の
具
体
的
な
遵
守
態
度
に
注
目
し
、
尺
度
構
成
法
と
い
う
調
査
デ
ー
タ
の
解
析
手
法
を
用
い
て
そ
の
次
元
構
造

を
分
析
し
、
そ
の
各
次
元
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
な
態
度
の
関
係
を
調
べ
ま
し
た
。

具
体
的
な
調
査
項
目
と
し
て
、﹃
四
分
律
﹄
に
示
さ
れ
る
二
百
五
十
戒
の
う
ち
、
特
に
﹃
摩
訶
止
観
﹄
で
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心

に
、
仏
道
を
前
提
と
せ
ず
に
現
代
人
の
行
動
規
範
と
し
て
理
解
で
き
る
表
現
に
書
き
改
め
た
七
四
項
目
を
採
用
し
ま
し
た
。
そ
の
項
目
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
﹁
決
し
て
行
わ
な
い
︵
１
︶﹂
か
ら
﹁
気
に
せ
ず
行
っ
て
い
る
︵
５
︶﹂
の
５
段
階
で
評
定
を
求
め
る
質
問
紙
を
作
成
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
む
し
ろ
数
値
の
大
き
さ
が
破
戒
傾
向
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
詳
細
な
分
析
方
法
は
割
愛
し
ま
す
が
、

大
学
生
二
二
五
名
か
ら
得
ら
れ
た
回
答
デ
ー
タ
に
つ
い
て
多
次
元
項
目
反
応
理
論
を
用
い
て
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
八
次
元
︵
因
子
︶
が
抽
出

さ
れ
ま
し
た
。
各
因
子
の
特
徴
と
そ
こ
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
代
表
的
な
項
目
は
次
の
通
り
で
す
。

ま
ず
、
①
﹁︵
社
会
秩
序
へ
の
︶
反
抗
性
﹂
と
し
て
﹁
他
人
に
一
度
譲
っ
た
持
ち
物
を
了
解
を
得
ず
に
使
用
す
る
︵
波
逸
提
法
第
五
四
・
浄
施

衣
不
語
取
戒
︶﹂、﹁
許
可
さ
れ
て
い
な
い
部
屋
や
家
屋
に
入
る
︵
波
逸
提
法
第
八
三
・
突
入
王
宮
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ

ま
し
た
。

次
に
、
②
﹁︵
自
他
へ
の
︶
欺
瞞
﹂
と
し
て
﹁
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
の
に
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
︵
波
羅
夷
法
第
四
・
妄
語
得
上
人
法
戒
︶﹂、

﹁
故
意
に
噓
を
つ
く
︵
波
逸
提
法
第
一
・
小
妄
語
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
ま
し
た
。

③
﹁
思
わ
せ
ぶ
り
﹂
に
は
﹁
気
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
人
と
約
束
を
し
て
デ
ー
ト
に
出
掛
け
る
︵
波
逸
提
法
第
二
七
・
与
尼
同
行
戒
︶﹂、

﹁
自
分
に
気
が
な
い
の
に
好
意
を
向
け
ら
れ
て
い
る
人
か
ら
ご
馳
走
に
な
る
︵
波
逸
提
法
第
二
九
・
受
比
丘
尼
讃
歎
食
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
ま
し
た
。

④
﹁︵
直
接
的
な
︶
色
欲
﹂
に
は
﹁
他
者
に
性
的
な
関
係
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
︵
僧
残
法
第
四
・
求
婬
欲
供
養
戒
︶﹂、﹁
い
や
が
ら
れ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
性
的
な
発
言
を
す
る
︵
僧
残
法
第
三
・
麁
悪
語
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
ま
し
た
。
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⑤
﹁︵
他
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
︶
謀
略
﹂
に
は
﹁
誰
か
を
仲
間
は
ず
れ
に
し
て
追
い
出
す
よ
う
な
こ
と
を
す
る
︵
波
逸
提
法
第
一
七
・
索

他
出
僧
房
戒
︶﹂﹁
仲
違
い
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
︵
波
逸
提
法
第
三
・
両
舌
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
ま
し
た
。

⑥
﹁︵
他
者
領
域
を
侵
害
す
る
︶
過
干
渉
﹂
に
は
﹁
必
要
以
上
に
遅
い
時
間
ま
で
お
節
介
を
や
く
︵
波
逸
提
法
第
二
二
・
与
尼
説
法
日
暮
戒
︶﹂、

﹁
誰
か
ら
頼
ま
れ
も
し
な
い
の
に
自
ら
進
ん
で
お
節
介
を
や
く
︵
波
逸
提
法
第
二
一
・
非
選
而
教
尼
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ

れ
ま
し
た
。

⑦
﹁
強
欲
﹂
に
は
﹁
高
価
な
衣
服
を
所
持
す
る
︵
捨
堕
法
第
一
二
・
純
黒
羊
毛
作
敷
具
戒
︶﹂﹁
宝
飾
品
を
買
い
集
め
る
︵
捨
堕
法
第
一
八
・
受

畜
金
銀
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
ま
し
た
。

⑧
﹁︵
尊
大
な
自
我
に
よ
る
︶
傲
慢
﹂
に
は
﹁
難
癖
を
つ
け
て
忠
告
を
聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
い
︵
波
逸
提
法
第
七
一
・
拒
勧
学
戒
︶﹂、﹁
い
ろ

い
ろ
な
人
か
ら
間
違
い
だ
と
指
摘
さ
れ
た
考
え
を
改
め
よ
う
と
し
な
い
︵
波
逸
提
法
第
六
八
・
悪
見
違
諌
戒
︶﹂
と
い
っ
た
項
目
が
カ
テ
ゴ
ラ

イ
ズ
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
戒
律
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
現
代
の
心
理
学
の
研
究
で
は
ダ
ー
ク
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い
る
特
性
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
各
因
子
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
な
態
度
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
尺
度
得
点
の
相
関
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
先
に
紹
介
し
た
六
つ

の
態
度
の
う
ち
で
﹁
自
他
不
二
の
姿
勢
﹂︵
自
他
へ
の
思
い
や
り
を
均
等
に
重
み
付
け
す
る
こ
と
︶
、﹁
今
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
﹂︵
思
考
や
感
情

に
囚
わ
れ
ず
に
い
ま
こ
の
瞬
間
の
経
験
に
気
づ
き
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
︶
、﹁
受
容
・
自
動
的
に
反
応
し
な
い
こ
と
﹂
が
﹁
傲
慢
﹂
と
、
ま
た
﹁
受

容
・
自
動
的
に
反
応
し
な
い
こ
と
﹂
は
﹁
欺
瞞
﹂
と
の
間
に
弱
い
負
の
相
関
を
見
せ
、
他
は
ほ
ぼ
無
相
関
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

相
関
の
強
さ
は
２
つ
の
得
点
の
大
き
さ
の
対
応
関
係
を
示
す
も
の
で
す
の
で
、
無
相
関
と
い
う
こ
と
は
２
つ
の
得
点
で
表
さ
れ
る
態
度
の

程
度
に
対
応
関
係
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
研
究
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
い
ず
れ
の

心
の
態
度
の
得
点
が
高
く
て
も
あ
る
い
は
低
く
て
も
、
今
回
の
分
析
で
相
関
が
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
﹁
反
抗
性
﹂
や
﹁
欺
瞞
﹂
と
い
っ
た



― 52 ―

他
の
戒
律
の
遵
守
態
度
に
対
し
て
影
響
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
翻
っ
て
、
こ
う
し
た
部
分
が
現
代
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
研

究
で
十
分
に
捉
え
て
き
れ
て
い
な
い
側
面
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

四
、
ま
と
め

本
提
題
の
狙
い
は
、
仏
道
修
行
者
が
基
本
と
し
て
修
め
る
べ
き
戒
定
慧
の
三
学
︵
戒
律
・
禅
定
・
智
慧
︶
の
枠
組
み
に
対
応
づ
け
て
、
仏

教
に
対
す
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
研
究
の
視
点
を
繙
き
な
が
ら
、
仏
教
の
視
点
か
ら
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
捉
え
直
し
て
解
題
す
る
こ

と
で
し
た
。
ま
ず
、
智
慧
に
関
し
て
は
、
仏
教
の
学
知
が
特
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
文
脈
に
お
い
て
い
か
に
心
理
学
の
言
葉
に
よ
っ
て

再
構
成
さ
れ
た
か
を
例
示
し
ま
し
た
。
次
に
、
禅
定
に
関
し
て
、
特
に
止
観
の
枠
組
み
で
示
さ
れ
る
修
習
順
序
が
現
代
の
瞑
想
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
お
い
て
も
意
味
を
持
つ
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
ま
し
た
。
最
後
に
、
戒
律
に
関
し
て
、
そ
の
現
代
人
の
行
動
規
範
と
し
て
の
分
析
か

ら
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
十
分
に
捉
え
切
れ
て
い
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
私
か
ら
の
報
告
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
ご

清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︵
む
た　

と
し
ず
み
・
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
次
席
研
究
員
︶


