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１
．
は
じ
め
に

　

ケ
ネ
ス
田
中
で
す
。
私
の
専
門
は
仏
教
学
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
心
理
学
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
す
。
十
五

年
ほ
ど
前
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
来
て
、
武
蔵
野
大
学
に
着
任
し
た
頃
か
ら
で
す
。
あ
る
と
き
、
仏
教
と
心
理
に
関
す
る
勉
強
会
を
始

め
よ
う
か
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
を
始
め
て
も
う
十
三
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
が
。
ず
っ
と
続
い
て
百
回
ほ
ど
の
勉
強
会
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
母
体
と
な
っ
て
、日
本
仏
教
心
理
学
会
が
五
年
前
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、今
日
は
皆
様
の
バ
ッ

グ
に
二
つ
の
ご
案
内
の
チ
ラ
シ
が
入
っ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
来
週
、
武
蔵
野
大
学
で
は
、
日
本
仏
教
心
理
学
会
の
大
会
と
仏
教
文

化
研
究
所
主
催
の
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
エ
プ
ス
タ
イ
ン
先
生
と
い
う
大
変
高
名
な
先
生
を
お
招
き
し
て

講
演
を
い
た
だ
く
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
も
だ
ん
だ
ん
と
仏
教
と
心
理
の
関
係
に
関
す
る
研
究
に
関
心
を
抱
く

よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
本
日
の
お
話
で
も
「
仏
教
教
育
に
お
け
る
心
理
学
の
導
入
と
そ
の
可
能
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
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ま
ず
は
前
提
と
し
て
、
社
会
の
変
化
も
著
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
宗
教
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
に
と
っ
て
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
仏
教
を
伝
え
て
い
く
か
と
い
う
課
題
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
私
は
心
理
学
・
心
理
療
法
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
現
代
社
会
の
特
徴
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
平
等
化
、
理
性
化
、
多
様
化
、
世
俗
化
、
個
人
化
な
ど
の
五
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
対
応
し
て
宗
教
の
在
り
方
も
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
理
性
化
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
教
育
水
準
の
高
ま
っ
た
在
家
者
、
知
識
レ
ベ
ル
が
高
い
方
々
が
多
く
、

科
学
的
考
え
方
や
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
人
々
が
ほ
と
ん
ど
の
世
の
中
で
、
宗
教
の
方
も
理
性
的
な
発
信
の
仕
方
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
個
人
化
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
共
同
体
を
中
心
と
し
た
社
会
の
在
り
方
か
ら
あ
ら
ゆ
る
面
で
個
人
化
が
進
行
し
て
い
る
。
前

か
ら
続
い
て
き
た
終
身
雇
用
の
制
度
な
ど
も
ず
い
ぶ
ん
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
自
分
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。自
分
が
し
っ
か
り
し
な
い
と
経
済
的
に
も
や
っ
て
い
け
な
と
い
う
状
況
に
立
た
さ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

宗
教
は
ど
の
よ
う
に
発
信
し
て
い
く
か
。
共
同
体
的
宗
教
か
、
そ
れ
と
も
個
々
人
の
心
の
隙
間
を
う
め
る
よ
う
な
宗
教
か
、
ど
ち
ら
の
方

向
に
向
か
う
の
か
、
問
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
社
会
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
宗
教
的
な
ニ
ー
ズ
も
要
素
も
変
わ
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
伝
統
仏
教
と
い
う
の
は
出

家
仏
教
が
中
心
で
あ
り
、
出
家
者
が
中
心
と
な
っ
て
教
団
は
運
営
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
、
た
と
え
ば
仏
教
教
育
な
ど
の
面
を
考

え
た
時
に
は
教
育
の
対
象
は
在
家
者
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
し
て
大
学
や
学
校
で
は
若
い
人
が
対
象
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
在
家
者
、

あ
る
い
は
若
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
ニ
ー
ズ
を
く
み
取
っ
た
も
の
と
し
て
、
仏
教
の
伝
え
方
も
変
わ
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
ダ
ジ
ャ
レ
が
大
好
き
で
、
授
業
で
も
よ
く
使
い
ま
す
。
例
え
ば
、
仏
教
で
は
「
欲
は
よ
く
な
い
」、
と
よ
く

言
う
。｢

よ
く｣

は｢

よ
く｣

な
い
。　

。。。（
皆
様
か
ら
は
）
あ
ま
り
反
応
が
あ
り
ま
せ
ん
が　

。。。（
笑
）
こ
の
ダ
ジ
ャ
レ
に
し
て
も
、

若
い
人
に
欲
は
よ
く
な
い
と
言
っ
て
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
は
ど
の
よ
う
に
発
信
す
る
か
。「
欲
張
り
は
よ
く
な
い
」、
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と
こ
う
言
え
ば
あ
る
程
度
理
解
し
て
も
ら
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
立
場
に
た
っ
て
、
頭
か
ら
欲
は
よ
く
な
い

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
極
端
な
欲
、
要
す
る
に
欲
張
り
は
よ
く
な
い
と
訴
え
る
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
つ
の
例
で
す
が
、
仏
教
の
本
旨
を

捨
て
去
る
の
で
は
な
く
、
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
例
は
、
伝
統
仏
教
は
束
縛
感
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
注
が
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
は
、
来
週
来
ら
れ
る
エ
プ
ス

タ
イ
ン
博
士
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
東
洋
の
精
神
的
な
問
題
は
束
縛
感
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

つ
ま
り
、
伝
統
的
に
は
束
縛
さ
れ
た
社
会
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
出
家
を
す
る
、
山
に
登
る
、
こ
う
い
う
形
で
宗
教
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。

だ
け
ど
現
代
で
は
人
々
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
束
縛
感
よ
り
も
疎
外
感
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
束
縛
感
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
道
を

開
く
よ
り
も
疎
外
感
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
英
語
で
は
、enm

eshm
ent

が
束
縛
感
で
、

estrangem
ent

が
疎
外
感
。
疎
外
感
に
悩
む
現
代
人
、
特
に
若
者
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
か
に
出
家
す
る
と
か
社
会
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
よ
り

も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
も
っ
と
健
康
的
な
自
我
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
健
康
的
な
自
我
が
確
立
し

て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
様
々
な
問
題
が
起
き
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

た
と
え
ば
、ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
問
題
を
例
に
と
る
と
、ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
っ
て
い
う
の
は
、一
つ
は
、無
関
心
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
し
ょ

う
。
他
者
の
こ
と
に
無
関
心
で
あ
る
か
ら
好
き
放
題
、
自
分
中
心
に
行
動
す
る
。
た
だ
、
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
敏
感
、
過
敏
で
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
。
他
者
の
気
持
ち
、
他
者
の
こ
と
を
思
い
過
ぎ
て
、
そ
の
結
果
、
何
も
言
え
な
く
な
っ
て
く

る
ケ
ー
ス
で
す
。
日
本
人
に
多
い
ケ
ー
ス
は
後
者
で
す
。
他
者
と
の
関
係
性
に
過
敏
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
疎
外
感
を
感
じ
、
他
者
と
関
係

を
持
て
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
に
対
し
て
、
心
理
学
と
か
心
理
療
法
で
は
も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
健
康
的
な
自
我
を
養

成
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
き
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
発
信
の
在
り
方
に
関
し
て
も
、
自
我
と
い
う
も
の
を
一
方
的
に
否
定
す
る
こ
と
だ
け
を
説
く
の
で

は
な
く
、
ま
ず
は
健
康
的
な
自
我
の
形
成
を
踏
ま
え
る
と
い
う
視
点
が
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
な
か
な
か
わ
か
り
や
す
い
説
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明
が
難
し
い
で
す
が
、
社
会
を
横
軸
に
、
仏
教
を
縦
軸
に
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
心
理
学
・
心
理
療
法
の
目
的
、
す
な
わ
ち
横
軸
に
そ
っ

た
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
に
い
か
に
適
応
し
た
人
物
を
養
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
る
。
一
方
縦
軸
の
仏
教
か
ら
す
れ
ば
、

仏
の
悟
り
を
目
指
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
。
こ
の
横
軸
と
縦
軸
は
ま
っ
た
く
相
対
立
す
る
ベ
ク
ト
ル
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ど
こ
か
で
統

一
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
な
か
な
か
明
確
な
結
論
を
す
ぐ
に
出
す
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
と
し
て
は
、
浄
土
真
宗
で
い

う
信
心
と
か
、
曹
洞
宗
な
ど
の
禅
宗
で
い
う
見
性
と
か
、
初
期
の
仏
教
が
主
張
す
る
預
流
果
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
は
、
こ
れ
ら
は
悟
り

の
初
段
階
だ
と
言
え
ま
す
が
、
仏
教
の
目
的
は
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
の
で
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
代
社
会
に
生
き
る
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
仏
に
な
る
こ
と
が
す
ぐ
に
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
仏

教
の
目
的
と
人
々
の
現
状
の
間
に
は
非
常
に
大
き
な
溝
が
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
溝
を
縮
め
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
少
し
で
も
軽
減
す

る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
心
理
学
・
心
理
療
法
を
導
入
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
現
代
社
会
に
お
け
る
仏
教
は
、
悟
り
の
レ
ベ
ル
か
ら
社
会
に
戻
っ
て
く
る
方
向
を
さ
ら
に
重
視
す
る
必
要
が
あ

る
と
私
は
思
い
ま
す
。
伝
統
仏
教
と
い
う
の
は
、
有
限
的
な
社
会
の
レ
ベ
ル
か
ら
無
限
の
レ
ベ
ル
へ
と
目
指
し
て
歩
ん
で
い
く
も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
自
利
利
他
の
両
面
を
重
視
す
る
大
乗
仏
教
で
は
、
無
限
の
世
界
、
悟
り
に
至
っ
た
も
の
が
社
会
に
戻
っ
て
人
々
の
救
済
の
た

め
に
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
十
分
に
実
践
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
代
社
会
に
お
い
は
、
こ

ち
ら
の
社
会
へ
戻
っ
て
く
る
方
向
性
が
非
常
に
大
事
で
す
。
別
な
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
仏
教
で
は
有
限
か
ら
無
限
へ

の
目
覚
め
、realization

の
ベ
ク
ト
ル
に
は
非
常
に
力
が
入
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
無
限
の
悟
り
の
世
界
か
ら
世
俗
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る

actualization

、
実
用
化
の
動
き
が
弱
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
仏
教
者
で
、
心
理
学
な
ど
に
深
く
関
わ
っ
て

い
る
人
は
こ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
今
日
よ
く
言
わ
れ
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
、
社
会
参
加
仏
教
と
い
う
の
も
こ
の

よ
う
な
動
き
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
は
、
現
代
社
会
の
ニ
ー
ズ
、
在
家
者
の
ニ
ー
ズ
、
若

者
の
ニ
ー
ズ
、
こ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
応
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
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さ
て
、
こ
の
章
の
最
後
に
、
心
理
学
と
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
が
考
え
た
一
つ
の
比
喩
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
棒
高
跳

び
に
喩
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
は
、
心
理
学
で
は
自
我
の
形
成
、
健
康
的
な
自
我
の
形
成
が
必
要
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。

仏
教
で
は
自
我
は
否
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
自
我
は
頭
か
ら
ノ
ー
っ
て
言
う
の
で
な
く
、
健
康
的
な
自
我

を
心
に
育
み
、
そ
の
養
成
の
手
助
け
を
心
理
学
・
心
理
療
法
に
し
て
も
ら
う
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の
最
終
目
的
は
無
我
で
す
か
ら
、
無
我

の
境
地
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
棒
高
跳
び
で
い
え
ば
、
バ
ー
を
飛
び
越
え
る
必
要
が
あ
る
。
か
な
り
バ
ー
に
接
近
し
て

き
た
時
、
棒
は
ど
う
す
る
か
。
そ
の
ま
ま
棒
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
な
ら
ば
、
絶
対
バ
ー
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

仏
教
で
は
あ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
自
我
を
手
放
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
バ
ー
を
越
え
て
い
く
営
み
に
お

い
て
、
仏
教
と
心
理
学
と
の
違
い
が
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
重
要
な
の
は
、
特
に
仏
教
を
広
め
伝
え
て
い
こ
う
と

し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
自
我
は
頭
か
ら
ノ
ー
だ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
橋
渡
し
的
に
心
理
学
・
心
理
療
法
的
な
考
え
を
導
入
す
る
こ

と
が
前
段
階
と
し
て
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

２
．
仏
教
と
心
理
学
の
交
流
の
代
表
的
な
例

　

続
い
て
、
仏
教
と
心
理
学
の
交
流
が
今
日
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
日
本

に
お
け
る
仏
教
と
心
理
学
の
交
流
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
の
は
、
東
洋
大
学
の
創
始
者
で
あ
る
井
上
円
了
氏
で
す
。
井
上
先
生
は

一
八
九
七
年
に
『
仏
教
心
理
学
』
と
い
う
本
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
本
の
目
的
に
は
、
仏
教
は
心
理
を
階
梯
と
し
て
、
涅
槃
の
頂

上
に
達
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
心
理
学
は
仏
教
の

最
終
目
的
を
達
成
し
て
い
く
た
め
の
階
梯
、
あ
る
い
は
ス
テ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
す
。
も
う
一
つ
は
、
客
観
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
は
き
わ
め
て
大
ざ
っ
ぱ
で
あ
り
、
西
洋
の
心
理
学
は
仏
教
よ
り
も
客
観

的
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
教
は
実
験
科
学
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
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張
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
仏
教
思
想
の
中
で
も
不
可
欠
な
位
置
を
し
め
る
煩
悩
論
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
で
も
か
な
り
詳
し
く
解
明
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
心
理
学
の
知
識
を
も
っ
て
仏
教
の
煩
悩
論
を
整
理
す
る
と
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
で
に
百

年
以
上
前
の
指
摘
で
す
が
、
ま
さ
に
井
上
円
了
先
生
の
卓
見
と
い
え
ま
す
。

　

一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
心
理
学
と
仏
教
の
交
流
の
歴
史
は
か
な
り
長
く
、
今
日
で
は
仏
教
と
心
理
学
、
あ
る
い
は
心
理
療
法
と
の
関

係
に
対
す
る
関
心
は
極
め
て
高
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ア
マ
ゾ
ン
な
ど
検
索
す
る
と
も
の
す
ご
い
数
の
本
が
、サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
と
ブ
ッ
デ
ィ

ズ
ム
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
出
て
き
ま
す
。
こ
の
動
き
の
先
駆
け
は
、
一
九
〇
〇
年
代
の
初
頭
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
初
代
の
心
理
学
者
、

ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
と
い
う
と
て
も
有
名
な
方
で
す
。
彼
は
あ
る
講
義
の
と
き
、
聴
衆
に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
い
う

仏
教
指
導
者
が
い
る
の
を
見
て
、
ど
う
か
私
に
代
わ
っ
て
く
だ
さ
い
、
あ
な
た
の
ほ
う
が
私
よ
り
心
理
学
に
つ
い
て
講
義
す
る
資
格
が
あ

り
ま
す
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
い
う
の
は
、
当
時
も
う
す
で
に
仏
教
は
心
理
学
的
な
面
が
非
常
に
強
く
、
ま
た
深
い
洞
察
を

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ス
先
生
は
、
仏
教
こ
そ
二
十
五
年
後
に
み
ん
な
が
勉
強
す
る
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
心
理
学
だ
と
予
測
し
た
の
で
す
。

　

実
際
に
は
、
戦
後
に
な
っ
て
や
っ
と
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
流
れ
を
見
ま
す
と
、
フ
ロ
イ
ト

の
精
神
分
析
の
方
法
が
主
流
に
な
り
、
フ
ロ
イ
ト
は
宗
教
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
時

で
フ
ロ
イ
ト
の
弟
子
で
あ
っ
た
ユ
ン
グ
の
心
理
学
で
は
宗
教
を
か
な
り
重
視
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
仏
教
と
心
理
を
融

合
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
ア
ジ
ャ
セ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
な
ど
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
小
澤
平
作
（
一
八
九
七
〜

一
九
六
八
）
と
い
う
日
本
の
精
神
分
析
家
で
フ
ロ
イ
ト
の
直
弟
子
だ
っ
た
人
が
、
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
対
し
て
、
日
本
版
の

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
ア
ジ
ャ
セ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し
て
打
ち
出
し
た
理
論
で
す
。
こ
れ
は
、
お
父
さ
ん
と
子
ど
も
の
関
係
で
は
な
く
て
、

特
に
日
本
文
化
に
お
い
て
特
有
な
母
子
関
係
に
注
目
し
、
そ
れ
を
題
材
と
し
て
仏
教
と
心
理
の
融
合
し
た
説
を
打
ち
出
し
た
と
い
う
も
の

で
す
。
そ
の
後
、
小
此
木
敬
吾
（
一
九
三
〇
〜
二
〇
〇
三
）
に
よ
っ
て
さ
ら
に
こ
の
理
論
は
発
展
的
に
深
め
ら
れ
ま
し
た
。
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仏
教
的
要
素
を
含
む
心
理
療
法
と
し
て
は
、
内
観
療
法
、
森
田
療
法
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
療
法
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
内
観
療
法
は
吉
本
伊

信
（
一
九
一
六
〜
一
九
八
八
）
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
浄
土
真
宗
の
一
派
の
身
調
べ
と
い
う
よ
う
な
伝
統
の
中
で
生
ま
れ

て
き
た
も
の
で
す
。
こ
の
方
自
身
も
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
あ
り
ま
し
た
。
一
方
の
森
田
療
法
は
、
森
田
正
馬
（
一
八
七
四
〜
一
九
三
八
）

と
い
う
方
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
も
方
法
と
し
て
は
、
問
題
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
な
に
も
し
な
い
こ
と
を

説
く
。
何
か
す
れ
ば
逆
に
悪
化
す
る
と
い
う
考
え
で
、
こ
れ
も
仏
教
の
あ
る
が
ま
ま
に
物
事
を
と
ら
え
る
と
い
う
よ
う
な
精
神
に
基
づ
い

て
い
る
と
言
え
ま
す
。
次
に
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
療
法
、
こ
ち
ら
は
西
洋
の
心
理
療
法
に
お
い
て
仏
教
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
、

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
パ
ー
ル
ズ
（
一
九
〇
五
〜
一
九
七
〇
）
と
い
う
人
が
、｢

今
！｣

と
か｢

気
づ
き｣

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
打
ち
出
し

た
療
法
で
す
。
彼
自
身
も
京
都
で
数
ヶ
月
間
の
坐
禅
の
体
験
が
あ
り
、気
づ
き
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
際
にlittle satori

、「
小
さ
な
悟
り
」

と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
も
西
光
義
敞
先
生
の
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
わ
れ
る
も
の
な
ど
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
お
寺
で
個
別
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
井
上
円
了
先
生
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
仏
教
の
明
か
す
と
こ
ろ
の
現
象
を
客
観
的
に
見
る
よ
う
な
研
究
も
、
た
と
え
ば

一
九
六
一
年
、
六
二
年
に
は
国
の
科
研
費
を
も
ら
っ
て
東
洋
大
学
と
か
い
く
つ
か
の
国
立
大
学
が
共
同
し
て
、
僧
侶
の
瞑
想
中
の
身
心
の

状
態
を
身
体
、
脳
波
、
息
な
ど
も
含
め
て
医
学
的
・
心
理
学
的
に
研
究
す
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
、
仏
教
に
興
味
を
も
ち
、
仏
教
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
心
理
療
法
家
と
し
て
は
、
西
洋
の
心
理
学
者
、
心
理
療
法
家
で

は
カ
ー
ル
・
ユ
ン
グ
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
一
）、
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ズ
ロ
ー
（
一
九
〇
八
〜
一
九
七
〇
）、
カ
ー
ル
・

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（
一
九
〇
二
〜
一
九
八
七
）、
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
（
一
九
四
九
〜
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
カ
ー
ル
・
ユ
ン
グ
、
既

に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
彼
は
も
と
も
と
フ
ロ
イ
ト
の
弟
子
で
し
た
が
、
袂
を
分
か
ち
自
分
の
独
自
の
考
え
を
強
調
し
、
そ
の
過
程
に
お
い

て
フ
ロ
イ
ト
と
違
っ
て
宗
教
的
な
要
素
を
重
ん
じ
て
、『
観
無
量
寿
経
』
の
十
六
観
と
か
、
瞑
想
、
曼
荼
羅
な
ど
の
思
想
や
実
践
に
深
い
関

心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
鈴
木
大
拙
と
か
久
松
真
一
な
ど
の
仏
教
者
と
も
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
。
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彼
も
精
神
分
析
の
流
れ
の
人
で
、『
禅
仏
教
と
精
神
分
析
』
と
い
う
有
名
な
本
を
一
九
五
七
年
に
鈴
木
大
拙
と
一
緒
に
書
い
て
い
ま
す
。
坐

禅
も
実
践
し
た
人
で
、
充
実
し
た
人
生
を
歩
む
上
で
の
宗
教
体
験
の
重
要
性
を
認
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ズ
ロ
ー
、

カ
ー
ル
・
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ズ
、
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
な
ど
の
人
間
性
心
理
学
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
心
理
学
の
流
れ
は
大
き
く
分
け
れ
ば
、

行
動
心
理
学
、
精
神
分
析
、
人
間
性
心
理
学
と
い
う
三
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
行
動
心
理
学
は
、
人
間
の
行
動
を
実
験
的
に

見
る
も
の
で
、初
期
に
起
こ
っ
た
。
そ
の
あ
と
、フ
ロ
イ
ト
を
中
心
と
し
た
精
神
分
析
が
二
十
世
紀
の
初
頭
に
起
り
ま
す
。
戦
後
に
な
る
と
、

特
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
、
第
三
の
流
れ
で
あ
る
人
間
性
心
理
学
と
い
う
流
れ
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心

理
学
な
ど
も
含
ま
れ
、
宗
教
も
重
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
第
三
の
流
れ
に
属
す
る
の
が
こ
の
人

た
ち
で
す
。

　

一
方
、
日
本
人
と
し
て
は
、
河
合
隼
雄
（
一
九
二
八
〜
二
〇
〇
七
）
の
心
理
学
は
仏
教
と
の
関
係
で
は
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
彼
が
仏
教
へ

興
味
を
持
ち
始
め
た
経
緯
が
結
構
お
も
し
ろ
い
。
河
合
先
生
の『
ユ
ン
グ
心
理
学
と
仏
教
』と
い
う
本
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

河
合
先
生
は
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
初
め
て
仏
教
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
そ
う
な
の
で
す
。
向
こ
う
に
渡
る
と
、
日
本
人
だ
っ
た

ら
仏
教
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。
だ
け
ど
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
か
っ
た
た
め
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
。
そ
れ
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
鎌
倉
時
代
の
明
恵
上
人
の
夢
に
つ
い
て
分
析
し
、『
明
恵　

夢
を
生
き
る
』
な
ど
の
本
を
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
次
に
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
の
専
門
家
で
あ
り
、
か
つ
仏
教
徒
で
あ
る
方
を
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・

ジ
ン
（John K

abat-Zinn

、
一
九
四
四
〜
）。
日
本
に
も
今
年
来
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
最
近
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
（
パ
ー
リ
語
）・
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（
英
語
）
と
い
う
本
来
仏
教
の
瞑
想
法
が
人
気
を
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
方
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
ボ
ス
ト
ン
を
中

心
に
仏
教
瞑
想
を
心
理
療
法
だ
け
で
な
く
医
学
の
方
面
に
導
入
し
、
か
な
り
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
方
で
す
。
瞑
想
は
医
学
的
に
ど
う

い
う
効
果
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
ス
ト
レ
ス
の
軽
減
だ
け
で
な
く
、
痛
み
の
軽
減
に
も
効
果
が
あ
り
、
ま
た
免
疫
ま
で
高
ま
る
と
い
う
よ

う
な
結
果
が
出
て
い
る
そ
う
で
す
。
も
う
お
一
方
の
マ
ー
ク
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
（M

ark Epstein

、
一
九
五
三
〜
）
先
生
は
来
週
日
本
に
来
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ら
れ
、
武
蔵
野
大
学
で
講
演
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
こ
の
方
は
精
神
科
医
で
、
瞑
想
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
療
法
を
さ
ら
に

効
果
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
瞑
想
を
心
理
療
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
さ
ん
が
自
分
の
問
題
を
た
だ
意

識
的
に
思
い
出
す
る
の
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
奥
深
い
心
の
内
面
を
探
り
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
で
す
。

　

最
後
に
、
私
も
関
わ
っ
て
い
る
日
本
仏
教
心
理
学
会
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
学
会
は
、
武
蔵
野
大
学
で
二
〇
〇
八

年
十
一
月
に
創
立
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
の
一
部
は
昨
年
、『
仏
教
心
理
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
』
と
い
う
本
と
し
て
も
出
版
さ
れ

ま
し
た
。
日
本
仏
教
心
理
学
会
に
所
属
す
る
四
十
代
か
ら
五
十
代
の
三
人
の
先
生
方
が
中
心
に
な
っ
て
編
集
さ
れ
も
の
で
、
仏
教
と
心
理

学
の
要
素
を
融
合
す
る
、
あ
る
い
は
両
者
が
互
い
に
協
力
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
書
か
れ
た
辞
書
で
、
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

３
．
仏
教
が
心
理
学
・
心
理
療
法
に
役
立
つ
要
素

　

仏
教
が
心
理
学
・
心
理
療
法
に
役
立
つ
要
素
と
し
て
、
今
回
は
こ
の
講
演
の
主
な
目
的
で
は
な
い
の
で
、
端
的
に
述
べ
さ
せ
て
も
ら
い

ま
す
が
、
主
に
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
先
ほ
ど
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
仏
教
の
側
か
ら
提
供
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
瞑

想
法
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
心
理
療
法
に
お
い
て
は
、
患
者
自
身
が
抱
い
て
い
る
問
題
と
な
る
感
情
を
認
め
、
そ
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す

る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
、
手
段
が
弱
い
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、｢

只
見
つ
め
る｣

（bare 

attention

）
と
い
う
よ
う
な
仏
教
の
瞑
想
法
を
導
入
し
て
み
る
と
効
果
が
現
れ
る
よ
う
で
す
。
特
に
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
と
い
う
東
南
ア
ジ
ア

系
の
方
法
が
か
な
り
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
仏
教
の
価
値
観
と
ビ
ジ
ョ
ン
を
心
理
学
・
心
理
療
法
に
提
供
で
き
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
今
度
、
仏
教
心
理
学
会
大
会

で
発
表
さ
れ
る
山
田
博
夫
先
生
と
は
、
最
近
出
会
っ
た
の
で
す
が
、
心
理
学
が
専
門
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
山
田
先
生
は
数
年
前
か
ら
結

論
と
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
心
理
療
法
と
い
う
も
の
は
あ
く
ま
で
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
手
段
な
の
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だ
と
。
そ
こ
に
は
価
値
観
と
か
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
欠
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
山
田
先
生
は
仏
教
に
目
を
向
け
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。
仏
教
が
説
く
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
か
、
諸
行
無
常
を
は
じ
め
と
す
る
三
法
印
や
四
法
印
、
縁
起
、
慈
悲
、
業
、
こ
う
い
う

よ
う
な
思
想
、
価
値
観
、
ビ
ジ
ョ
ン
、
こ
れ
ら
が
心
理
療
法
に
お
い
て
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
心
理
療
法
は
も
ち
ろ
ん
社
会

を
超
え
る
（
出
世
間
）
よ
う
な
、
悟
り
を
目
指
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
社
会
で
生
き
ら
れ
る
精
神
状
態
に
導
い
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
も
や
は
り
き
ち
ん
と
し
た
揺
ら
ぎ
の
な
い
価
値
観
、
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い

う
ニ
ー
ズ
か
ら
考
え
る
と
、
特
に
日
本
人
で
あ
れ
ば
仏
教
と
い
う
の
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
分
野
と
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

４
．
仏
教
に
お
け
る
心
理
学
の
導
入

　

続
い
て
、
仏
教
に
心
理
学
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
導
入
す
る
か
、
と
い
う
こ
の
講
演
の
主
な
目
的
で
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、現
代
人
と
仏
教
の
間
に
は
溝
が
で
き
て
い
る
と
。
そ
の
溝
を
埋
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、

私
は
心
理
療
法
、
心
理
学
を
橋
渡
し
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
で
は
、「
欲
は
良
く
な
い
」、
と
説
き
ま
す
。

お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。「
よ
く
」
は
「
よ
く
」
な
い
。（
笑
）
三
毒
の
一
つ
と
し
て
か
な
り
否
定
的
に
言
わ
れ
ま
す
。
今
月
の
武
蔵
野
大

学
の
聖
語
版
、
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。「
欲
深
き
人
の
心
と
降
る
雪
は
、
積
も
る
に
つ
れ
て
道
を
失
う
」（
高
橋
泥
舟
）
と
な
っ

て
い
ま
し
て
、
欲
が
深
い
人
の
心
は
、
ち
ょ
う
ど
雪
が
降
り
積
も
っ
て
歩
く
道
が
見
え
な
く
な
っ
て
く
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
欲
が
多
い

人
ほ
ど
正
し
い
歩
む
べ
き
人
生
の
道
が
見
え
な
く
な
る
、
と
こ
う
い
う
歌
で
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
欲
と
い
う
も
の
は
妨
げ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
で
す
。
究
極
的
に
正
し
い
こ
と
で
す
。

た
だ
、
一
般
の
人
に
と
っ
て
、
欲
は
よ
く
な
い
と
頭
か
ら
言
う
と
い
う
の
は
、
今
日
最
初
に
話
し
た
前
提
と
し
て
は
少
し
問
題
が
あ
る
よ

う
に
も
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
心
理
学
の
ほ
う
か
ら
、
欲
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
欲
に
白
黒
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
程
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度
欲
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
生
理
心
理
学
で
は
、
欲
と
い
う
の

は
た
だ
心
の
問
題
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
欲
情
が
起
こ
る
と
い
う
の
は
、
生
理
的
に
は
脳
内
に
ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
化
学
物
質
が
放
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
心
の
状
態
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
精
神
だ
け
の
問
題
で
は
な
く

て
身
体
的
な
面
も
無
視
で
き
な
い
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
簡
単
に
欲
と
い
う
も
の
を
排
除
す
る
と
か
軽
減
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は

な
く
、
も
っ
と
も
っ
と
複
雑
な
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ズ
ロ
ー
の
有
名
な
欲
求
段
階
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
人
間
に
は
①

生
理
的
欲
求
、
生
ま
れ
た
段
階
か
ら
は
じ
ま
る
一
番
基
本
的
な
欲
求
で
、
食
べ
る
こ
と
、
排
泄
す
る
こ
と
、
睡
眠
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
次
に
は
②
安
定
欲
求
。
安
定
と
安
全
の
欲
求
で
す
。
住
む
た
め
に
は
住
居
も
必
要
で
す
し
、
安
定
と
安
全
の
た
め
に
は
生

命
保
険
や
健
康
保
険
に
も
加
入
し
て
い
ま
す
。
続
い
て
、
③
所
属
と
愛
の
欲
求
、
さ
ら
に
は
④
承
認
欲
求
。
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
い
と

い
う
欲
求
、
こ
れ
な
ど
も
欲
と
考
え
れ
ば
仏
教
的
に
は
否
定
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
伝
統
仏
教
の
よ
う
に
頭
か
ら
否
定
す
る

の
で
は
な
く
て
、
あ
る
程
度
認
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
心
理
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

仏
教
も
そ
れ
を
少
し
聞
く
姿
勢
が
必
要
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
一
番
上
は
⑤
自
己
実
現
欲
求
。
こ
の
自
己
実
現
の
欲
求
に
基
づ

い
て
自
己
実
現
し
た
人
と
い
う
の
は
、仏
教
的
に
い
え
ば
菩
薩
な
ど
に
近
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ま
っ

た
く
同
じ
レ
ベ
ル
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
共
通
す
る
要
素
を
結
構
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
心
理
学
の
定
義
を
も
う
少
し

導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
者
で
も
あ
る
程
度
悟
れ
ば
こ
う
い
う
特
徴
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
え
る
と
思
う
の
で

す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
欲
求
段
階
と
い
う
の
は
、
基
本
的
欲
求
と
神
経
症
的
欲
求
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
て
、
今
肯
定
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は

基
本
的
欲
求
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ズ
ロ
ー
な
ん
か
で
も
で
す
ね
、
神
経
症
的
欲
求
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
極
端
に
な
り
す
ぎ
る
と
、
こ
れ
は

や
は
り
ま
ず
い
よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
生
理
的
欲
求
と
い
う
の
は
、
食
事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
欲
求
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩
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す
と
過
食
症
と
か
拒
食
症
に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
安
定
を
求
め
る
と
い
う
欲
求
が
過
度
に
な
っ
て
家
に
閉
じ
籠
も
る
こ
と
に
な
っ
て

は
こ
れ
も
問
題
で
す
。
閉
じ
籠
も
り
は
、
神
経
症
的
欲
求
で
す
。
所
属
の
欲
求
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
ど
こ
か
の
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
て
、

そ
こ
に
没
頭
し
て
、
自
分
を
失
う
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
も
行
き
過
ぎ
の
神
経
症
的
欲
求
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
承
認
の

欲
求
も
そ
う
で
す
。
社
会
か
ら
認
め
て
も
ら
い
た
い
っ
て
い
う
の
は
誰
で
も
あ
る
欲
求
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
極
端
に
な
る
と
、
八
方
美
人

な
り
過
ぎ
る
と
か
、
良
い
子
に
な
り
過
ぎ
る
。
こ
う
い
う
も
の
は
、
仏
教
か
ら
で
も
否
定
す
べ
き
で
す
け
れ
ど
、
こ
ち
ら
の
健
康
的
欲
求

に
留
ま
っ
て
い
る
範
囲
で
は
、
あ
る
程
度
肯
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
特
に
健
康
的
な
自
我
を
養
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
欲
に
つ
い
て
仏
教
は
三
毒
の
一
つ
と
し
て
、
簡
単
に
全
て
を
否
定
す
る
の
は
考
え
よ
う
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
す
。

　

次
に
自
我
と
無
我
に
つ
い
て
で
す
。
心
理
学
で
は
、
健
康
的
な
自
我
を
必
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
、
健
康
的
な
自
我
が
個
人
の
発
達
・

成
長
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え
ま
す
。
こ
の
自
我
は
、
他
者
と
の
交
流
や
自
信
を
も
た
ら
し
、
社
会
生
活
を
可
能
と
す
る
。
最
近
、

自
我
が
弱
い
若
者
も
け
っ
こ
う
増
え
て
い
る
と
冒
頭
で
も
申
し
ま
し
た
け
ど
、
そ
う
い
う
子
に
対
し
て
仏
教
教
育
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
か
と
い
う
課
題
は
非
常
に
難
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
教
は
無
我
を
説
き
、
自
我
と
い
う
も
の
を
頭
か
ら
否

定
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
自
我
は
自
己
中
心
的
な
考
え
や
行
動
の
原
因
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
健
全
な
自
我
も

イ
コ
ー
ル
自
己
中
心
と
考
え
る
の
は
、
い
さ
さ
か
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
我
を
重
視
す
る
心
理
学
と
無
我
を
掲
げ
る
仏
教
は
、
一
見
す
る
と
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

の
例
で
言
い
ま
す
と
、
私
も
ア
メ
リ
カ
で
育
ち
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
仏
教
に
出
会
っ
た
の
で
す
ね
。
中
学
生
の
時
に
仏
教
に
出
会
っ
て
、

高
校
生
の
時
、
月
一
回
の
お
寺
主
催
の
勉
強
会
に
、
四
年
間
、
一
回
も
欠
か
さ
ず
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
か
な
り
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

た
だ
当
初
は
私
の
理
解
も
浅
く
て
、
無
我
、
無
我
と
言
わ
れ
て
非
常
に
困
り
ま
し
た
。
無
我
と
い
う
の
は
、
私
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
だ
と
存
在
論
的
に
捉
え
て
、
あ
あ
僕
は
存
在
し
な
い
、
ケ
ネ
ス
田
中
は
、
存
在
し
な
い
ん
だ
と
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
だ
ん
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だ
ん
と
、無
我
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
経
験
す
る
私
の
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
哲
学
的
な
問
題
で
あ
り
、セ
ル
フ（
自

我
）
が
実
体
的
に
あ
る
と
い
う
思
考
、
思
考
に
よ
っ
て
構
築
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
否
定
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

が
徐
々
に
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
完
全
に
わ
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
無
我
と
自
我
の
問
題
は
実
に
難
し
い
。

社
会
的
に
は
自
我
が
必
要
で
あ
る
、
こ
れ
も
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
私
も
子
ど
も
が
三
人
い
ま
す
か
ら
、
彼
た
ち
が
成
長
す
る

に
あ
た
っ
て
や
は
り
自
信
を
持
っ
て
他
者
と
交
流
で
き
る
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
そ
う
い
う
意
味
で
健
康
的
な
自
我
は
必
要
だ

と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
一
方
で
仏
教
は
無
我
と
い
う
。
自
我
と
無
我
、
な
ん
か
対
立
す
る
よ
う
で
ち
ょ
っ
と
困
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
（
一
八
九
六
〜
一
九
八
〇
）
と
い
う
有
名
な
ス
イ
ス
の
心
理
学
者
の
発
達
論
は
非
常
に
示
唆
的
で
す
。

私
も
詳
し
い
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
け
ど
、
こ
う
い
う
論
を
立
て
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
箇
所
を
読
み
ま
す
と
、「
し
か
し
、
こ
の
対

立
・
矛
盾
は
、
心
理
学
の
発
達
論
の
枠
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
自
我
と
無
我
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
発
達
・
成
長
に

お
い
て
異
な
る
段
階
に
位
置
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
は
、
す
ご
く
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
生

ま
れ
た
と
き
は
我
と
い
う
の
は
、
ま
だ
成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
未
我
で
す
ね
。
だ
ん
だ
ん
と
自
我
、
そ
し
て
健
康
的
な
大
人
に
な
る
に
は
、

自
我
が
成
立
し
な
い
と
駄
目
な
の
で
す
よ
ね
。で
は
無
我
は
ど
う
か
と
い
う
と
、発
達
心
理
学
、ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
の
心
理
学
等
も
ジ
ャ

ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
の
心
理
学
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
超
我
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
仏
教
が
説
い
て
い
る
無
我
で
し
ょ
う
。

　

で
す
か
ら
、
仏
教
の
無
我
と
い
う
の
は
、
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
て
自
我
を
超
え
る
概
念
な
の
で
す
。
そ
れ
は
当
然
だ
と
い
う
先
生

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
若
い
人
た
ち
は
仏
教
に
出
会
っ
て
無
我
と
自
我
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
、
か
な
り
混
乱
す

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
は
心
理
学
で
説
く
よ
う
な
発
達
論
が
と
て
も
弱
い
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
は
五
十
二
位
と

か
の
菩
薩
の
修
行
の
段
階
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
が
一
般
の
在
家
の
人
た
ち
に
当
て
は
ま
る
話
で
は
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

人
間
全
体
を
扱
う
仏
教
教
育
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
全
体
を
仏
教
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
発
達
心
理
論
な
ど
の
英
知
を
導
入
し
て
、
仏
教

の
目
的
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
結
論
と
し
て
は
、
自
我
と
無
我
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
プ
ロ
セ
ス
の
違
う
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段
階
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
棒
高
跳
び
の
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、
自
我
の
象
徴
が
棒
で
す
。
そ
し
て
棒
を
持
つ
力
、
そ
し
て
走
る
力
、
そ
う
い
う
も

の
の
全
体
が
自
我
を
支
え
る
営
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。で
す
か
ら
、社
会
的
に
考
え
れ
ば
健
康
的
な
自
我
は
必
ず
必
修
と
な
り
ま
す
。

健
康
的
な
自
我
の
も
と
で
生
き
て
い
く
中
で
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
そ
の
自
我
が
自
分
を
苦
し
め
る
も
の
と
働
き
始
め
、
あ
る
時
点
に
お

い
て
実
存
的
、
宗
教
的
に
自
我
の
限
界
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
無
我
の
境

地
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
至
る
と
、
仏
教
と
心
理
学
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
と
も
い
え
ま
す
。
仏
教
は
生
死
・
輪
廻
転
生
と

い
う
世
界
観
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
悟
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
棒
高
跳
び
の
バ
ー
を
ク
リ
ア

し
て
飛
び
越
え
て
し
ま
え
ば
、
も
う
生
死
・
輪
廻
転
生
を
何
回
も
や
る
必
要
は
な
く
な
る
の
で
す
。
も
う
ト
ラ
イ
す
る
必
要
な
い
。
超
え

な
け
れ
ば
ど
う
す
る
か
。輪
廻
を
く
り
返
し
、何
度
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
。何
回
も
何
回
も
バ
ー
を
超
え
て
無
我
の
境
地
に
至
る
た
め
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
。
仏
道
修
行
を
重
ね
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

ジ
ャ
ク
・
エ
ン
グ
ラ
ー
と
い
う
先
生
が
ア
メ
リ
カ
に
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
方
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
も
非
常
勤
講
師
と
し
て
教
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
彼
の
我
と
無
我
に
関
す
る
発
言
は
非
常
に
有
名
で
す
。「
我
を
捨
て
る
（
無
我
）
前
に
は
、
我
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
（
自

我
）」
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
ね
。
釈
尊
で
も
、
親
鸞
や
道
元
で
も
、
こ
う
い
う
方
々
は
非
常
に
強
烈
な
自
我
を
持
っ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
自
我
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
限
界
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
強
烈
な
自
我
を
持
っ
て
い
れ
ば
い
よ
い
よ
そ
こ
で
挫

折
し
、
そ
し
て
無
我
を
必
要
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
自
我
と
い
う
も
の
が
日
本
よ
り
も
強
調
さ
れ
ま
す
の
で
、
仏
教
に
導
い
て
い
く
場

合
に
も
ま
ず
自
我
を
肯
定
的
に
受
容
し
た
上
で
、
次
の
段
階
に
お
い
て
無
我
へ
と
導
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
な
か

な
か
仏
教
の
無
我
は
理
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
井
上
円
了
先
生
の
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
仏
教
の
煩
悩
論
を
も
っ
と
詳
し
く
説
明
す
る
た
め
に
心
理
学
の
ほ
う
か
ら
の
知
恵

を
導
入
し
た
ら
い
い
と
。
私
も
賛
成
で
す
。
心
理
学
は
自
我
の
限
界
、不
完
全
性
を
指
摘
し
て
く
れ
ま
す
。
自
我
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
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そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
我
の
一
角
と
し
て
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
わ
れ
る
仮
面
の
よ
う
な
自
己
を
心
で
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
シ
ャ
ド
ー
と
い
わ
れ
る
影
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
無
意
識
に
押
し
込
も
う
と
い
う
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
健
康
的
な
自
我
と
し
て
ペ
ル
ソ
ナ
を
つ
く
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
犠
牲
を
払
う
、
あ

る
い
は
あ
る
こ
と
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
自
分
は
社
会
に
お
い
て
成
功
し
た
い
と
い
う
よ
う
な

動
機
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
成
功
に
つ
な
が
る
、
自
分
に
役
に
立
つ
人
と
付
き
合
い
、
自
分
が
理
想
と
す
る

人
た
ち
と
付
き
合
お
う
と
す
る
。
結
果
的
に
、
幼
な
じ
み
で
、
昔
は
仲
が
良
い
友
達
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ほ
ど
成
功
す
る
見
込
み

が
な
い
人
と
は
付
き
合
お
う
と
し
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
排
除
す
る
過
程
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
お
わ
か
り
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ

う
か
。
あ
る
こ
と
を
日
の
当
た
る
場
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
を
阻
む
も
の
に
対
し
て
は
シ
ャ
ド
ー
と
し
て
影
の
部
分
に
押
さ
え

込
ん
で
排
除
し
よ
う
と
す
る
心
の
働
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
非
常
に
複
雑
で
す
け
れ
ど
、
心
理
療
法
と
か
心
理
学
の
考
え
方
を
導
入

す
れ
ば
、
仏
教
と
は
違
う
角
度
か
ら
煩
悩
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

５
．
仏
教
教
育
・
学
習
過
程
に
お
い
て
導
入
で
き
る
心
理
学

　

次
は
、
仏
教
教
育
・
学
習
過
程
に
お
い
て
導
入
で
き
る
心
理
学
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
論
理
療
法
と
い
う
心
理
療
法
が
あ
り

ま
す
。
日
本
で
も
こ
れ
を
研
究
対
象
に
し
た
学
会
も
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
創
立
者
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
エ
リ
ス
（A

lbert Ellis

、

一
九
一
三
〜
二
〇
〇
七
）
と
い
う
臨
床
心
理
学
者
で
す
。
彼
の
理
論
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
理
論
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
仏
教
の
教
え
を
理
論
的

に
説
明
し
て
い
く
枠
組
み
と
し
て
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
武
蔵
野
大
学
で
一
年
生
を
対
象
に
仏
教
思
想
の
現
代
的
、
応

用
的
な
見
方
を
教
え
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
四
法
印
を
教
え
る
際
に
エ
リ
ス
の
論
理
療
法
の
枠
組
み
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
あ
る
「
出
来
事
」
が
生
じ
る
と
す
る
。
英
語
で
はA

ctivating event
と
い
い
ま
す
の
で
、
頭
文
字
を
取
っ
て
Ａ
。
次
の
段
階

の
Ｂ
はB

elief

、「
受
け
取
り
方
・
信
念
」
で
す
。
そ
し
て
Ｃ
はC

onsequence

と
い
う
「
結
果
」
と
な
り
ま
す
。
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た
と
え
ば
、
四
苦
八
苦
の
中
の
一
つ
に
「
愛
別
離
苦
」
が
あ
り
ま
す
が
、
失
恋
な
ど
に
よ
っ
て
別
れ
る
と
い
う
出
来
事
も
そ
れ
に
含
ま

れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
失
恋
と
い
う
出
来
事
（
Ａ
）
に
対
し
て
、Ｂ
の
段
階
で
は
あ
る
信
念
が
働
い
て
い
る
と
捉
え
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

「
別
れ
た
彼
女
（
彼
氏
）
は
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
で
す
。
仏
教
の
教
え
か
ら
す
る
と
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
縁
起
の
教
え
に
従

う
と
、
本
来
自
分
の
も
の
で
は
な
い
彼
女
な
り
彼
氏
を
所
有
化
し
て
私
の
彼
と
か
私
の
彼
女
と
捉
え
る
こ
の
よ
う
なB

elief

は
非
仏
教
的

な
受
け
取
り
方
・
信
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
信
念
が
ど
の
よ
う
な
心
理
的
結
果
を
導
く
か
と
い
う
と
、
非
常

に
悩
ん
で
苦
し
い
、
非
常
に
不
愉
快
、
悲
し
い
、
そ
し
て
生
活
に
支
障
が
出
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
ん
だ
、
と
心
の

中
で
強
烈
な
叫
び
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
苦
し
み
と
い
う
結
果
、C

onsequence

（
Ｃ
）
な
の
で
す
。

　

私
は
レ
ポ
ー
ト
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
課
題
を
出
し
ま
す
。
す
る
と
、
失
恋
や
第
一
志
望
校
に
受
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
愛
別
離
苦
で
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
を
亡
く
し
た
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
亡
く
し
た
、
そ
う
い
う
よ
う
な
自
分
に
身
近
な
具
体
例
を
た
く
さ
ん
あ
げ
て
説
明
し
て
い

ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
苦
し
む
の
か
。
そ
れ
は
仏
教
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
非
仏
教
的
な
考
え
方
、
受
け
取
り
方
、
信
念
に
も
と
づ
い
て
出

来
事
を
捉
え
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
抱
く
結
果
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
論
理

中
の
受
け
取
り
方
・
信
念
へ
のD

ispute

（
Ｄ
）「
反
駁
・
反
論
」、
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
次
の
段
階
が
「
効
果
」、Effect

（
Ｅ
）

で
す
。
こ
の
「
反
駁
・
反
論
」
は
、
Ｂ
段
階
に
お
け
る
自
分
の
信
念
の
誤
り
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
検
証
し
て
い
く
作
業
で
す
。
そ
の

四
項
目
を
順
に
紹
介
し
ま
す
と
、
一
．
私
の
信
念
が
正
し
い
と
い
う
証
拠
は
あ
る
か
？
↓
（
な
い
）
二
．
私
の
信
念
が
間
違
っ
て
い
る
と

い
う
証
拠
は
あ
る
か
？
↓
（
あ
る
。
仏
教
で
は
、
出
会
い
は
縁
起
で
あ
り
、
相
手
は
所
有
化
で
き
な
い
。）
三
．
私
の
信
念
を
持
ち
続
け
れ

ば
、
ど
ん
な
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
？
↓
（
生
活
に
支
障
が
出
て
、
病
気
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
）
四
．
私
の
信
念
を
手
放
せ
ば
、

ど
ん
な
良
い
こ
と
が
お
こ
る
だ
ろ
う
か
？
↓
（
普
段
の
生
活
に
戻
れ
る
）、
と
い
う
具
合
に
信
念
へ
の
反
駁
・
反
論
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
自
問
自
答
の
作
業
を
、
た
と
え
ば
失
恋
な
ら
失
恋
と
い
う
目
の
前
の
出
来
事
に
よ
っ
て
生
じ
た
信
念
に
対
し
て
行
っ
て
い

く
の
で
す
。
仏
教
的
に
言
う
と
、
縁
起
の
道
理
を
事
実
に
即
し
て
確
認
す
る
作
業
で
す
。
彼
氏
・
彼
女
は
、
私
の
も
の
で
は
な
く
て
、
縁
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起
に
よ
っ
て
出
会
っ
て
、
付
き
合
っ
て
、
縁
が
な
く
な
っ
て
別
れ
て
い
っ
た
と
解
釈
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
反
駁
・
反
論
（D

ispute

）
の

作
業
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
効
果
がEffect

で
す
。
仏
教
的
な
も
の
の
考
え
方
を
導
入
し
て
検
討
し
て
い
っ
た
結
果
、
効
果
は
ど
う
な

る
か
と
い
う
と
、「
本
当
に
悲
し
く
、
傷
つ
い
た
。
だ
が
時
間
が
経
て
ば
、
彼
女
と
出
会
え
て
交
際
で
き
た
こ
と
に
も
っ
と
感
謝
で
き
る
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
き
っ
と
良
い
出
会
い
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
思
え
、
普
段
の
生
活
へ
復
帰
し
始
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
よ
い

効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

で
す
か
ら
、
仏
教
的
な
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
も
と
づ
く
正
し
い
信
念
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
悩
ま
せ
、
苦
し
ま
せ
る
誤
っ

た
考
え
方
・
信
念
に
反
駁
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
健
康
的
な
結
果
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
ア
メ
リ
カ
で
は
主
に
大
学
で
勤

め
て
い
ま
し
た
が
、
三
年
ぐ
ら
い
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
お
寺
で
住
職
も
務
め
ま
し
た
。
日
本
と
は
違
っ
て
、
毎
週
法
話
を
し
な
い
と

い
け
な
い
。
そ
れ
も
子
ど
も
の
法
話
、
大
人
の
法
話
、
う
ち
に
は
日
本
語
を
話
す
人
た
ち
が
い
た
か
ら
、
月
に
二
回
ぐ
ら
い
は
日
本
語
で

も
法
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
、
な
か
な
か
大
変
で
し
た
。
そ
の
法
話
の
中
身
は
、
今
お
話
し
た
よ
う
な
展
開
の
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
人
に
苦
し
み
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
あ
る
出
来
事
が
生
じ
た
と
き
、
仏
教
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
、
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
か
、

そ
の
結
果
、
い
い
効
果
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
よ
と
お
話
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
一
般
の
特
に
若
い
人
た
ち
に
対
し
て
も
、
論
理
的
に
自
分
の
体
験
を
使
い
な
が
ら
、
仏
教
の
教
え
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
果
が
一
八
〇
度
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
論
理
療
法
と
い

う
の
も
、
仏
教
教
育
に
お
い
て
大
い
に
使
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

次
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
ム
ス
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
（Jam

es Fow
ler

）
と
い
う
方
の
理
論
で
す
が
、
方
便
と
し
て
の
真
実
へ
の
接
近
、
別
な

言
い
方
を
す
れ
ば
信
仰
の
深
ま
り
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
分
類
し
た
理
論

と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
方
は
全
然
仏
教
に
関
係
な
い
人
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
発
達
論
の
枠
組
み
に
も
と
づ
く
枠
組
み
で
す
。
彼
は
、

大
き
く
分
け
て
六
つ
の
発
達
段
階
に
分
け
て
捉
え
て
い
ま
す
。
順
に
紹
介
し
ま
す
と
、
一
．
直
観
・
投
影
的
信
仰
（
三
才
〜
七
才
）、
二
．
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神
話
・
逐
語
的
信
仰
（
少
年
、
時
に
は
青
年
や
大
人
に
も
見
ら
れ
る
。
教
え
や
神
話
を
そ
の
ま
ま
逐
語
的
に
捉
え
る
）、
三
．
融
合
・
習
慣

的
信
仰
（
青
年
、
大
人
に
も
見
ら
れ
る
、
拡
大
す
る
人
生
経
験
を
融
合
し
、
教
え
な
ど
が
そ
の
人
の
価
値
観
を
形
成
し
、
自
身
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
な
る
）、
四
．
主
体
・
反
省
的
信
仰
（
若
い
大
人
、
多
く
は
三
十
代
半
ば
か
ら
四
十
代
に
な
っ
て
、
神
話
を
理
性
的
に
、

反
神
話
化
し
て
理
解
す
る
）、
五
．
結
合
的
信
仰
（
限
ら
れ
た
大
人
。
神
話
が
指
し
示
す
真
実
・
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
体
得
す
る
。
深
ま
る
人

生
体
験
と
洞
察
に
よ
っ
て
、
神
話
が
伝
え
よ
う
と
す
る
教
え
を
実
感
し
、
味
わ
う
よ
う
に
な
る
）、
六
．
普
遍
的
信
仰
（
大
人
の
中
で
も
非

常
に
め
ず
ら
し
い
。
普
遍
的
な
真
実
を
体
得
し
、
自
分
が
所
属
す
る
団
体
を
超
え
る
人
々
や
視
点
と
通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
）。

　

こ
の
理
論
な
ど
は
、
私
は
特
に
浄
土
真
宗
に
関
係
が
深
い
も
の
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
に
な
る
と
い
う
「
聖
な

る
物
語
」
の
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
深
め
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
応
さ
せ
て
み
る
と
非
常
に
興
味
深
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
法
蔵
菩

薩
が
阿
弥
陀
仏
に
な
る
聖
な
る
物
語
を
、
子
供
の
こ
と
に
は
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
き
に
は
青
年
や
大
人
に
も

見
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
神
話
・
逐
語
的
信
仰
（
第
二
段
階
）
の
受
け
止
め
は
だ
ん
だ
ん
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
、
主
体
・

反
省
的
信
仰
と
い
う
四
の
段
階
あ
た
り
に
な
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
物
語
は
自
己
の
個
人
的
な
経
験
や
省
察
に
よ
っ
て
非
神
話
化
さ
れ
理
性

的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　

私
も
ア
メ
リ
カ
に
い
た
時
に
あ
る
調
査
を
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
浄
土
真
宗
の
人
た
ち
の
大
半
は
教
養
の
あ
る
大
人
で
す

か
ら
、
ほ
と
ん
ど
非
神
話
化
的
な
理
解
持
っ
て
い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏
が
遠
い
西
の
ほ
う
に
存
在
し
て
、
神
様
の
よ
う
な
人
物
だ
と
は
誰

も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
少
し
で
も
物
事
を
深
く
考
え
る
よ
う
な
人
た
ち
は
、
神
話
的
理
解
を
乗
り
越
え
て
、
非
神
話
化
的
な
受
け
止
め
方

で
真
実
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

さ
ら
に
は
第
五
の
総
合
的
段
階
、
第
六
の
普
遍
的
段
階
へ
と
進
ん
で
い
く
人
も
中
に
は
い
ま
す
が
、
普
遍
的
段
階
ま
で
進
む
よ
う
な
人

は
非
常
に
稀
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
単
に
非
神
話
化
で
止
ま
る
の
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
神
話
や
物
語
の

裏
に
深
い
、
深
い
教
え
を
伝
え
て
い
る
何
か
を
実
感
し
、
味
わ
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
こ
の
よ
う
な
考
え
持
っ
た
人
た
ち
は
、
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神
話
を
肯
定
し
な
が
ら
そ
の
裏
に
あ
る
真
実
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
、
味
わ
え
る
よ
う
な
思
考
が
で
き
る
。
私
は
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ

の
聖
な
る
物
語
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
心
理
学
の
発
達
理
論
を
参
考
に
し
て
、
人
々

が
仏
教
の
真
実
の
教
え
や
物
語
を
深
く
受
け
止
め
、
信
仰
を
深
め
て
い
く
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
理
論
的
体
系
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
仏
教
の
最
終
的
到
達
的
と
い
た
し
ま
す
と
、
仏
教
の
目
標
は
悟
り
に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
手
本
と
な
る
者
は
神
聖
な
る

釈
尊
で
あ
り
、
そ
の
教
え
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
ら
れ
た
聖
者
や
祖
師
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
宗
教
的
真
実
の
世
界
に

ま
る
ご
と
入
っ
た
生
き
方
を
し
た
よ
う
な
妙
好
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
方
々
も
お
ら
れ
ま
す
。
妙
好
人
の
中
に
は
世
間
的
に
は
変
わ
り
者

と
言
わ
れ
た
方
も
お
ら
れ
た
よ
う
で
し
て
、
た
と
え
ば
浅
原
才
市
と
い
う
方
は
、
あ
る
先
生
が
信
心
得
る
こ
と
は
「
く
じ
引
き
に
当
た
る

と
同
じ
」
だ
と
聞
い
た
途
端
に
、
す
ご
く
喜
ん
で
飛
び
上
が
っ
た
。
も
う
一
回
聞
い
た
と
き
に
ま
た
再
び
飛
び
上
が
っ
て
「
当
た
っ
た
、

当
た
っ
た
、
当
た
っ
た
、
当
た
っ
た
」、
と
叫
び
大
喜
び
を
し
た
そ
う
で
す
。
み
ん
な
が
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
的
真
実
の
世
界
へ
の
帰
入
と
い
う
点
で
は
確
か
に
優
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
般
に
な
か
な
か
近
づ
き
が
た
い

面
も
感
じ
ま
す
。

　

で
は
、
宗
教
的
に
目
覚
め
た
人
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
そ
れ
に
向
け
て
歩
ん
で
い
け
ば
よ
い
か
。
な
か

な
か
難
し
い
け
れ
ど
も
、
一
つ
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
マ
ズ
ロ
ー
の
欲
求
が
成
熟
し
て
い
く
五
段
階
の
第
五
番
目
、
自
己
実
現
の
レ
ベ
ル

と
し
て
説
明
し
て
い
る
特
徴
、
こ
れ
に
は
七
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
ゴ
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
現
代
人
の
若
い
人
た
ち
に
も

比
較
的
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
次
の
七
つ
で
す
。
一
、
世
の
中

の
事
実
と
現
実
（
自
分
ら
の
こ
と
も
含
む
）
を
否
定
や
拒
否
せ
ず
、
受
け
入
れ
る
。
二
、
彼
ら
の
考
え
や
行
動
は
自
発
的
で
の
び
の
び
し

て
い
る
。
三
、
創
造
的
で
あ
る
、
四
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
興
味
を
見
せ
る
。
特
に
他
者
の
問
題
に
興
味
を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
自
体
が
、
彼
ら
の
人
生
の
目
的
が
あ
る
場
合
が
多
い
。
五
、
他
者
と
親
近
感
を
持
ち
、
基
本
的
に
人
生
に
対
し
て
あ
り
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が
た
く
思
っ
て
い
る
。
こ
の
五
番
目
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
中
で
人
生
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
の
は
け
っ
こ
う
珍
し
い
と
思
う
の

で
す
。
マ
ズ
ロ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
り
、感
覚
的
に
は
非
常
に
仏
教
に
も
通
じ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
な
が
ら
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
、
そ
の
彼
を
私
は
大
い
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
残
る
六
番
目
で
す
が
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
道
徳
観
が
、
外
面
的
な
権
威
で
は
な
く
内
面
的
価
値
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
外
の
法
律
や
道
徳
で
こ
う
や
れ
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
や
る
の
で
は
な
い
、
ま
た
人
が
や
っ
て
る
か
ら
や
る
の
で
は
な
い
、
し
っ

か
り
し
た
主
体
性
を
持
っ
て
、
内
面
的
な
価
値
観
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
。
最
後
に
、
七
番
目
、
洞
察
力
を
持
っ
て
物
事
を
客
観
的
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
、
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
る
と
い
う
仏
教
の
考
え
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
終
わ
り
の
時
間
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
一
言
で
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
つ
、
言
え
る
こ
と
は
現

代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
可
能
性
と
し
て
、宗
教
学
者
の
島
薗
先
生
な
ど
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、新
た
な
霊
性
文
化
、ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
な
も
の
に
対
す
る
宗
教
的
な
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
だ
け
で
な
く
、

も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
で
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、最
近
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
を
研
究
し
て
い
ま
し
て
、最
近
書
い
た
『
ア
メ
リ
カ
仏
教
』

と
題
す
る
本
で
も
紹
介
し
ま
し
た
が
ア
メ
リ
カ
仏
教
は
明
ら
か
に
現
代
宗
教
な
の
で
す
。
日
本
の
仏
教
は
千
五
百
年
の
歴
史
が
あ
っ
て
大

先
輩
で
す
け
れ
ど
、現
代
社
会
の
仏
教
と
し
て
は
ア
メ
リ
カ
の
ほ
う
が
あ
る
意
味
で
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。そ
し
て
、

仏
教
が
現
代
社
会
の
中
で
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
根
づ
き
、
広
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
重
要
な
手
段
、
方
法
と
し

て
心
理
学
的
な
見
方
も
大
い
に
導
入
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
私
が
日
本
仏
教
心
理
学
会
な
ど
の
活
動
に
関
わ
っ
て
い

ま
す
の
も
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
そ
ろ
そ
ろ
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
一
同
、
拍
手
）



― 21 ―

仏教教育における心理学の導入とその可能性

参
考
文
献
一
覧

  

・ 
安
藤
治
、『
心
理
療
法
と
し
て
の
仏
教
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
。

  

・ 

井
上
ウ
ィ
マ
ラ
・
葛
西
賢
太
・
加
藤
博
己
（
編
）『
仏
教
心
理
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
』
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年

  

・ 

エ
プ
ス
タ
イ
ン
・
マ
ー
ク
著
、
井
上
ウ
ィ
マ
ラ
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ー
│
心
理
療
法
と
〝
空
〞
の
出
会
い
』
春
秋
社
、

二
〇
〇
九
年
。

  

・ 

岡
野
守
也
、『
自
我
と
無
我
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
一
二
八
、二
〇
〇
〇
年
。

  

・ 

小
此
木
啓
吾
・
北
山
修
（
編
）「
阿
闍
世
コ
ン
プ
レ
ク
ス
」
創
元
社
、
二
〇
〇
一
年
。

  

・ 

河
合
隼
雄　
『
ユ
ン
グ
心
理
学
と
仏
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

  

・ 

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
「
仏
教
と
心
理
学
の
協
力
│
仏
教
と
現
代
人
と
の
溝
を
埋
め
る
手
立
て
」、
田
中
教
照
（
編
）『
仏
教
最
前
線
の
課
題
』

武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
一
〜
一
八
六
頁
。

  

・ 

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
『
ア
メ
リ
カ
仏
教
』
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
〇
〜
二
三
四
頁
。

  

・ 

フ
ロ
ム
・
エ
ー
リ
ヒ
、
鈴
木
大
拙
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
・
マ
ー
テ
ィ
ノ
著
、
佐
藤
幸
治
・
豊
村
左
知
訳
「
精
神
分
析
と
禅
仏
教
」『
禅

と
精
神
分
析
』
東
京
創
元
社
、
一
九
六
〇
年
。

（
武
蔵
野
大
学　

仏
教
文
化
研
究
所
長
）


