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親
鷺

に
お
け
る
身
心

の
把
捉

鍋

島

直

樹

序

問
題

の
所
在

仏
教
に
お
け
る
思
惟
形
態
は
、
知
的
思
弁
を
繰
り
返
す
こ
と
で
は
な

く
、
仏
道
実
践
を
通
じ
た
、
身
心
全
体
に
か
か
わ
る
全
人
格
的
な
思
惟

形
態
で
あ
る
。
全
人
格
的
思
惟

に
つ
い
て
は
、
既
に
王
城
康
四
郎
博
士

の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
己
や
も
の
を
捉
え
る
場
合
に
、
単

に
頭
脳
的

に
思
考
を
働
か
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
道
修
習
と
い
う
全

人
格
的
身
体
の
思
惟
に
よ

つ
て
、
主
観
と
客
観
の
対
立
を
超
え
て
、
主

観
と
客
観
と
が

一
つ
に
融
解
し
、
対
象
を
対
象
の
中
か
ら
捉
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
仏
教
に
お
け
る
思
惟
と
智
慧
は
、

認
識
論
的
な
知
性

の
営
み
で
は
な
く
、
主
体
的
、
実
践
的
な
身
心
全
体

の
営
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
滅
諦
が
道
諦
と
い
う
仏
道

を
歩
む
亡
と
に
よ

つ
て
達
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
西
洋
の
宗
教
学
的
な
見
地

か

ら

す

れ

ぽ
、
信
仰
は
理
性
や
感
情
、

意
志
な
ど
の
精
神
的
な
営
為
と
し
て
理
解

さ
れ
が
ち

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
宗
教
的
人
格
の
う
ち
で
、
人
間

の
身

体
性
の
問
題
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
、

こ
の
小
論
で
は
、

仏
教
の
思
惟
形
態

の
特
徴
で
あ
る

「身
心

一
如
」

の
問
題
に
注
目
し
な

が
ら
、
解
脱
に
か
か
わ

つ
て
身
心
が
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か

を
概
観
し
、
さ
ら
に
日
本
浄
土
教

に
お
け
る
親
驚
が
、

こ
の
肉
体
の
問

題
を
成
仏
、
信
心
に
か
か
わ

つ
て
、
ど
の
よ
う
に
把
捉
し
て
い
た
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
 
仏
教

に
お
け
る
身

心
の
把
捉

先
ず
身
体
は
、
原
始
仏
教
以
来
、

不
浄
に
満
ち
、
無
常
な
存
在
で
あ

る
と
説
か
れ
て
い
る
。
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
、
次
の
よ
う
な

文

言

が
み
ら
れ
る
。

「身
体
は
、
骨
と
筋
と
に
よ
つ
て
つ
な
が
れ
、
深
皮
と
肉
と
で
塗
ら
れ
、
表

面
は
覆
わ
れ
て
い
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
…
…
ま
た

身
体
が
死
ん
で
臥
す
時
に
は
、
膨
れ
て
青
黒
く
な
り
、
墓
場
に
捨

て
ら
れ

て
、
親
族
も
こ
れ
を
顧
み
な
い
。
…
…
人
間
の
こ
の
身
体
は
、
不
浄
で
悪
臭

を
放
ち
、
(花
や
香
を
以
て
)
ま
も
ら
れ
て
い
る
。
種
々
の
汚
物
が
充
満
し
、
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こ
こ
か
し

こ
か
ら
流
れ
で
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
身
体
を
も

ち
な
が
ら
、
自

分

は
偉

い
も

の
だ
と
思

い
、
ま
た
他

人
を
軽
蔑

す

る
な
ら
ば
、

か
れ
は
<
見

(
1
)

る
視
力
が
無
い
>
と
い
う
以
外
の
何
だ
ろ
う
。」
(
一
九
三
-
二
〇
六
偶
)

ま
た

『大
宝
積
経
』
所
収
の

「
仏
説
入
胎
蔵
会
」
に
も
、
次
の
よ
う
に

説
か
れ
て
い
る
。

「此
の
身
は
、
恒
に
是
れ
一
切
不
浄
の
窟
宅
に
し
て
、
農
は
常
住
に
非
ざ
る

(2
)

に
、
こ
の
愚
痴
の
物
は
、
誘
狂
し
て
人
を
迷
わ
す
」

こ
の
よ
う

に
身
体
は
、
汚
物

の
充
満
し
た
不
浄
な
窟
宅
で
あ
り
、
そ
の

自
己
の
肉
体
の
堅
固
さ
を
お
ご
り
、
そ
れ
を
(頼
み
と
し
て
他
者
を
軽
蔑

し
た
り
、
自
己
の
肉
体
の
無
常
さ
を
忘
れ
て
永
遠
で
あ
る
と
思
い
続
け

て
は
な
ら
な
い
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
肉
体

の
不
浄
性
に

対
す
る
洞
察
は
、
そ
の
他
に
も

『
雑
阿
含
』
巻
七
二
な
ど
の
多
数
の
文

献
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
身
体
観
は
、
後
世
、

不
浄
想
と
い
う
仏

道
と
し
て
展
開
し
、
源
信

の

『
往
生
要
集
』
の
人
道

の
章
に
ま
で
継
承

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
仏
教
で
は
、
身
体

の
不
浄
さ
を
不
浄
さ
と

し
て
、
虚
仮
を
虚
仮
と
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
見
究
め
る

こ

と

に
よ

り
、
肉
体

へ
の
執
着
心
を
捨
て
て
、
解
脱
に
い
た
る
こ
と
を
め
ざ
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し

一
方
で
、
身
体
が
心
と

一
緒
に
説
か
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の

主
体
者

の
身
心
全
体
が
解
脱
に
触
れ
て
い
る
と
捉
え
る
と

こ
ろ

が

あ

る
。
『法
華
経
』
に
、

「身
体

(
k
a
y
a
)

及
び
手
足
は
、
静
然
と
し
て
安
じ
て
動
じ
た
ま
は
ず
、
そ

た
ん
は
く

の
心
は
常
に
憺
泊
に
し
て
、
未
だ
曽
て
散
乱
す
る
こ
と
あ
ら
ず
、
究
寛
し

(3
)

て
、
永
く
寂
滅
し
、
無
漏
の
法
に
安
住
し
た
ま
へ
り
。」

と
い
う
文
章
が
あ
る
の
も
、
そ
の

二
つ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
さ
と
り

を
開
い
た
仏

の
身
心
全
体
が
、
静
寂
さ
の
中
に
帰
し
、
不
動
に
し
て
散

乱
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
仏
教
で
は
、
本
来
、

人
間
の
生
存
を
心
と
身
体
の
全
人
格
的
な
営
み
と
し
て
捉
え
て
き
て
い

る
。
例
え
ば
、

人
間

の
生
存
を

「
五
慈
仮
和
合
」
と
し
て
捉
え
、
人
間

が
身
体
を
意
味
す
る

「
色
(
r
u
p
a
)
」

と
、

心
に
属
す
る

「
受
(v
e
d
a
n
a
)
」

「
想

(sa
m
j
n
a
)
」

「行

(sa
m
s
k
a
r
a
)
」

「
識

(v
i
j
n
a
n
a
)
」

と
の
両
面
に
よ

つ
て
生
成
し
て
い
る
と
理
解
す
る
。
こ
の
五
纏

の
思
想
を

ま

と

め

た

「
名
色

(
n
a
m
a
r
u
p
a
)
」

と
い
う
表
現
は
、
心
と
肉
体
と
の
切
り
離
せ
な

い
関
係
を
単
的
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
身
心

一

元
論
的
な
把
捉
は
、
「色
心

(
r
u
p
a
-
c
i
t
t
a
)
」

「
身
心

(
k
a
y
a
-
c
i
t
t
a
)
」

と

い
う
見
方
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

先
ず
色
心

一
如

の
思
想
は
、
天
台
教
学
の
湛
然
に
ょ
く
見
ら
れ
る
。

湛
然
の

『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
に
、
次

の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
る
。

「離
レ色
無
レ心
離
レ心
無
レ色
。
…
…
当
レ知
若
識
若
色
皆
是
唯
色
。
若
識
若

(4
)

色
皆
是
唯
識
。」

こ
こ
で
湛
然
は
、
天
台
の
本
覚
思
想
に
立
ち
な
が
ら
、
真
実
が
万
法
に

顕
わ
れ
、

ま
た
主
体
者

の
身

(色
)
に
も
心
に
も
平
等
に
現
成
す
る
と

述
べ
、
色
心

一
元
論
を
主
張
し
て
い
る
。
次
に
、
身
心

一
如
の
思
想
に

つ
い
て
は
、
道
元
の
思
想
の
中
に
色
濃
く
表
わ
れ
て

い

る
。
『
正
法
眼

親
鶯
に
お
け
る
身
心
の
把
捉
 
(鍋

島
)
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親
鶯
に
お
け
る
身
心
の
把
捉
 (鍋

島
)

蔵
』

の
辮
道
話
に
、

「仏
法
に
は
も
と
よ
り
身
心
一
如
に
し
て
、
性
相
不
二
な
り
と
談
ず
る
、
西

天
東
地
お
な
じ
く
し
れ
る
と
こ
ろ
、
あ
え
て
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
は
む

や
。
常
住
を
談
ず
る
門
に
は
、
萬
法
み
な
常
住
な
り
、
身
と
心
と
を
わ
く
こ

と
な
し
。」

と
記
し
て
、
道
元
は
、
生
死
即
浬
盤
と
い
う
大
乗
仏
教
の
哲
理
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
身
心
を
離
れ
て
浬
繋
、
常
住
は
な
い
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
ま
た
自
ら
の
証
悟
体
験
を
、
如
浄

の
言
葉
を
承
け
て
、

「参
禅
と
は
身
心
脱
落
な
り
。」
(『宝
慶
記
』)

と
表
現
し
て
い
る
の
も
、
参
禅
と
い
う
仏
道
自
体
が
、
身
心
脱
落
と
い

う
証
悟
と

二
つ
に
な

っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
表
わ
し
て
い

る
。
道
元
に
お
け
る
証
悟
と
は
、
法
が
身
心
全
体
に
透
徹
す
る
こ
と
を

意
味
し
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
自
己
の
身
心
全
体

(
5
)

を
放
下
し
て
、
仏
法
の
大
海
に
入
る
べ
き
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

か
く
し
て
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
原
始
仏
教
以
来
、
大
乗
仏
教

に
い

た
る
ま
で
、
二
貫
し
て
身
心

二
如

の
思
想
を
保
ち
つ
づ
け
た
。
身
体
が
、

そ
の
形
態

(
r
u
p
a
)

の
側
面
か
ら
は
、
不
浄
な
る
器
で
あ
る
と
否
定
的
に

捉
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
心
と
身
の
全
人
格
的
な
側
面
か
ら
見
る
と
き
に

(
6
)

は
、

こ
の
身
体
(k
a
y
a
)
は
、
解
脱
そ
の
も
の
に
触
れ
て
お
り
、
仏
道
修

習
を
通
じ
て
、
身
心
を
含
む
主
体

の
全
人
格
が
、

そ
の
閉
鎖
的
な
自
己

執
着
を
破

つ
て
、
法
の
浸
透
し
た
身
心
へ
と
転
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
と
把
捉

さ
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、

こ
の
身
心

一
如
の
思

想
は
、
仏
教
的
思
惟

の
根
底
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
心
の
精
神
作

用
を
身
体
と
切
り
離
し
て
み
る
考
え
方
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
稀
薄
で

あ

つ
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
に
お
い
て
、
論
理
的
思
弁
を
否
定
す
る
仏

道
が
重
視
さ
れ
た
の
は
、
め
ざ
す
べ
き
解
説
が
身
心
の
全
人
格
性
に
か

か
わ

つ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

二
 

親
鷺

に
お
け

る
身

心
の
把
捉

そ
れ
で
は
親
鷲
に
お
い
て
は
、
こ
の
仏
教

の
身
心

一
如
の
思
想
は
ど

の
よ
う
に
承
け

つ
が
れ
、
把
捉
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に

言
う
な
ら
ば
、
親
鶯
は
、
身
心

一
如
の
伝
統
を
継
承
し
た
側
面
を
も
ち

な
が
ら
も
、
さ
ら
に
そ
の
肉
体
の
も
つ
虚
妄
性
に
つ
い
て
徹
底
的
に
見

つ
め
つ
づ
け
た
独
自
な
側
面
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
肉
体
性
の

問
題
に
つ
い
て
特

に
考
え
て
み
た
い
。

親
鶯
は
信
心
に
つ
い
て
、

「本
願
こ
こ
ろ
に
か
け
し
め
て

つ
ね
に
弥
陀
を

称
す

べ
し
」
(『高
僧
和

讃
』
真
宗
聖
教
全
書
二
の
五
〇
一
頁
下
)

「信
心
は
如
来
の
御
ち
か
ひ
を
き
き
て
、
う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
の
な
き
な
り
」

(『
一
念
多
念
文
意
』
真
聖
全
二
の
六
〇
五
頁
)

な
ど
と
明
か
し
て
い
る
よ
う
に
、
信
心
は
如
来

の
本
願
を
心
に
領
受
し

て
、
疑
い
の
晴
れ
た
心
的
境
位
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
本
願
は
疑
蓋
無

雑
の
信
心
、
心
を
通
し
て
領
納
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
親

鷺
も
、
心
を
通
し
て
領
受
し
た
仏
の
光
明
が
、
身
に
も
届

い
て
い
る
と
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述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
親
驚
に
み
ら
れ
る
身
心

一
如
の
思
想
は
、
す
で
に
浄
土

教
思
想

に
も
所
々
に
見
ら
れ
、
そ
れ
を
親
鷺
が
承
け
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
先
ず
、

仏
の
大
悲
、
本
願
に
か
か
わ
る
身
心
に
つ
い
て
は
、
無

量
寿
経
』
第
三
十
三
願
に
、

「諸
仏
世
界
の
衆
生
の
類
、
我
が
光
明
を
蒙
て
、
そ
の
身
に
燭
る
る
者
の
、

(7
)

身
心
柔
軟
に
し
て
人
天
に
超
過
せ
し
む
。」
(『信
巻
』
真
仏
弟
子
釈
引
用
)

と
説
か
れ
、
『如
来
会
』
巻
上
に
、

「彼
の
光
明
、
(清
浄
広
大
に
し
て
、
普
く
衆
生
を
し
て
身
心
悦
楽
せ
し
む
。」

(『真
仏
土
巻
』
引
用

真
聖
全
二
の
一
二
一
頁
)

と
説
か
れ
、
憬
興
の

『
述
文
賛
』
に
も
、

「皆
是
光
燭
を
蒙
る
者
は
、
身
心
柔
軟
の
願
の
致
す
所
な
り
。」
(『真
仏
土

巻
』
引
用

真
聖
全
二
の
一
四
〇
頁
)

と
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

つ
て

『
無
量
寿
経
』
で
は
、
阿
弥
陀
仏

の
光
明

に
触
れ
る
こ
と
が
、
身
心
全
体
を
和
ら
げ
柔
軟
に
し
て
、
悦
楽

さ
せ
る
と
説

い
て
い
る
。
ま
た
善
導
は

『
観
経
四
帖
疏
』
散
善
義
に
、

「此
の
人
既
に
此
に
遣
は
し
彼
に
喚
ば
ふ
を
聞
き
て
、
即
ち
自
ら
正
し
く
身

(8
)

心
に
当
て
て
決
定
し
て
道
を
尋
ね
て
直
ち
に
進
ん
で
…
」
(『信
巻
』
引
用
)

と
述
べ
、
主
体
者
の
仏
道
の
方
向
が
決
定
し
、
信
心
が
決
定
す
る
こ
と

を
、
身
と
心
に
決
定
す
る
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
親
鶯
自
身
も
ま

た
、
信
心

の
悦
楽
を
、
身
心
全
体
の
悦
楽
と
し
て
告
白

し

て

い

る
。

『
一
念
多
念
文
意
』
に
、

「歓
喜

と
い
ふ
は
、
歓

は
み
に
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
、
喜

は
こ

こ
ろ
に
ょ

ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
。
」

(真

聖
全

二
の
六
〇

五
頁
)

と

語

り
、

『
信

巻

』

に

(9
)

「歓
喜
と
い
ふ
は
、
身
心
の
悦
豫
を
形
す
兄
な
り
。」

と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
身
心
全
体
の
歓
喜
を
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
親
驚

に
は
、
信
心
に
お
い
て
仏
の
大
悲
、

功
徳
が
、
主
体
の
全
人

格
性
に
触
れ
て
い
る
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
『
尊
号
真
像

銘

文
』

に
、

「本
願
力
を
信
楽
す
る
人
は
、
す
み
や
か
に
と
く
功
徳
の
大
宝
海
を
信
ず
る

人
の
そ
の
み
に
満
足
せ
し
む
る
な
り
」
(真
聖
全
二
の
五
八
六
頁
)

と
記
さ
れ
、
『高
僧
和
讃
』

に
も

「五
濁
悪
世
の
衆
生
の

選
択
本
願
を
信
ず
れ
ば

不
可
称
不
可
説
不
可
思

議
の

功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り
」
(真
聖
全
二
の
五
一
五
頁
)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合

の

「
身
」
は
、
形
態
的
な
身
体

の
意
味

に
と
る
よ
り
も
、
心
の
精
神
作
用
を
含
め
た
も

の
(k
a
y
a
)
で
あ
り
、
む

し
ろ
人
格
的
存
在
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鶯
に
も
身
心

一
如

の
思
想
が
み
ら
れ
、
そ

れ
は
、
主
体
の
身
心
を
含
む
全
人
格
的
身
体
が
、
仏
の
光
明
に
触
れ
包

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
親
鶯
は
、

一
方
で
、
仏
の
真
実
に
出
遇
え
ば
出
遇
う

ほ
ど
、
人
間
存
在
全
体
が
煩
悩
に
お
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
深
く
自
覚

し
て
い
る
。
虚
妄
に
し
て
苦
悩
す
る
身
心
の
把
捉
で
あ
る
。
そ

の
こ
と

親
鶯
に
お
け
る
身
心
の
把
捉
 (鍋

島
)
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親
鷲
に
お
け
る
身
心
の
把
捉
 (鍋

島
)

は

『浬
薬
経
』
の
中
で
、
阿
閣
世
の
苦
悩
を
心
身

の
両
面
か
ら
捉
え
て

い
る
と
こ
ろ
に
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
、
親
鷲
自
ら
も

『
唯
信
砂
文
意
』

に
、

 む 

「
煩
は
身
を
わ
づ
ら

は
す
と

い
ふ
、
悩
は

こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と

い
ふ
」

と

述

べ
、

『
一
念

多
念

文

意

』

に

「
凡
夫
と

い
ふ
は
、
無
明
煩
悩

わ
れ
ら
が

み
に
み
ち
み
ち

て
、
欲

も

お

ほ

く
、

い
か
り

は
ら
だ
ち
、

そ
ね
み
ね
た
む

こ
こ
ろ
お
ほ
く

ひ
ま
な
く
し
て
、

臨
終

の

一
念

に
い
た
る
ま
で
、

と
ど
ま
ら
ず
き
え
ず
、

た
え
ず
と
、

水
火

二

(
1
1
)

河
の
た
と
え
に
あ
ら
は
れ
た
り
。」

と
記
し
て
、

一
生
涯
消
え
る
こ
と
の
な
い
煩
悩
が
、
身
心
に
宿

つ
て
い

る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
か
く
し
て
親
鷺
は
、
そ

の
身
心
全
体
が
、

仏
の
大
悲

に
触
れ
て
柔
軟

に
な
り
歓
喜
し
て
い
る
と
捉
え
な
が
ら
、
同

時
に
そ
の
身
心
全
体
は
、
仏

の
真
実
と

の
出
遇
い
を
通
し
て
、
い
よ
い

よ
虚
妄
に
満
ち
、
生
涯
、
無
明
性
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
内

省

し

て

い

る
。
即
ち
、
こ
の
主
体
の
身
心
全
体
が
、
全
分
に
仏
の
光
明
に
触
れ
つ

つ
、
ま
た
な
お
全
分
に
煩
悩

の
愚
痴
性
を
抱
え

つ
づ
け
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
明
性
を
宿
し
た
身
心
の
救
済
の
構
造
に
つ
い
て

は
、
『唯
信
砂
文
意
』
に
、

「ひ
と
す
ぢ
に
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本

願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
浬

禦
に
い
た
る
な
り
」
(真
聖
全
二
の
六
四
六
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
身
心
全
体
が
煩
悩

に
満
ち
虚
妾
で
あ
る

と
い
う
自
覚

の
ま
ま
に
、
真
実

の
浬
葉
に
い
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が

つ
て
、
人
間
と
仏
、
虚
妄
と
真
実
と
は
全
く
相
反
し
な
が
ら
、
.

そ
の
身
心
の
虚
妄
性
の
只
中

に
真
実
は
現
成
し
、
無
明
な
る
身
心
が
真

実

へ
と
転
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
親
鷺

に
は
、
肉
体
に
対
し
て
心
の
優
位
性
を
語

つ
て
い
る

文
章
が
、
晩
年
の
著
作

に
見
ら
れ
る
の
で
、
そ

の
点
に
注
目
し
て
み
た

い
。
即
ち
、
親
鷲
は
従
来

の
身
心

一
如

の
理
解

と
は
異
な

つ
て
、
身
と

心
を
分
け
て
捉
え
る
独
自
な
側
面
を
も

つ
て
い
る
。
『末

灯

砂
』
第
三

通
性
信
宛
に
、

「浄
土
の
真
実
信
心
の
人
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な

れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
に
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
に
ひ
と
し
と
ま
ふ
す

(
1
2
)

こ
と
も
あ
る
べ
し
」

と
書
か
れ
た
文
面
か
ら
は
、
身
体
は
不
浄
造
悪

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
心

は
如
来
と
ひ
と
し
き
も

の
を
も

つ
て
い
る
と
い
う
、
身
と
心
を
分
け
た

一
面
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
そ

の
同
じ
消
息
に
は
、

「光
明
寺
の
和
尚
の

『般
舟
讃
』
に
は
、
信
心
の
人
は
そ
の
心
す
で
に
つ
ね

に
浄
土
に
居
す
と
釈
し
た
ま
へ
り
。
居
す
と
い
ふ
は
、
浄
土
に
信
心
の
人
の

(
1
2
)

心
つ
ね
に
ゐ
た
り
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
後
世
こ
の
意
趣
を
受
け
と

つ
て
作
ら
れ
た

『帖
外

和
讃
』
に
は
、

「有
漏
の
稼
身
は
か
は
ら
ね
ど

心
は
浄
土
に
あ
そ
ぶ
な
り
」

と
詩
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
は
、
た
と
え
心
が
真
実
に
触
れ
、
す
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で
に
浄
土

に
住
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
、
そ
の
心
の
自
在

に
は
な
ら
な
い
肉
体
の
問
題
が
表
面
化
し
て
い
る
。
こ
こ
に
仏
教

の
身

心

一
如
の
思
想
に
は
な
い
、
親
鷲
独
自
の
も

の
が
あ
る
。
即
ち
、
親
鷲

は
身
心

一
如
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
な
お
そ
の
身
体
の
想
像
を
超
え

た
煩
悩
性
を
深
く
顧
み
て
、
身
心
二
元
論
的
な
思
惟
の
立
場
に
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
肉
体
性
の
問
題
は
、
存
在
の
深
い
根
源
に
根
ざ

し
て
お
り
、
人
間
存
在
自
体
の
底
知
れ
る
煩
悩
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
。
特
に
親
鶯

の
仏
道
は
、
出
家
者

の
仏
道
で
は
な
く
、
在
家
者
の
仏

道
で
あ

つ
た
と
こ
ろ
に
、
肉
体
の
虚
仮
性
を
無
視
で
き
な
い
現
実
が
存

在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
こ
の
肉
体
性
こ
そ
が
、
信
心
に
お
い
て
最
後
ま
で
残
り

続
け
た
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
の
心
を
、
そ
し
て
主
体

の
信
心
を
つ

ね
に
裏
切

る
可
能
性
を
内
に
宿
し
て
い
た
。
親
鷺
が
生
涯
、
こ
の
世
で

証
悟
、
成
仏
を
語
り
得
な
か
つ
た
理
由
は
、
こ
の
肉
体
の
予
想
を
超
え

(
1
3
)

た
虚
妄
性
、
業
異
熟
性

(k
a
m
m
a
-
v
i
p
a
k
a
)

の
問
題
に
基
因
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
親
鶯
に
お
い
て
は
、
如
来
の
法
が
、
主
体

の
身
心
全

体
に
触
れ

て
透
徹
し
つ
つ
あ
る
と
い
い
つ
つ
も
、
な
お
肉
体
が
あ
る
か

ぎ
り
、
主
体
の
身
体
の
源
底
に
う
ご
め
て
い
る
肉
体
性
を
看
過
で
き
な

か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
仏
の
真
実
が
主
体
に
透
徹
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

そ
の
真
実

の
法

の
中
で
、
な
お
肉
体
の
中
に
熟
し
つ
づ
け
て
い
る
虚
妄

性
、
業
異
熟
性
に
触
れ
、
そ
の
肉
体
性
の
不
可
知
さ
に
こ
だ
わ
り
つ
づ

け
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
肉
体
性

へ
の
内
省

を

通

じ

て
、
自
己
か
ら
仏

へ
の
可
能
性
に
絶
望
し
、
逆

に
仏
か
ら
自
己

へ
の
働

き
か
け
を
領
受
す
る
と
い
う
他
力
思
想
が
深
め
ら
れ
て
い
つ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
肉
体
性
か
ら
生
じ
る
煩
悩
や
業
異
熟
性
に
気

づ
き
感
触
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
逆

に
そ
の
ま
ま
親
驚

に
お
け
る
信
心
の

深
淵
さ
と
も
な

つ
て
お
り
、
肉
体
の
罪
業
性
に
つ
い
て
徹
底
的
に
自
覚

す
る
時
に
、
そ
の
ま
ま
仏
の
真
実

へ
と
転
依
さ
れ
て
ゆ
く
思
想
を
そ
こ

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し

て
も
、
原
始
仏
教
か
ら

親
鷲
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
仏
道
成
立
を
め
ぐ

つ
て
、
肉
体
を
含
め
た

全
人
格
的
身
体
が
大
き
な
問
題
で
あ

つ
た
わ
け

で
あ
る
。
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