
6061

第五章　解放された心

「
色し
き

受じ
ゅ

想そ
う

行ぎ
ゅ

識し
き

と
い
う
五ご

蘊お
ん

（
五
つ
の
要
素
）
で
で
き
上
が
っ
て
い
る
こ
の
世
界
は
、
す

べ
て
空
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
、「
色し
き

不ふ

異い

空く
う

、
空く
う

不ふ

異い

色し
き

、
色し
き

即そ
く

是ぜ

空く
う

、
空く
う

即そ
く

是ぜ

色し
き

」（
色
は
空
と
同
じ
、
空
は
色
と
同
じ
、
色
が
そ
の
ま
ま
空
で
あ
り
、
空
が
そ

の
ま
ま
色
で
あ
る
）
と
説
い
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
我
々
の
眼
に
見
え
る
物
（
色
）
は
、
す
べ
て
空
で
あ
り
、
そ
の
空
が
わ
れ
わ

れ
の
前
に
見
え
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、と
説
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
般
若
の
空く
う

観が
ん

を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
問
答
を
、も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
う	

自
分
の
心
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
対
象
を
造
り
上
げ
る
の
で

す
か
。

達
摩	

自
分
の
こ
の
身
体
も
、
も
と
も
と
か
ら
あ
る
物
で
は
な
く
て
、
自
分
の
心

が
分
別
し
て
、
あ
る
と
思
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

ま
た
、
す
べ
て
物
は
も
と
も
と
か
ら
無
い
の
だ
、
と
言
う
と
き
、
物
が
無

心
は
眼
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
物
で
は
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ

て
空く
う

で
も
な
い
。
心
は
心
と
物
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
超
え
る
が
、
そ
う

か
と
言
っ
て
、
虚
空
の
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。

大
乗
の
菩
薩
は
は
っ
き
り
と
、空
と
不
空
を
認
め
る
が
、小
乗
の
声
し
ょ
う

聞も
ん

（
修

行
者
）
は
空
を
認
め
る
ば
か
り
で
、
空
で
な
い
も
の
は
認
め
な
い
か
ら
困

る
わ
け
だ
。	

（
同
『
達
摩
の
語
録
』
一
八
六
頁
参
照
）

空く
う
は
、
無
で
は
な
い

こ
こ
で
達
摩
が
説
い
て
い
る
「
大
乗
仏
教
の
心
」
と
は
、
空
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま

た
空
で
も
な
い
と
い
う
の
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
心
こ
そ
大
乗
仏
教
の
説
く
大
切
な
空

の
心
で
あ
っ
て
、
空
と
言
っ
て
も
何
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
無
」
で

は
な
い
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
『
般
若
心
経
』
に
、「
五ご

蘊お
ん

皆か
い

空く
う

」、
す
な
わ
ち
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以
下
の
問
答
は
、
そ
の
『
伝
心
法
要
』
か
ら
の
抜
粋
で
す
。
わ
か
り
や
す
く
意
訳
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

黄
檗
和
尚
は
裴は
い

休き
ゅ
う（

七
九
七
～
八
七
〇
。
黄
檗
和
尚
に
参
禅
し
、
寺
を
建
て
て
禅
宗
を

外
護
し
た
唐
時
代
の
官
僚
）
に
向
か
っ
て
言
わ
れ
た
。

あ
ら
ゆ
る
仏
と
一
切
の
衆
生
（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
す
べ
て
）
は
、
た
だ
こ
の

同
じ
一
心
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
だ
。
こ

の
心
は
永
遠
の
昔
か
ら
こ
の
か
た
、
生
滅
せ
ず
、
青
色
で
も
黄
色
で
も
な
く
、
形

や
姿
も
な
く
、
有
無
を
超
え
、
長
短
や
大
小
を
超
え
、
あ
ら
ゆ
る
計
量
や
相
対
価

値
を
超
え
て
、「
只
だ
有
る
の
み
」。
だ
か
ら
少
し
で
も
こ
れ
は
何
か
、
と
疑
い
を

持
て
ば
、
た
だ
ち
に
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
の
だ
。
心
は
ち
ょ
う
ど
宇
宙
が
無
限

で
、
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。

こ
の
一
心
こ
そ
が
仏
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
も
と
も
と
、
仏
も
衆
生
も
あ
り
は

い
の
は
も
と
も
と
か
ら
無
い
の
で
は
な
く
、
自
分
の
心
が
分
別
し
て
無
い

と
思
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
一
切
の
存
在
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く

同
様
で
、
す
べ
て
自
分
の
心
が
分
別
し
て
、
有
る
と
か
無
い
と
か
言
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。	

（
同
『
達
摩
の
語
録
』
一
九
七
頁
参
照
）

一
心
と
は

達
摩
大
師
か
ら
数
え
て
十
代
目
の
祖
師
に
、
黄お
う

檗ば
く

希き

運う
ん

と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
黄

檗
禅
師
は
、
臨り
ん

済ざ
い

義ぎ

玄げ
ん

が
師
と
仰
い
だ
人
で
、
五ご

祖そ

弘ぐ

忍に
ん

（
六
〇
一
～
六
七
四
）
の
下
で

北
宗
禅
と
南
宗
禅
と
の
二
つ
に
分
か
れ
た
法
系
の
う
ち
、
南
宗
禅
の
法
を
伝
え
た
祖
師

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
黄
檗
の
語
録
に
、『
伝で
ん

心し
ん

法ほ
う

要よ
う

』
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
語
録
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
語
録
は
文
字
通
り
、
如
何
に
し
て
禅
の
心
を
伝
え
る
べ
き
か
を
説
い
た
も
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
も
ぜ
ひ
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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世
界
も
自
己
も
忘
れ
去
っ
て
し
ま
え
ば
、そ
こ
に
真
の
法
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
、

世
界
を
忘
れ
る
こ
と
は
易
し
い
が
、心
を
空く
う

に
す
る
こ
と
も
な
か
な
か
難
し
い
ぞ
。

な
ぜ
な
ら
凡
夫
は
、心
を
忘
れ
た
ら
虚
無
に
落
ち
入
る
の
で
は
な
い
か
、と
思
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
。
無
心
に
さ
え
な
れ
ば
、
世
界

に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
に
返
る
だ
け
な
の
に
。

こ
の
心
の
本
質
は
虚
空
と
同
じ
で
、
生
滅
す
る
も
の
で
も
な
く
、
有
で
も
無
で

も
な
く
、
浄
と
穢
を
超
え
、
喧
と
寂
を
超
え
、
形
も
な
く
、
内
と
外
も
な
く
、
数

量
も
な
く
、
形
も
音
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
求
め
る
こ
と

さ
え
で
き
な
い
し
、
智
慧
を
以
て
識
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
言
葉
で
説
明

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
う
な
る
と
諸
仏
や
諸
菩
薩
、衆
生（
生
き
物
）は
、す
べ
て
本
性
が
同
じ
な
の
だ
。

精
は
心
で
あ
り
、
心
は
仏
で
あ
り
、
仏
は
法
で
あ
る
。
少
し
で
も
こ
の
真
実
か

ら
離
れ
る
と
、
す
べ
て
は
妄
想
と
な
っ
て
し
ま
う
。
心
を
以
て
心
を
求
め
た
り
、

し
な
い
の
だ
。
た
だ
迷
え
る
衆
生
は
、
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ

て
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
、
却
っ
て
見
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
有
り
も
し
な
い
仏

や
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
か
ら
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
手
に
入
ら
な
い
の

は
当
た
り
前
だ
。

一
度
そ
ん
な
考
え
を
捨
て
て
さ
え
し
ま
え
ば
、
仏
は
み
ず
か
ら
お
出
ま
し
に
な

る
、と
い
う
も
の
だ
。そ
う
な
れ
ば
、こ
の
つ
ま
ら
ぬ
自
分
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
り
、

仏
と
は
こ
の
迷
い
の
衆
生
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

	

（
筑
摩
・
禅
の
語
録
8
『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
六
頁
参
照
）

心
を
空く
う
ぜ
よ

黄
檗
は
、
さ
ら
に
続
け
て
言
わ
れ
る
。

凡
夫
は
周
り
の
世
界
に
引
き
回
さ
れ
る
が
、道ど

う

人に
ん

（
禅
の
修
行
者
）
は
心
に
従
う
。
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更
に
黄
檗
は
、
次
の
よ
う
に
も
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

十
方
の
仏
を
供
養
す
る
よ
り
は
、
一
人
の
無
心
の
道
人
を
供
養
す
る
べ
き
だ
。

ど
う
し
て
か
と
い
え
ば
、
無
心
に
は
一
切
の
あ
れ
こ
れ
を
区
別
す
る
心
（
分ふ
ん
別べ
つ
心し
ん
）

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
心
は
内
面
で
は
、
木
や
石
の
よ
う
に
揺
れ
た

り
動
い
た
り
し
な
い
し
、
外
的
に
は
大
空
の
よ
う
に
何
か
に
塞
が
れ
た
り
、
妨
げ

ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
能
動
的
に
何
か
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
何
か
さ
れ
る
と
い
う
よ

う
な
受
動
的
な
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
心
に
は
、
は
た
ら
く
方
向
も
姿
も
な
い
。

ま
た
、
何
か
を
得
る
と
か
失
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

残
念
な
が
ら
道
を
目
指
す
人
に
は
、
こ
の
よ
う
な
無
心
に
踏
み
込
む
勇
気
が
な

い
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
な
虚
無
に
落
ち
込
ん
で
、
自
分
を
見
失
っ
て
は
大
変
だ
と

恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
崖
に
臨
ん
で
は
引
き
下
が
っ
て
し
ま
い
、
た

仏
を
以
て
仏
を
求
め
た
り
、
法
を
以
て
法
を
求
め
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
ぞ
。
修

行
者
は
た
だ
無
心
に
黙
っ
て
肯
く
（
黙
契
す
る
）
だ
け
だ
。

	

（
同
『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
三
〇
頁
参
照
）

達
摩
の
一
心

別
の
と
こ
ろ
で
黄
檗
は
裴
休
に
向
か
っ
て
、
次
の
よ
う
に
も
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

達
摩
大
師
が
中
国
に
渡
っ
て
こ
ら
れ
て
、
唯
だ
こ
の
一
心
の
み
を
説
き
、
唯
だ

こ
の
一
法
を
伝
え
ら
れ
た
の
だ
。（
中
略
）
法
は
説
く
こ
と
の
で
き
な
い
法
（
不
可

説
の
法
）
で
あ
り
、
仏
は
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
仏
（
不
可
取
の
仏
）
で
あ
る
。

こ
れ
が
本ほ
ん

源げ
ん

清し
ょ
う

浄じ
ょ
う

心し
ん

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

	

（
同
『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
三
八
頁
参
照
）
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か
ら
、
そ
の
も
の
に
自
我
や
主
体
は
な
い
の
だ
。
要
す
る
に
存
在
す
る
も
の
は
、

す
べ
て
こ
の
よ
う
な
要
素
の
集
合
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
は
空く
う

な
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
た
だ
「
本
心
」
だ
け
は
、
無
限
に
清
し
ょ
う

浄じ
ょ
うな

の
だ
。	

	

（
同
『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
二
五
頁
）

黄
檗
が
『
伝
心
法
要
』
に
お
い
て
、
言
葉
を
尽
く
し
て
説
か
れ
て
い
る
「
心
」
は
、

お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
読
者
の
皆
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
に
祖
師
た

ち
が
親
切
に
説
か
れ
る
語
録
を
読
め
ば
、
禅
僧
が
求
め
る
心
と
い
う
も
の
の
内
容
が
ど

う
い
う
も
の
か
見
当
が
付
か
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
私
は
、「
仏
心
宗
」
を
自
負
す
る
禅
宗
の
祖
師
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
真
実
の
心
（
無
心
の
心
）
と
い
う
も
の
を
伝
え
て
こ
ら
れ
た
か
を
、
ご
く
初
期
の
禅

録
か
ら
引
用
し
て
み
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
く
ら
そ
の
こ
と
が
頭
で
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
自
分
で
そ
う
い

だ
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
い
う
心
を
知
り
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
無
心
と
い
う
こ
と
を
頭
で
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
手
に
す
る
者
は
、

滅
多
に
い
な
い
の
だ
。	

（
同
『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
一
二
頁
参
照
）

身
も
心
も
実
体
で
は
な
い

ま
た
、
無
心
と
い
う
こ
と
を
「
本
心
」
と
言
い
換
え
て
、
次
の
よ
う
に
も
説
い
て
お

ら
れ
ま
す
。

修
行
者
よ
、疑
っ
て
は
な
ら
な
い
ぞ
。
身
体
と
い
う
も
の
は
地ち

水す
い

火か

風ふ
う

と
い
う
、

四
つ
の
要
素
（
四し

大だ
い
）
が
集
ま
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
身
体
に
は
、
自じ

我が

と
か
、
主
体
と
い
う
も
の
の
あ
る
わ
け
は
な
い
。

心
と
い
う
も
の
を
見
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
心
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
五ご

蘊う
ん

（
物

質･

感
覚･

心
に
浮
か
ぶ
像･

心
の
ハ
タ
ラ
キ･

知
る
ハ
タ
ラ
キ
の
五
つ
）
の
集
ま
り
だ
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第
六
章
　
天
地
を
超
え
る
心

栄
西
の
禅

日
本
臨
済
宗
の
初
祖
は
、
京
都
建
仁
寺
の
開
山
、
栄よ
う

西さ
い

禅
師
（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）

で
す
ね
。
こ
の
人
は
八
宗
兼
学
の
道
場
と
言
わ
れ
た
比
叡
山
に
登
っ
て
、
仏
教
の
学
問

を
修
め
た
後
、
二
回
に
亘
っ
て
中
国
に
留
学
さ
れ
ま
し
た
。
二
回
目
に
は
、
イ
ン
ド
に

渡
ろ
う
と
し
て
果
た
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
五
年
間
も
滞
在
し
て
中
国
の
仏
教
を
学
び
、
最

後
に
天
台
山
の
虚き

庵あ
ん

懐え

敞し
ょ
う（

生
没
年
不
詳
）
と
い
う
禅
僧
の
下
で
坐
禅
修
行
し
、
臨
済

宗
黄お
う

龍り
ょ
う

派は

の
禅
を
伝
授
さ
れ
て
帰
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。

う
大
切
な
禅
心
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
る
か
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で

す
。
幾
ら
頭
で
理
解
で
き
て
も
、そ
う
い
う
心
を
実
際
に
自
分
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
、

意
味
の
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
禅
宗
が
「
体
験
を
重
ん
じ
る
」
理
由
が
あ
る

わ
け
で
す
。


