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生
死
の
問
題
は
、
生
を
受
け
た
者
に
と

っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
分
が
死
ぬ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
分
、

一

層
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
仏
教
で
も
、
釈
尊
が
老

・
病

・
死
の
問
題
を
ま
の
あ
た
り
に
見
て
、
出
家
し
た
こ
と
で
知
ら

れ

て
い
る
。
以
来
、
生
死
の
問
題
は
常
に
中
心
課
題
で
あ
る
。
道
元
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
『正
法
眼
蔵
』

「生
死
」
巻

.
「全
機
」

巻
等
で
、
生
死
の
問
題
を
輪
廻
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
著
作
で
も
、
間
接
的

に
生
死
輪
廻
の
問
題

(
1
)

に
触
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
道
元
が
輪
廻
転
生
を

い
か
に
捉
え
て
い
た
か
、
別
輯

『正
法
眼
蔵
』
「仏
道
」
巻

(以
下
、
「道
心
」
巻
)
を

中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
に
入
る
前
に

一
つ
断

っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
『正
法
眼
蔵
』
の
編
纂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
近
年
、
特

に
七
五
巻
本

と

一
二
巻
本
に
お
け
る
思
想
の
等
質
性
と
異
質
性

の
問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
思
想
的
変
化
の

有
無
が
論
点
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
本
論
文
で
は
、
こ
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、
『正
法
眼
蔵
』
各
巻

の
教
義
内
容
を
取
り
扱
う
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こ
と

と

す

る
。

そ

れ

で

は

、
道

元

は
輪

廻

転

生

な

ら

び

に
中

有

、

死

後

の
世

界

等

の
問

題

を

ど
う

理

解

し

て

い
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

「道

心

」
巻

を

中

心

に
、

他

の
諸

巻

等

を

参

照

し

な

が

ら
考

察

し

て

み

る

こ

と

に
す

る
。

冗

長

な

引

用

と

な

る

が

以

下

に

「
道

心

」

巻

全

文

を

取

り

上

げ

て

み

る
。仏

道

を

も

と

む

る

に
は

、

ま

つ
道

心

を

さ

き

と

す

べ

し

。
道

心

の
あ

り

や
う

、

し

れ

る

人

、

ま

れ

な

り

。
あ

き

ら

か

に
し

れ

ら

ん

人

に
、

問

う

べ
し

。

よ

の
人

は

、
道

心

あ

り

と

い

へ
ど
も

、

ま

こ
と

に

は
、

道

心

な

き

人

あ

り

。

ま

こ

と

に
道

心

あ

り

て
、

人

に
し

ら

れ
ざ

る
人

あ

り

。

か

く

の
ご

と

く

、

あ

り

・
な

し
、

し

る

が
た

し

。

お

ほ

か

た

、

お

ろ
か

に

、
あ

し
き

人

の

こ
と

ば

を

信

ぜ

ず

、

き

か
ざ

る
な

り

。

ま

た

、

わ

が

こ

こ

ろ

を

、

さ

き

と

せ
ざ

れ
、

仏

の
と

か

せ

た

ま

ひ

た

る

の
り

を

、

さ
き

と

す

べ

し
。

よ

く

よ

く

道

心

あ

る

べ
き

や
う

を

、

よ

る

・
ひ

る

つ
ね

に

こ

こ

ろ

に

か

け

て
、

こ

の
世

に

い
か

で
か

ま

こ

と

の
菩

提

あ

ら

ま

し
、

と

、

ね

が

ひ

、

い

①

の

る

べ
し

。

世

の
す

え

に

は

、

ま

こ

と

あ

る
道

心

者

、

お

ほ
か

た

な

し

。

し

か

あ

れ

ど

も

、

し
ば

ら

く
心

を

無

常

に
か

け

て
、

世

の

②

は

か

な

く

、

人

の

い

の
ち

の
あ

や

ふ
き

こ
と

、

わ

す

れ
ざ

る

べ
し

。

わ

れ

は

、

世

の
は

か

な
き

こ

と
を

お
も

ふ
と

、

し

ら

ざ

る

べ
し

。

あ

ひ
か

ま

へ
て
、

法

を

お

も

く

し

て

、

わ

が
身

、
我

が

い
の
ち

を

か

ろ
く

す

べ
し

。
法

の
た

め

に

は
、

身

も

い
の
ち

も

、

を

し

ま

ざ

③

る

べ
し

。

つ
ぎ

に
は

、

ふ

か

く

仏

・
法

・
僧

三
宝

を

、

う

や
ま

ひ
た

て
ま

つ
る

べ
し

。

生

を

か

へ
、
身

を

か

へ
て
も

、

三

宝

を

供

養

④

し

、

う

や
ま

ひ

た

て
ま

つ
ら

ん

こ

と
を

、

ね

が

ふ

べ

し
。

ね

て
も

さ

め

て
も

、

三
宝

の
功

徳

を

、

お
も

ひ
た

て
ま

つ
る

べ
し

、

ね

て

も

さ
め

て
も

、

三

宝

を

、
⑤

中

有

と

云

ふ

こ

と

あ

り

。

と

な

へ
た

て

ま

つ
る

べ

し

。

た
と

ひ

こ

の
生

を

す

て

て
、

い
ま

だ
後

の
生

に
む

ま

れ

ざ

ら

ん
そ

の
あ

ひ

だ

、

そ

の

い
の
ち

七

日
な

る
、

そ

の
あ

ひ

だ

も

、

つ
ね

に

こ
え

も

や
ま

ず

、

三
宝

を

、

と

な

へ
た

て
ま

つ
ら

ん

と

、

お

も

ふ

べ
し

。

七

日

を

へ
ぬ

れ
ば

、

中

有

に

て
死

し

て
、

ま

た

中
有

の
身

を
う

け

て
、

七

日
あ

り

。

い
か

に
ひ

さ

し

と

い

へ
ど

⑥

も

、

七

ヶ
日

を

ば

す
ぎ

ず

。

こ

の
と

き

、

な

に
ご

と

を

見

、

き

く

も

、

さ

は

り

な
き

こ
と

、

天

眼

の
ご

と

し

。

か

か

ら

ん

と

き

、
心

を

は

げ

ま

し

て

三
宝

を

と

な

へ
た

て
ま

つ
り

、

南

無

帰
依

仏

、
南

無

帰

依

法

、
南

無

帰

依

僧

と

、

と

な

へ
た

て
ま

つ
ら

ん

こ

と

、

わ
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す

れ
ず

、

ひ
ま

な

く

、

と

な

へ
た

て
ま

つ
る

べ

し

。
す

で

に
中

有

を

す

ぎ

て
、

父
母
の
ほ
と
り
に
ち
か
づ
か
ん
と
き
も
、

⑦

へ
て
あ

ひ
か

ま

へ
て
、

正

知

あ

り

て
託

胎

せ

ん

。
処

胎

蔵

に
あ

り

て
も

、

三

宝

を

、

と

な

へ
た

て
ま

つ
る

べ
し

。

き

も

、

と

な

へ
た

て
ま

つ
ら

ん

こ

と

、

お

こ

た

ら
ざ

ら

ん

。

六
根

に

へ
て
、

三

宝

を

、

く

や
う

し

た

て
ま

つ
り

、

あ
ひ
か
ま

む
ま
れ
お
ち
ん
と

と
な

へ
た
て
ま
つ

り

、

帰

依

し
た

て
ま

つ
ら

ん

と

、

ふ

か

く

ね

が

ふ

べ
し

。
ま

た
、

こ

の
生

の
を

は

る
と

き

は

、

二

つ
の
眼

、

た

ち

ま

ち

に

く

ら

く

な

る

べ

し
。

そ

の
と

き

を

、

す

で

に
生

の
を

は

り

と

し

り

て

、

は
げ

み

て
、

南

無

帰

依

仏

、

と

と

な

へ
た

て
ま

つ
る

べ
し

。

こ

の
と

き

、

十
方

の
諸
仏
、
あ
は
れ
み
を
た
れ
さ
せ
た
ま
ふ
縁
あ
り
て
、
悪
趣
に
お
も
む
く
べ
き

つ
み
も
転
じ
て
、

⑧

天
上
に
む
ま
れ
、
仏
前

に
う

ま

れ

て
、

ほ
と

け

を

を

が

み
た

て
ま

つ
り

、

仏

の
と

か

せ

た

ま

ふ

の
り
を

、

き

く

な

り

。

眼

の
前

に
、

や

み

の
き

た

ら

ん

よ

り

の
ち

は

、

た

ゆ
ま

ず

は
げ

み

て
、

三

帰

依

、

ご

と

く

し

て
、

生

生

世

世

を

つ
く

し

て
、

と

な

へ
た

て
ま

つ
る

べ
し

。
仏

果
菩

提

に

い
た
ら

ん
ま

で
も

、

れ

、
諸

仏

菩

薩

の
、

お

こ
な

は
せ

た

ま

ふ

み
ち

な

り

。

こ

れ

を

、

深

く
法

り

を

さ

と

る
、

と

も

云

ふ

な

り

。
更

に
、

こ
と

お
も

ひ
を

ま

じ

へ
ざ

ら

ん

、

と

ね

が

ふ

べ
し

。

又

、

と

、

い
と

な

む

べ
し

。

つ
く

り

た

て
ま

つ
り

て
は

、

三

種

の
供

養

、

り

。

こ
れ

を

、

く

や
う

し

た

て
ま

つ
る

べ

し
。

又

、

こ

の
生

の
う

ち

に

、

も

、

し

た

て
ま

つ
り

て
、

た
も

ち

た

て
ま

つ
る

べ
し

。

つ
ね

に
は

、

食

・
衣

服

も

、

ま

い
ら

す

べ
し
。

つ
ね

に
、

い
た

だ

き

を

き

よ

く

し

て
、

て
、

坐

禅

す

べ
し

。
袈

裟

は

、
第

三
生

に
得

道

す

る
先

躍

あ

り

。

す

で

に
、

坐

禅

は

、

三

界

の
法

に
あ

ら
ず

、
仏

祖

の
法

な

り

。

(春
秋
社
版

『道
元
禅
師
全

集
』
二
巻

・
五
三
〇
～
五
三
三
頁
、

と

な

へ
た

て
ま

つ
る

こ

と

、
中

有

ま

で
も

、

後

生

ま

で
も

、

お

こ
た

る

べ
か

ら

ず

。

か

く

の

⑨

お

こ
た

ら

ざ

る

べ
し

。

こ

と

も

云

ふ
、

仏

道

の
、

身

に
そ

な

は

る
、

⑩

一
生

の
う

ち

に
、

仏

を

つ
く

り

た

て
ま

つ
ら

ん

し

た

て

ま

つ
る

べ

し

。

三
種

と

は
、

草

座

・
石

蜜

漿

・
…燃
燈

な

⑪

法

華

経

、

つ
く

り

た

て
ま

つ
る

べ

し
。

か
き

も

し
、

摺

写

い
た

だ

き

、
礼

拝

し

た

て
ま

つ
り

、

華

・
香

・
み
あ

か

し

・
飲

い
た

だ

き

ま

い
ら

す

べ

し

。
又

、

つ
ね

に
、

け

さ
を

か

け

三

世

の
諸

仏

の
衣

な

り

、
功

徳

、

は

か

る

べ
か

ら

ず

。

以

下
、
引
用

は
同
書
)
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輪

廻

観

「
生

を

か

え

、

身

を

か

え

て
も

(④
)
」
・
「
後

の
世

(⑤

)
」
・
「後

生

(⑨

)」
・
「
生

生

世

世

(⑨
)
」
・
「
中

有

(⑤
⑥
⑦
⑨
)
」

等

の
今

世

以

外

の
世

界

を

肯

定

す

る

よ
う

な
記

述

、

つ
ま

り

、

輪

廻

転

生

を

認

め

る

よ
う

な
説

示

は
ど

の
よ

う

に
理

解

し

た

ら

よ

い

の
で
あ

ろ
う

か

。

『正

法

眼

蔵

』

の
他

の
巻

か

ら
考

察

し

て

み

る

こ
と

に
す

る

。

し

ら

ず

、

い
く

め

ぐ

り

の
生

死

に
か

、

こ

の
智

を

も

ち

な

が

ら

、

い
た
づ

ら

な

る
塵

労

に
め

ぐ

る

。

(
「急
塵
」

一
巻

・
二
〇
九
頁
)

た

と

ひ

百

千

万
代

の

の
ち
も

、

こ

の
正

伝

を

正
伝

せ

ん

、

ま

さ

に
仏

法

な

る

べ
し

。

(
「伝
衣
」

一
巻

・
三

五
七
頁
)

…

…

為
法

捨

身

す

る

こ
と

、

い
く

千

万

廻

と

い

ふ
こ

と

し

ら
ず

。

為

身

求

法

す

る

こ
と

、

い
く

億

百
劫

と

い
ふ

こ
と

し
ら

ず

。

(
「自

証
三
昧
」

二
巻

・
一
九
六

ー

一
九
七
頁
)

他

の
た

め

に
法

を

と

き

、

法

を

修

す

る
は

、

生

生

の
と

こ

ろ

に
法

を

き

き

、

法

を

あ

き

ら

め

、
法

を

証
す

る
な

り

。

今

生

に
も

法

を

他

の
た

め

に

と
く

。

…

…
生

生

の
身

身

に
法

を

と
き

、
法

を

き

く

は

、

世

世

に
聞

法

す

る

な

り

。
前

来

わ

が
正

伝

せ

し
法

を

、

さ

ら

に
今

世

に
も

き

く

な

り

。

法

の
な

か

に
生

じ

、
法

の
な

か

に
滅

す

る
が

ゆ
え

に
、

尽

十

方

界

の
な

か

に
法

を

正

伝

し

つ
れ

ば

、

生

生

に

き

き

、
身

身

に
修

す

る
な

り

。

生

生

を
法

に

現
成

せ

し

め
、

身

身

を

法

な

ら

し

む

る

ゆ
え

に

、

一
塵

・
法

界

と

も

に
拮

来

し

て
、

法

を

証

せ

し
む

る
な

り

。

(
「自
証
三
昧
」
二
巻

・
一
九
九
頁
)

以

上

、

「
い
く

め

ぐ

り

の
生

死

」
・
「
百

千

万

代

の

の
ち

」
・
「
生

生
」

等

、

『
正

法

眼

蔵
』

中

い
た

る
箇

所

で
輪

廻

を

認

め

る
よ
う

な
表

現

が
見

ら

れ

る
。

だ

か

ら

と

い

っ
て
道

元

が
輪

廻

を

肯

定

し

て

い
た

と
簡

単

に

決

め

る

こ

と

は

で
き

な

い
。

そ
れ

で
は

な

ぜ
輪

廻

を
肯

定

す

る

よ
う

な

説

示

が

あ

る

の

で
あ

ろ
う

か

。

ま

ず

第

一
に
、

道

元

は

「
生

生

」

を

尽

し

て
参

学

す

べ
き

こ

と

を

示

す

。
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こ
の
道
取
の
意
旨
、
ひ
さ
し
く
生
生
を
つ
く
し
て
参
究
す
べ
し
。

(「仏
性
」

一
巻

.
三
八
頁
)

い
ま
正
伝
に
あ
ふ
、
百
千
恒
沙

の
身
命
を
す
て
て
も
、
正
法
を
参
学
す
べ
し
。

(「行
持

(下
)
」

一
巻

.
一
七
九
頁
)

参
師
勤
恪
す
る
は
、
た
だ
説
心
説
性
を
身
心
の
正
当
悠
塵
時
に
体
究
す
る
な
り
、
身
先
身
後
に
参
究
す
る
な
り
、
さ
ら
に
二
一二
の
こ

と
な
る
こ
と
な
し
。

(「説
心
説
性
」

一
巻

・
四
五
一
頁
)

い
ま
高
祖
道
の
無
情
説
法
什
塵
人
得
聞

の
道
理
、
よ
く

一
生
多
生
の
功
夫
を
審
細
に
す
べ
し
。

(「無
情
説
法
」
二
巻

.
七
頁
)

今
現
在
、
正
伝

の
仏
法

に
遭
遇
し
て
い
る
良
結
縁
を
歓
喜
し
、
「生
生
」
・
「多
生
」
・
「身
先
身
後
」
・
「百
千
恒
沙

の
身
命
」
を
尽
し
て

も
、
参
学
求
法
す
べ
き
こ
と
が
説
示
さ
れ
る
。

第
二
に

「生
生
」
、
「多
生
」
を
尽
し
て
聞
法
を
願
う
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。

ね
が
は
く
は
、
わ
れ
と

一
切
衆
生
と
、
今
生
よ
り
乃
至
生
生
を

つ
く
し
て
、
正
法
を
き
く
こ
と
あ
ら
ん
。

(「渓
声
山
色
」

一
巻

・
二
七
九
頁
)

世
尊
在
世
に

一
毫
も
た
が
は
ざ
ら
ん
と
す
る
、
な
ほ
百
千
万
分
の

一
分
に
お
よ
ば
ざ
る
こ
と
を
う
れ

へ
、
お
よ

べ
る
を
よ
ろ
こ
び
、

違
せ
ざ
ら
ん
と
ね
が
ふ
を
、
遺
弟

の
畜
念
と
せ
る
の
み
な
り
。
こ
れ
を
も
て
多
生
の
値
遇
奉
観
を
ち
ぎ
る
べ
し
、
こ
れ
を
も
て
多
生

の
見
仏
聞
法
を
ね
が
ふ
べ
し
。

(「仏
道
」

一
巻

・
四
八
七
頁
)

第
三
に

「生
生
」
を
尽
し
て
出
家
し
、
功
徳
を
積
み
得
道
す
べ
き
こ
と
が
説
示
さ
れ
る
。

出
家
の
生
生
を
か
さ
ね
て
、
積
功
累
徳
な
ら
ん
。

(「出
家
功
徳
」
二
巻

.
二
七
三
頁
)

第
四
に

「生
生
」
を
尽
し
て
袈
裟
を
供
養
し
、
遭
遇
す
る
こ
と
を
発
願
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。

た
と
ひ

一
日
に
無
量
恒
河
沙
の
身
命
を
捨
て
て
供
養
す
べ
し
、
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
を
も
発
願
す
べ
し
。(「伝

衣
」

一
巻

・
三
五
六
頁
)

た
と
ひ

一
日
に
無
量
恒
河
沙
の
身
命
を
す
て
て
も
、
供
養
し
た
て
ま

つ
る
べ
し
。
な
ほ
生
生
世
世
の
値
遇
頂
戴

、
供
養
恭
敬
を
発
願
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す
べ
し
。

(「袈
裟
功
徳
」
二
巻

・
三
〇
二
頁
)

第
五
に

「生
生
」
を
尽
し
て
三
宝
を
礼
拝
供
養
し
、
俄
悔
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。

伝
法
の
本
師
を
礼
拝
す
る
こ
と
は
、
時
節
を
え
ら
ば
ず
、
処
所
を
論
ぜ
ず
拝
す
る
な
り
。
…
…
あ
る
い
は
劫
波
を

へ
だ
て
て
礼
拝
す
、

あ
る
い
は
生
死
去
来
を
へ
だ
て
て
礼
拝
す
、
あ
る
い
は
菩
提
浬
桀
を
へ
だ
て
て
礼
拝
す
。

(「陀
羅
尼
」
二
巻

二
一西
頁
)

ま
た

「道
心
」
巻
で
も

「生
を
か

へ
、
身
を
か

へ

(④
)」
、
「中
有
ま
で
も
、
後
生
ま
で
も

(⑨
)」
、
「生
生
世
世

(⑨
)」
を
尽
し
て
三

宝
を
礼
拝
供
養
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
「生
生
世
世
」
を
尽
し

「南
無
帰
依
仏
、
南
無
帰
依
法
、
南
無
帰
依
僧
」
と
唱

(
2
)

え
戯
悔
す
べ
き
こ
と
が
説
示
さ
れ
る
。

第
六
に

「生
生
」
を
尽
し
て
坐
禅
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。

一
生
万
生
、
把
尾
収
頭
、
不
離
叢
林
、
昼
夜
砥
管
珈
跣
坐
し
て
余
務
あ
ら
ざ
る
、
三
昧
王
三
昧
な
り
。

(「三
昧
王
三
昧
」
二
巻

・
一
八

一
頁
)

百
千
万
劫
の
回
生
回
死
の
な
か
に
、
行
持
あ
る

一
日
は
、
髪
中

の
明
珠
な
り
、
同
生
同
死
の
古
鏡
な
り
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き

一
日
な
り
、

行
持
力
み
つ
か
ら
よ
ろ
こ
ば
る
る
な
り
。

(「行
持

(上
)」

一
巻

・
一
六
二
～
一
六
三
頁
)

周
知
の
よ
う
に
道
元
の
仏
法
は
、
坐
禅
を
正
し
く
修
す
る
こ
と
に
あ
る
。
よ

っ
て
、
コ

生
万
生
」
を
尽
し
て
坐
禅
を
修
す
べ
き
こ
と

が
説
か
れ
る
の
は
当
然
と

い
え
よ
う
。

以
上
、
道
元
は

「生
生
」
・
「多
生
」
・
「生
生
世
世
」
等

の
用
語
を
多
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
輪
廻
転
生
を
匂
わ
せ
る
用
語
を
駆
使
し
説

示
す
る
の
は
、
「生
生
」
を
尽
し
て

(
一
)
参
学
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
(二
)
聞
法
を
願
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
(三
)
出
家
し
、
功
徳

を
積
み
得
道
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
(四
)
袈
裟
を
供
養
し
、
遭
遇
す
る
こ
と
を
発
願
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
(五
)

三
宝
を
礼
拝
供
養
し
、

俄
悔
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
(六
)
坐
禅
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
を
強
調
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に

「生
生
」
を
尽
し
て

「為
法
求
法
」
す
る
志
が
あ
れ
ば
得
道
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
八
大
人
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覚
」
巻
で

「
い
ま
習
学
し
て
生
生
に
増
長
し
、
か
な
ら
ず
無
上
菩
提
に
い
た
り
…
…
」
(二
巻

・
四
五
七
頁
)
と
説
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も

理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「自
証
三
昧
」
巻
で
は

「仏
法
を
精
魂
と
し
て
弄
す
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
、
生
生
を
む
な
し
く
す
ご
さ
ざ
る
と

す
」
(二
巻

・
二
〇
〇
頁
)
と
述
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
道
元
は
何
事
も
仏
法
を
中
心
に
し
て
生
活
し
て
い
け
ば
、
「生
生
」
と

い
う
永

い
時

間

で
あ

っ
て
も
虚
し
く
過
ご
す
こ
と
は
な
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『正
法
眼
蔵
』
に
は
以
上
の
説
示
以
外
に
も
輪
廻
に
関
連
し
た
よ
り
具
体
的
な
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
三
界
六
道
に

関
す
る
語
句
等
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
道
元
が
、
三
界
六
道
世
界
を
い
か
に
捉
え
、
説
い
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

仏
祖
の
光
明
に
照
臨
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
こ
の
坐
禅
を
功
夫
参
究
す
る
な
り
。
お
ろ
か
な
る
と
も
が
ら
は
、
仏
光
明
を
あ
や
ま
り

て
、
日
月
の
光
明
の
ご
と
く
、
珠
火

の
光
耀
の
ご
と
く
あ
ら
ん
ず
る
、
と
お
も
ふ
。
日
月
の
光
耀
は
、
わ
つ
か
に
こ
れ
六
道
輪
廻
の

業
相
な
り
、
さ
ら
に
仏
光
明
に
比
す
べ
か
ら
ず
。

(「坐
禅
箴
」

一
巻

・
一
一
一
ー
二

二
頁
)

こ
の
説
示
か
ら
、
道
元
は
六
道
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
仏
教

の
目
的
は
六
道
輪
廻
か
ら

の
解
脱
、
浬
葉
に
あ

る
と
い
う
道
理
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
い
え
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
釈
尊
は
、
積
極
的
に
輪
廻
解
脱
を
目
的
と
し
て
説
示
す
る

(
3
)

の
に
対
し
、
道
元
は
、
果

(解
脱

・
浬
葉
)
を
期
待
し
て
の
修
行
を
戒
め
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
箇
所
は
、
仏
祖
の
光
明
に
照
ら

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
坐
禅
を
功
夫
参
究
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
愚
者
は
、
仏
祖

の
光
明
を
日
月
、
珠
、
火
の
よ
う
な

輝
き
に
間
違

っ
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
説
示
は
、
あ
く
ま
で
今

の
良
結
縁
を
認
識
さ
せ
、
無
駄
に
さ
せ
な
い
た
め

に
六
道
輪
廻
の
話
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
道
だ
け
で
な
く
、
三
界
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。

た
と
ひ
卑
賎
な
り
と
い
ふ
と
も
、
為
道

・
為
法
の
と
こ
ろ
に
を
し
ま
ず
す
つ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
上
天
よ
り
も
貴
な
る
べ
し
、
輪
王
よ

り
も
貴
な
る
べ
し
。
お
ほ
よ
そ
、
天
神
地
祇

二
二
界
衆
生
よ
り
も
貴
な
る
べ
し
。

(「行
持

(下
)
」

一
巻

・
一
七
六
頁
)

仏
法
と
は
縁
の
遠
か
っ
た
卑
賎
の
身
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
不
惜
身
命
し
、
道

の
為

・
法

の
為
に
求
法
す
れ
ば
、
「上
天

・
輪
王
」
、

「
天
神
地
祇

・
三
界
衆
生
」
よ
り
も
貴
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
道
元
は
、
三
界

・
六
道
等
の

一
般
的
な
輪
廻
思
想
を
、
便
宜
上
、
肯
定
す
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る
。
さ
ら
に
、
「礼
拝
得
髄
」
巻
で

「
天
女

・
神
女
も
、
い
ま
断
惑

の
類
に
あ
ら
ず
、
な
ほ
こ
れ
流
転
の
衆
生
な
り
」
(
一
巻

・
三
;

貢
)

と
天
上
界

の
者

の
話
を
し
、
そ
の
者
た
ち
も
煩
悩
を
断
滅
し
て
い
な
い
の
で
、
生
死
流
転
の
衆
生
で
あ
る
と
説
く
。

一
人
で
も
多
く
の
衆

生

に
正
伝

の
仏
法
を
参
学
さ
せ
る
た
め
に
輪
廻
思
想
を
巧
く
説
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
尊
が
、
古
来
イ
ン
ド
思
想
と
し
て
広
く
普
及

し

て
い
た
輪
廻
思
想
を
巧
く
自
分
の
教
え
の
中
に
取
り
入
れ
、
展
開
し
た
よ
う
に
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
後

で
考
察
す

る
が
、
道
元
は
今
現

在

の
行
持
修
行
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
輪
廻
転
生
を
教
化
手
段
と
し
て
説
き
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
三
界
六
道
輪
廻
の
世
界
に
満
足
し
て
い
る
限
り
、
仏
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
説
示
に
展
開
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

三
界
の
業
報
を
愛
惜
し
て
、
三
宝
の
尊
位
を
願
求
せ
ざ
ら
ん
と
も
が
ら
、
た
と
ひ
千
枚
の
死
皮
袋
を
拮
来
し
て
亡
僧

の
事
例
を
け
が

し
、
や
ぶ
る
と
も
、
さ
ら
に
こ
れ
、
を
か
し
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
、
功
徳
と
な
る
べ
か
ら
ず
。

(「大
修
行
」
二
巻

・
一
九
二
頁
)

生
死
輪
廻
す
る
三
界
の
因
果
業
報
に
満
足
し
、
愛
惜
し
て
、
仏
法
僧

の
三
宝
を
礼
拝
恭
敬
し
な
い
も
の
は
い
つ
ま

で
経

っ
て
も
仏
法
の

功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
界
六
道
を
否
定
的
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
悪
業

の
報

い
に
よ
る
三
界
六
道
世
界
の
中
に
あ

っ
て
も
、
発
心
求
法
さ
え
す
れ
ば
得
道
の
因
縁
に
な
る
こ
と
を
以

下
の
よ
う
に
示
す
の
で
あ
る
。

地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生

・
修
羅
等

の
な
か
に
し
て
も
発
菩
提
心
す
る
な
り
。

(「身
心
学
道
」
一
巻

・
四
八
頁
)

も
し
菩
提
心
を
お
こ
し
て
の
ち
、
六
趣
四
生
に
輪
転
す
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
輪
転

の
因
縁
、
み
な
菩
提
の
行
願
と
な
る
な
り
。

(「渓
声
山
色
」

一巻

・
二
七
九
頁
)

三
界
六
道
の
世
界
で
輪
廻
転
生
し
、
全
く
仏
道
に
対
し
て
関
心
を
持
た
ず
、
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
浬
葉
の
行
持
を
行
わ
な
い
な
ら
ば
、

永
遠
に
業
に
支
配
さ
れ
生
死
輪
廻
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
し
で
も
仏
道
を
学
ぼ
う
と
道
心

(菩
提
心
)
を
発
す

な
ら
ば

「
そ
の
輪
転
の
因
縁
、
み
な
菩
提
の
行
願
と
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「行
持

(上
)」
巻
に

「仏
祖
の
大
道
、
か
な
ら
ず
無
上
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の
行
持
あ
り
、
道
環
し
て
断
絶
せ
ず
、
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
浬
葉
、
し
ば
ら
く

の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
」
(
一
巻

・
一
四
五

頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
道
元

の
説
示
は
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
浬
葉
の
無
窮
な
る
行
持
道
環
で
あ
り
、
発
心

の
瞬
間
が
た
ち
ま
ち
浬
桑

の

現
成
に
な
る
と

い
う
理
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
三
界
六
道

の
世
界
に
迷

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
発
心
し
、
出
家
受
戒
し
、
仏
祖
の
大
道
を
参

学

し
、
「生
生
世
世
」
を
尽
す
覚
悟
で
三
宝
に
帰
依
す
る
志
が
あ
れ
ば
、

つ
ま
り
は
、
終
わ
る
こ
と
の
な

い
行
持
を
続
け
て
い
け
ば
、
浬

桀

の
境
地
は
す
で
に
現
成
し
て
い
る
と
以
下
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。

お
ほ
よ
そ
梵
王

・
釈
王

・
人
王

・
龍
王

・
鬼
神
王
等
、
お
の
お
の
三
界

の
果
報
に
著
す
る
こ
と
な
か
れ
。
は
や
く
出
家
受
戒
し
て
、

諸
仏
諸
祖
の
道
を
修
習
す
べ
し
、
暖
大
劫
の
仏
因
な
ら
ん
。

(コ
ニ
十
七
品
菩
提
分
法
」
二
巻

・
一
四
六
頁
)

人
衆

・
天
衆

・
龍
衆
、
た
と
ひ

一
九
旬
な
り
と
も
、
比
丘

・
比
丘
尼
と
な
り
て
安
居
す
べ
し
、
す
な
は
ち
見
仏
な
ら
ん
。

(「安
居
」
二
巻

・
二
三
七
頁
)

た
と
ひ
天
上

・
人
間

・
地
獄

・
鬼
畜
な
り
と
い
へ
ど
も
、
感
応
道
光
す
れ
ば
、
必
ず
帰
依
し
た
て
ま

つ
る
な
り
。
す
で
に
帰
依
し
た

て
ま

つ
る
が
ご
と
き
は
、
生
生
世
世
、
在
在
処
処
に
増
長
し
、
必
ず
積
功
類
徳
し
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
就
す
る
な
り
。
・

(「帰
依
仏
法
僧
宝
」
二
巻

二
二
七
二
頁
)

い
た
づ
ら
に
鬼
神
の
春
属
と
し
て

一
生
を
わ
た
り
、
む
な
し
く
邪
見

の
流
類
と
し
て
多
生
を
す
ご
さ
ん
、
悲
む

べ
し
。
は
や
く
仏

・

法

・
僧
三
宝
に
帰
依
し
た
て
ま

つ
り
て
、
衆
苦
を
解
脱
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
菩
提
を
成
就
す
べ
し
。

(「帰
依
仏
法
僧
宝
」
二
巻

・
三
七
六
頁
)

無
窮

の
行
持
修
行
は
そ
の
ま
ま

「膿
大
劫
の
仏
因
」
と
な
り
、
「見
仏
」
を
意
味
し
、
「阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
」
が
成
就
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
道
元
の
仏
法
は
畢
寛
じ
て
は

「身
心
学
道
」
巻
等
で
説
示
さ
れ
る

「尽
十
方
界
真
実
人
体
」
、

つ
ま
り
、
尽
十
方
世
界
が
そ
の
ま

ま
仏

の
姿
で
あ
り
、
仏
の
現
成
で
あ
る
と
い
う
教
え
に
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
道
元
が
仏
祖
正
伝
と
捉
え
る
坐
禅

の
修
行
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
三
界
六
道
の
世
界
を
含
め
尽
十
方

世
界
が
そ
の
ま
ま
仏
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の
姿

(真
実
体
)
の
現
成
と
な
る
。
よ
っ
て
、
自
己
ぐ
る
み
尽
十
方
世
界
が
そ
の
ま
ま
浬
樂

の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
体
証
す
る
こ
と
が
問

題
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
衆
生
世
界

の
他
に
浬
葉
世
界
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
衆
生
世
界
即
浬
葉
世
界
で
あ
り
、
生
死

(
4
)

即
浬
葉
の
理
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
三
界
六
道
輪
廻

の
世
界
は
仏
教
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
認
知
し
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
積
極
的
に
肯
定

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
道
元
の
三
界
六
道

に
関
す
る
説
示
に
注
目
し
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
説
示
に
考
察
を
移
し
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
具
体
的
な
説
示
と
い
う
の
は
、
「道
心
」
巻
⑧
部
分
で
説
か
れ
る

「悪
趣
」
・
「天
上
」
と
い
っ
た
死
後
の
世
界
を
示
す
用
語
を

ど
の
よ
う
に
扱

っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
道
元
は
撰
述

の
中
で
、
天
国
に
つ
い
て
は

「黄
泉
」
・
「天
趣
」
・
「善
趣
」
の
用
語
で
表
し
、
地
獄

に

つ
い
て
は

「泥
梨
」
・
「悪
趣
」
の
用
語
で
表
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
来
世
や
死
後
等
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
焦
点
を
あ
て
論

究

し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

…
…
人
間
に
む
ま
れ
な
が
ら
、
い
た
づ
ら
に
官
途
世
路
を
貧
求
し
、
む
な
し
く
国
王

・
大
臣
の
つ
か
は
し
め
と

し
て
、

一
生
を
夢
幻

に
め
ぐ
ら
し
、
後
世
は
黒
闇
に
お
も
む
き
、

い
ま
だ
た
の
む
と
こ
ろ
な
き
は
、
至
愚
な
り
。

(「出
家
功
徳
」
二
巻

・
二
九
〇
頁
)

た
だ
作
悪
の
人
と
あ
り
し
と
き
、
む
な
し
く
死
し
て
地
獄
に
い
る
。
地
獄
よ
り
い
で
、
ま
た
作
悪
人
と
な
る
。
戒
の
因
縁
あ
る
と
き

は
、
禁
戒
を
破
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
い
へ
ど
も
、

つ
ひ
に
得
道
の
因
縁
な
り
。

(「袈
裟
功
徳
」
二
巻

二
一二
七
頁
)

仏
祖
の
道
を
修
習
す
る
に
は
、
そ
の
最
初
よ
り
、
こ
の
三
時
の
業
報
の
理
を
な
ら
ひ
、
明
ら
む
る
な
り
。
し
か
あ
ら
ざ
れ
ば
、
お
ほ

く
あ
や
ま
り
て
邪
見
に
堕
す
る
な
り
。
た
だ
邪
見
に
堕
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
悪
道
に
お
ち
て
、
長
時

の
苦
を
う
く
。

(「三
時
業
」
二
巻

・
三
九
六
頁
)

学
者
、
は
や
く
孔
老
と
仏
法
と

一
致
な
り
と
邪
計
す
る
解
を
な
げ
す

つ
べ
し
。
こ
の
見
、
た
く
は
へ
て
す
て
ず
ば
、
遂
に
悪
趣
に
お

つ
べ
し
。

(「四
禅
比
丘
」
二
巻

・
四
三
三
頁
)

父
母
を
殺
害
す
る
は
、
必
ず
順
次
生
業
に
し
て
、
泥
梨
に
堕
す
る
こ
と
必
定
な
り
。

(「四
禅
比
丘
」
二
巻

・
四
三
五
頁
)
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以
上
の
説
示
か
ら
、
来
世
は
因
果
と

の
関
係
に
お

い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
業

の
善
悪
に
よ

っ
て
、
そ
の
報

い
と
し

て
輪
廻
転
生
の
内
容
が
決
ま
る
。
善
い
行
為
を
行
え
ば

(善
因
)
そ
の
報

い
と
し
て
天
国
に
生
ま
れ

(楽
果
)、
悪

い
行
為

(悪
因
)
を

行
え
ば
そ
の
報

い
と
し
て
地
獄

(苦
果
)
に
堕
ち
る
と

い
う
因
果
応
報
の
道
理
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
悪
因
と
な
り
、

地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う

の
か
。
例
え
ば
、
人
間
に
生
ま
れ
仏
法
に
遭
う
と
い
う
良
結
縁
に
あ
り
な
が
ら
、
世
俗
の
名
利
に
奔
走
す
る
。
禁

戒
を
犯
す
。
三
時

の
業
報

の
道
理
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
仏
教
は
儒
教

・
道
教
と
畢
寛
じ
て
は
同
じ
教
え
で
あ
る
と

い
っ
た
三
教

一
致
説

(
5
)

を
唱
え
る
。
以
上
は
、
す
べ
て
悪
因
と
な
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
苦
果
と
し
て

「後
世
は
黒
闇
」
に
堕
ち
、
「長
時

の
苦
を
う
く
」
こ
と

に
な
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
悪
因
苦
果
の
因
果
は
歴
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「地
獄
」
・
「
悪
趣
」
・
「泥
梨
」
を

持
ち
出
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
法
を
学
ば
ず
、
世
間
の
妄
執
に
翻
弄
し
て
い
る
限
り
、
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
生
死
輪
廻
の
迷
い
か

ら
解
脱

(透
脱
)
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

「悪
道
に
お
ち
て
、
長
時
の
苦
を
う
く
」
と
表
現
す
る
。
仏
法
に
参
学
さ
せ
る
た
め
の

手
段
と
し
て
地
獄
等
の
来
世
の
存
在
を
示
し
、
悪
業
を
犯
す
こ
と
を
戒
め
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
善
業
を
積
ま
せ

る
た
め
の
手
段
で
あ

る
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
天
国
等
に
つ
い
て
も
、
現
在
に
善
業
を
積
極
的
に
積
ま
せ
る
た
め
に
説
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
「道
心
」
巻
⑧
部
分
は
、
仏
前
俄
悔
功
徳
に
よ

っ
て
、
「悪
趣
」
に
赴
く
べ
き
悪
業

の
因
縁
が
軽
減
し
、
「天
上
」
に
赴
く
こ
と
が
で

き

る
と
説
示
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「天
上
」
、
つ
ま
り
天
国
な
る
存
在
を
説
示
す
る
の
も
、
今
現
在

に
善
因
を
積
む
べ
き
こ
と
が
い

か

に
重
要
で
あ
る
か
を
示
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
因
果
応
報
の
説
示
、
さ
ら
に
は
地
獄
や
天
国
と
い
っ
た
来
世
の
存
在
を
説
く
の
も
畢
寛

じ

て
は
、
今
現
在
に
積
極
的
に
善
業
を
積
ま
せ
る
た
め
、
真
剣
に
参
学
求
法
精
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

二

中

有

観

脚

榑

林
皓
堂
氏
は

「輝
宗
は
も
ち
ろ
ん
、
佛
教
が
来
世
を
豫
想
す
る
の
は
、
こ
の
世
で
の
享
樂
を
、
あ

の
世
で
も
縫
績
し
よ
う
、
と
す
る
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た
め
で
は
な
い
。
今
生
で
果
た
し
得
な

い
道
の
禮
得
を
、
い
わ
ば
継
績
事
業
と
し
て
、
來
生
、
來
々
生
と
い
う
よ
う

に
、
充
實
し
て
ゆ
き

(
6
)

た

い
、
と
の
求
道
、
求
法

の
熱
情
か
ら
で
あ
る
」
と
禅
宗
の
来
世
観
を
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
道
元
の
中
有
観
に
つ
い
て
下
室

覚
道
氏
に
よ
る
詳
細
な
先
行
研
究
が
あ
る
。
下
室
氏
は
、
(
一
)
「道
元
禅
師
は
中
有
を
認
め
、
そ
こ
に
お
い
て
前
世

の
業
を
担

い
、
次
生

が
決
ま
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
」
。
(二
)
「中
有
に
お
い
て
も

(如
何
な
る
時
処
に
お
い
て
も
)、
三
宝
供
養

の
実
践
が
説
か
れ
る
意
義
は
、

天
上
に
生
ま
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
仏
法
を
聞
く
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
三
法
供
養
は
仏
教
徒
と
し
て
の
ほ
こ
り
、

仏
法
に
合
う
喜
び
、
そ
れ
を
次
生
、
次
々
生
に
お
い
て
も
保
持
し
よ
う
と
す
る
禅
師
の
気
持
を
筆
者
は
感
じ
る
」
。
(三
)
「中
有
を
示
す

(
7
)

こ
と
に
よ
り
、
臨
終
時
の
意
識
の
大
切
さ
を
も
説

い
て
い
る
」
。
(四
)
「道
元
禅
師
は
輪
廻
を
認
め
中
有
を
肯
定
し

て
お
り
、
中
有
を
含

む
生
生
世
世
に
仏
道
を
行
ず
べ
き
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
道
元
禅
師
は
中
有
に
お
い
て
趣
を
転
ず
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
い

(
8

)

う
中
有
可
転
論
に
立

っ
て
い
る
」
等
と
論
究
す
る
。
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
道
元
の
中
有
観

は
ど
の
よ
う
な
も

の

で
あ

っ
た
か

『正
法
眼
蔵
』
諸
巻

の
説
示
か
ら
再
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

中
有
と
は
、
生
あ
る
も
の
が
死
後
、
次

の
生
に
生
ま
れ
変
わ
る
ま
で
の
期
間
の
こ
と
を
示
す
。

つ
ま
り
、
輪
廻
転
生
を
大
前
提
と
し
た

概
念
で
あ
る
。
人
の
死
後

の
存
在
を
認
め
、
生
ま
れ
変
わ
り
を
肯
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
道
元
は
、
人
の
死
後

は
、
土
中
に
帰
り
燭

(
9
)

膜

・
骸
骨
に
な
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
現
実
的
な
説
示
を
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
「道
心
」
巻

に
お
け
る
説
示

の
よ

う

に
、
中
有
の
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
よ
う
な
面
も
あ
る
。
例
え
ば

「道
心
」
巻
⑤
⑥
の
説
示
は
、

一
般
的
な
中
有

の
存
在
を
道
元

(
10
)

が
素
直
に
認
め
、
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
他
の
諸
巻
に
お

い
て
も
、
中
有

の
存
在
を
匂
わ
す
表
現
は
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
具
体
的
に
説

示
す
る
箇
所
は

『正
法
眼
蔵
』
中
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
「道
心
」
巻
等
で
説
か
れ
る
死
後
の
存
在
を
肯
定
す
る
表
現

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「道
心
」
巻
⑦
⑨
の
説
示
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
道
元
は
中
有
の
説
示
に
焦
点
を
あ
て

て
い
る
の
で
は
な
く
、
帰
依
三
宝
に
対
す
る
姿
勢
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
中
有
を
取
り
出
し
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
説
示
内
容

の
中

心
は
、
不
惜
身
命
し
て
帰
依
三
宝
す
る
行
持
姿
勢
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
あ
く
ま
で
中
有
の
存
在
は
、
教
化
手
段
と
し
て
説
か
れ
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て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
池
田
魯
参
氏
は
こ
の
箇
所
等
か
ら
道
元
の
中
有
観
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

道
元
の
中
有

(中
陰
)
の
観
念
は
、
ど
こ
ま
で
も
唯
心
的

(こ
の
世
も
あ
の
世
も
、
世
界
は
こ
の
心
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
た
限
り
の

(
11

)

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
)
で
あ
り
、
意
志
的
な
性
格
が
強
い
。

さ
て
、
こ
の

「道
心
」
巻
は
中
有
の
存
在
を
具
体
的
に
認
め
て
い
る
説
示
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
「道
心
」
巻
は

『正
法
眼
蔵
」

の
他

の
諸
巻
と
は
異
な
り
、

一
期
生
死
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
元
は
生
死
を
問
題

に
す
る
場
合
、
刹
那
生
死
を
説
く
。

一
刹
那

一
刹
那
の
瞬
間
に
生
滅
し
て
い
る
と
い
う
道
理
で
あ
る
。
「出
家
功
徳
」
巻
に

「刹
那
刹
那

に
生
滅
し
て
さ
ら
に
と
ど
ま
ら
ず
」
(二
巻

・
二
七
四
頁
)
と
説
か
れ
る
概
念
で
あ
る
。

一
方
、
「道
心
」
巻
は
、

一
期
生
死
を
説

い
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
道
元
は
生
死
の
問
題
に
関
し
て
、

一
般
的
な

一
期
生
死
と
、
刹
那
刹
那
に
生
滅
す
る
と

い
う
刹
那
生
滅
と
の
二
方

(
12
)

向
か
ら
捉
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
さ
て
、
刹
那
生
滅
と
中
有
の
存
在
を
認
め
る

一
期
生
滅
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
以
下
の
説

示
か
ら
考
察
で
き
る
。

お
ほ
よ
そ
本
有
よ
り
中
有
に
い
た
り
、
中
有
よ
り
当
本
有
に
い
た
る
、
み
な

一
刹
那

・
一
刹
那
に
う

つ
り
ゆ
く
な
り
。
か
く
の
ご
と

く
し
て
、
わ
が
こ
こ
ろ
に
あ
ら
ず
、
業
に
ひ
か
れ
て
流
転
生
死
す
る
こ
と
、

一
刹
那
も
と
ど
ま
ら
ざ
る
な
り
。

(「発
菩
提
心
」
二
巻

・
三
三
六
頁
)

過
去
よ
り
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
幾
度
と
な
く
本
有
よ
り
死
有
、
中
有
、
そ
し
て
生
有
を
経

て
今
現
在

の
当
本
有

に
至
る
と

い
う
無
限

の
四
有
の
過
程
を
経
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
生
死
も

一
刹
那

一
刹
那
ご
と
に
、
刹
那
生
滅
を
く
り
返
し
て
き

て
い
る
と

い
う
道
理
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
道
元
は

一
期
生
滅
と
刹
那
生
滅
を
う
ま
く
融
合
し
説
示
し
て
い
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
。

以
上
、
道
元
は

一
般
的
な
中
有
思
想
を
し

っ
か
り
と
容
認
し
、
そ
れ
を
刹
那
生
滅
の
道
理
と
矛
盾
さ
せ
る
こ
と
な
く
う
ま
く
説
き
示
す

の
で
あ
る
。
中
有
の
存
在
を
全
く
否
定
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
積
極
的
に
認
め
る
の
で
も
な
い
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
中
有

の
説
示

は
あ
く
ま
で
教
化
の
上
で
の
方
便
の
説
示
で
あ

っ
て
、
決
し
て
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
中
有
の
存
在
を
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認

め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
常
見
に
陥
る
し
、
否
定
す
る
こ
と
は
断
見
に
陥
る
。
道
元
の
立
場
は
あ
く
ま
で
、
常
見

・
断
見
の
立
場
を

い
ず

れ
も
否
定
す
る
。
否
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
説
示
教
化
の
手
段
と
し
て
中
有

の
存
在
、
死
後
の
存
在
、
そ
し
て
輪
廻
転
生
を
便
宜
上
説
く

の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
道
元
が
中
有

の
存
在
、
死
後
の
存
在
を
認
め
て
い
た
と
安
易
に
捉
え
る
こ
と
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
常
見
、
断
見
と
捉
え
ら
れ
る
説
示
を
少
し
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
断
見
と
捉
え
ら
れ
る

「遍
参
」
巻
等

の

説
示
で
あ
る
。

す
で
に
遍
参
究
尽
な
る
に
は
、
脱
落
遍
参
な
り
。
海
枯
不
見
底
な
り
、
人
死
不
留
心
な
り
。
海
枯
と
い
ふ
は
、
全
海
全
枯
な
り
。
し

か
あ
れ
ど
も
、
海
も
し
枯
端
し
ぬ
れ
ば
、
不
見
底
な
り
。
不
留
全
留
、
と
も
に
人
心
な
り
。
人
死
の
と
き
、
心
不
留
な
り
。
死
を
粘

来
せ
る
が
ゆ
え
に
、
心
不
留
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
全
人
は
心
な
り
、
全
心
は
人
な
り
と
し
り
ぬ
べ
し
。

(二
巻

・
=

六
頁
)

こ
の
箇
所
は
、
後
述
す
る
身
心

一
如
の
道
理
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
『御
抄
』
に
は

但
今
の
人
死
不
留
心

の
詞
は
、
人
と
云
は
壼
十
方
界
眞
實
人
膿
の
人
也
、
不
留
心
の
心
は
三
界
唯

一
心
の
心
也
、
ゆ

へ
に
人
と
云
時

は
、
不
留
心
の
道
理
現
前
な
り
、
心
と

い
は
む
と
き
は
人
の
詞
よ
り
つ
く
べ
か
ら
ず
、
三
界
唯
心
の
時
、
人
の
置
所
あ
る
べ
か
ら
ず
、

(
13

)

人
與
心
相
封
す
る
義
、
佛
法
に
は
不
可
有
、
ゆ
へ
に
人
死
不
留
心
な
り
、
此
死
又
死
也
全
…機
現
の
死
な
り
、
…
…

と
註
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
が
死
ぬ
と
き
は
死
だ
け
で
あ
り

(
「死
也
全
機
環
」)
、
心
は
関
わ
り
よ
う
が
な

い
の
で
あ
る
。

一
方
へ
生
の

と
き
は
生
だ
け

(「生
也
全
機
現
」)
で
あ
る
。
死
と
相
対
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
、
道
元
の
生
死
観
で
あ
る
。
刹
那
刹
那

の
瞬
間

瞬
間
に
生
死
の
生
滅
が
あ
る
が
、
死
の
と
き
は
死
だ
け
、
生
の
と
き
は
生
だ
け
で
あ
り
、
全
く
他
と
対
立
し
よ
う
が
な
い
。
ゆ
え
に
死
の

と
き
は
、
死
だ
け
で
あ
り
、
心
や
霊
魂
は
関
わ
り
よ
う
も
な
い
。
身
心

一
如

の
道
理
か
ら
、
死
ね
ば
、
身
も
心
も
滅

ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の

説
示
は
、

一
概
に
死
後

の
世
界
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
断
見
の
立
場
と
も
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
実
際
は

「生
也
全
機

現
」
.
「死
也
全
機
現
」
の
理
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
り
、
死
後

の
世
界
を
全
く
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
道
元

は

「深
信
因
果
」
巻
に
説
く
よ
う
に
、
断
見
の
見
解
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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ひ
と
、
死
す
る
と
き
、
必
ず
性
海
に
帰
す
、
仏
法
を
修
習
せ
ざ
れ
ど
も
、
自
然
に
覚
海

に
帰
す
れ
ば
、
さ
ら
に
生
死

の
輪
転
な
し
、

こ
の
ゆ
え
に
後
世
な
し
、
と
い
ふ
。
こ
れ
断
見
の
外
道
な
り
。
か
た
ち
、
た
と
ひ
比
丘
に
あ
ひ
に
た
り
と
も
、
か
く

の
ご
と
く
邪
解

あ
ら
む
と
も
が
ら
、
さ
ら
に
仏
弟
子
に
あ
ら
ず
、
ま
さ
し
く
こ
れ
外
道
な
り
。
お
ほ
よ
そ
因
果
を
撲
無
す
る
よ
り
、
今
世

.
後
世
な

し
、
と
は
あ
や
ま
る
な
り
。

(「深
信
因
果
」
二
巻

.
三
九

一
頁
)

こ
の
よ
う
に
道
元
は
、
因
果
の
道
理
を
否
定
し
、
死
後

の
世
界
、
生
死
輪
廻
は
な
い
。

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
世
界
は
死
後
断
滅
す
る
と

い
う
断
見
に
立

つ
考
え
を
外
道
の
邪
説
で
あ
る
と
否
定
す
る
。

一
方
、
常
見
と
捉
え
ら
れ
る
説
示
も
し
て
い
る
。

海
か
れ
て
な
ほ
底
の
こ
り
、
人
は
死
す
と
も
心
の
こ
る
べ
き
が
ゆ
え
に
、
不
能
尽
な
り
。

(「発
無
上
心
」
二
巻

.
一
六
七
頁
)

こ
の
よ
う
な
説
示
は
先
の

「遍
参
」
巻
の
説
示
と
問
逆

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
も
問
題
と
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
教
化

の
手
段
と
し
て
常
見
を
説

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『御
抄
』
に

海
か
れ
て
底
は
の
こ
り
、
人
は
死
し
て
心
の
こ
る
な
む
ど
云

へ
ば
、
凡
見
に
も
ま
が
ひ
ぬ
べ
き
詞
か
と
聞
ゆ
、
是
は
只
不
能
蓋
の
方

の
詞
に
、
し
ば
ら
く
あ
は
せ
む
と
て
、
海
と
底
と
各
別
の
法
と
談
ぜ
ず
、
海
か
れ
た
れ
ど
も
底
の
こ
れ
ば
、
海

の
不
能
壼
な
る
理
も

聞
ゆ
、
人
は
死
す
と
も
心
の
こ
れ
ば
、
人
の
上
の
不
能
壼
な
る
理
の
方
を
取
む
料
の
詞
な
り
、
身
は
死
す
れ
ど
も
、
心
は
常
住
に
し

(
15
)

て
の
こ
る
な
む
ど
云
、
見
に
は
更
に
不
可
心
得
也
、

一
方
の
理
を
あ
は
せ
む
料
に
如
此
詞

い
で
け
る
事
常
義
也
。

と
註
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
元
が
先
尼
外
道
の
邪
見
と
厳
し
く
否
定
し
、
常
見

の
妄
説
で
あ
る
と
し
た
心
常
相
滅

・
身
滅
心
常
の
見
解
も

(
16
)

=

方
の
理
を
あ
は
せ
む
」
た
め
に
、
コ

方
の
表
裏
を
参
究
」
す
る
た
め
に
危
険
を
犯
し
て
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
心
常
相
滅
や
身
滅

心
常
の
見
解
は
、
道
元
が
幾
度
と
な
く

「辮
道
話
」
巻
等
で
厳
し
く
戒
め
る
外
道

の
邪
説
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
化
の
た
め
に

は
誤
解
を
招
く
危
険
性

の
あ
る
説
示
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
道
元
は
来
世
や
死
後
の
世
界
を
説
示
の
上
で
は
、
肯
定
も
否
定
も
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
来

世

や
死
後

の
世
界
、
さ
ら
に
は
輪
廻
転
生
を
肯
定
す
る
説
示
は
、
す
べ
て
今
現
在

の
行
持

の
重
要
性
を
強
調
し
、
そ
の
実
践
を
奨
励
す
る
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た
め
の
教
化
手
段
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
き
た
。
ま
ず
今
現
在
、
人
身
と
し
て
生
ま
れ
、
仏
法
に
遭
遇
し
て
い
る
良
き
結
縁
を
素
直
に
喜

び
、
そ
し
て
、
因
果
応
報

・
輪
廻
転
生
の
道
理
を
正
し
く
理
解
し
、
正
伝
の
仏
法

で
あ
る
坐
禅
を
修
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
凡
夫
世
界
は
そ

の
ま
ま
仏
世
界
の
現
成
で
あ
る
こ
と
を
体
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
行
持
修
行
を
無
所
得
に
続
け
て
い

く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
浬
葉
の
境
地
で
あ
る
こ
と
を
修
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
現
実
世
界
の
今
の

一
瞬

一
瞬
を
精
進
努
力
し

て

い
く
こ
と
が

「今
生
」
を
充
実
し
て
生
き
き
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
我
執
を
離
れ
て
、
仏
法
の
世
界
に
身
心
を
す
べ
て
投
げ
入

れ
る
こ
と
が
、
今
生
だ
け
で
な
く
仏
法

の
永
遠
な
る
命
を
修
証
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
「出
家
功
徳
」
巻
に

い
た
づ
ら
に
光
陰
を
貧
欲

の
な
か
に
す
ご
し
て
出
家
せ
ざ
る
は
、
来
世
く
や
し
か
ら
ん
。

(二
巻

・
二
七
二
頁
)

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
は
今
、
出
家
し
、
参
学
求
法
す
る
か
否
か
に
か
か

っ
て
い
る
。
今
生
に
人
身
を
受
け
、
仏
法
に
出
会

っ
て

い
る
な
ら
ば
、
即
座
に
出
家
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
結
果
的
に

「来
世
」
さ
ら
に
は

「無
量
劫
」

に
も
後
悔
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
、
現
在

の
行
持

の
あ
り
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。
死
後
の
世
界
の
有
無
に
捕
わ

れ
た
り
す
る
の
は
、
我
執
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
執
を
離
れ
て
、
仏
法

の
世
界
に
生
き
れ
ば
、
死
後
の
有
無
は
問
題
と
な
ら
ず
、
生
死

輪
廻
の
迷

い
か
ら
解
脱

(透
脱
)
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
後

の
世
界
が
あ
る
と
断
定
し
た
り

(常
見
)
、
死
後

の
世
界
は
な

い

と
断
定
し
た
り
す
る

(断
見
)
論
議
か
ら
解
き
放
た
れ
な
け
れ
ば
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
は
な
い
の
で
あ
る
。
道
元
は
常
見

・
断
見
と

い
っ

た
無
駄
な
論
議
に
捕
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
な
る
仏
道
を
精
進
努
力
し
歩
ん
で
い
く
べ
き
こ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

三

身
心

一
如
説
と
霊
魂
否
定

道
元
が
人
身
の
死
後
を
い
か
に
望

て
い
た
か

(人
身
観
)
に
つ
い
て
は
拙
稿
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
と
捻

・
こ
こ
で
は
輪
廻
思

想

が
消
極
的
に
肯
定
さ
れ
、
方
便
教
化
と
し
て
説
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
根
拠
と
な
る
事
柄
を
挙
げ
て
み
た
い
。
そ
の
事
柄
と
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は
、
道
元
が
霊
魂
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
死
後
、
霊
魂
は
体

(身
)
か
ら
離
れ
る
と

い
う
見
解
を
先
尼
外
道
の
邪
説
で
あ
る
と
い
っ

て
厳
し
く
戒
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
先
尼
外
道

の
邪
説
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を

「即
心
是
仏
」
巻
、
「辮
道
話
」
巻

.

第
十
問
答
等
か
ら
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

外
道
の
た
ぐ
ひ
と
な
る
と
い
ふ
は
、
西
天
竺
国
に
外
道
あ
り
、
先
尼
と
な
つ
く
。
か
れ
が
見
処
の
い
は
く
は
、
大
道
は
わ
れ
ら
が
い

ま
の
身
に
あ
軌

そ
の
て
い
た
ら
く
は
、
た
や
す
く
し
り
ぬ
べ
し
。
い
は
ゆ
る
、
苦
楽
を
わ
き
ま

へ
、
冷
媛
を
自
知
し
、
痛
諜

了

知
す
。
万
物
に
さ

へ
ら
れ
ず
、
諸
境
に
か
か
は
れ
ず
。
物
は
去
来
し
、
境
は
生
滅
す
れ
ど
も
、
霊
知
は
つ
ね
に
あ
り
て
不
変
な
り
。

こ
の
霊
知
、
ひ
ろ
く
周
遍
せ
り
。
凡
聖
含
霊
の
隔
異
な
し
。
そ
の
な
か
に
、
し
ば
ら
く
妄
法

の
空
華
あ
り
と

い
へ
ど
も
、

一
念
相
応

の
智
慧
あ
ら
は
れ
ぬ
れ
ば
、
物
も
亡
じ
、
境
も
滅
し
ぬ
れ
ば
、
霊
知
本
性
ひ
と
り
了
了
と
し
て
鎮
常
な
り
。
た
と
ひ
身
相
は
破
れ
ぬ

(
B
)

れ
ど
も
、
霊
知
は
や
ぶ
れ
ず
し
て
い
つ
る
な
り
。
た
と
へ
ば
人
舎
の
、
失
火
に
や
く
る
に
、
全
亭
王
い
で
て
さ
る
が
ご
と
し
。
昭
昭
霊

霊
と
し
て
あ
る
、
こ
れ
を
覚
者

・
知
者
の
性
と
い
ふ
。
こ
れ
を
ほ
と
け
と
も

い
ひ
、
さ
と
り
と
も
称
す
。
自
他

お
な
じ
く
具
足
し
、

迷
悟
と
も
に
通
達
せ
り
。
万
法

・
諸
境
と
も
か
く
も
あ
れ
、
霊
知
は
境
と
と
も
な
ら
ず
、
物
と
お
な
じ
か
ら
ず
、
歴
劫

に
常
住
な
り
。

い
ま
現
在
せ
る
諸
境
も
、
霊
知
の
所
在
に
よ
ら
ば
、
真
実
と
い
ひ
ぬ
べ
し
。
本
性
よ
り
縁
起
せ
る
が
ゆ
え
に
は
実
法
な
り
。
た
と
ひ

し
か
あ
り
と
も
、
霊
知
の
ご
と
く
に
常
住
な
ら
ず
、
存
没
す
る
が
ゆ
え
に
。
明
暗
に
か
か
は
れ
ず
、
霊
知
す
る
が
ゆ
え
に
。
こ
れ
を

霊
知
と
い
ふ
。
ま
た
真
我
と
称
し
、
覚
元
と
い
ひ
、
本
性
と
称
し
、
本
体
と
称
す
。
か
く
の
ご
と
く
の
本
性
を
さ
と
る
を
、
常
住
に

か

へ
り
ぬ
る
と
い
ひ
、
帰
真

の
大
士
と

い
ふ
。
こ
れ
よ
り
の
ち
は
、
さ
ら
に
生
死
に
流
転
せ
ず
、
不
生
不
滅
の
性
海
に
証
入
す
る
な

り
。
こ
の
ほ
か
は
真
実
に
あ
ら
ず
。
こ
の
性
あ
ら
は
さ
ざ
る
ほ
ど
、
三
界

・
六
道
は
競
起
す
る
と
い
ふ
な
り
。

こ
れ
す
な
は
ち
先
尼

外
道
が
見
な
り
。

(「即
心
是
仏
」

一
巻

.
五
三
～
五
四
頁
)

ま
ず

「即
心
是
仏
」
巻
の

(A
)
(B
)
の
説
示
が
、
先
尼
外
道

の
邪
説
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
「霊
知
」
と
は
、
「真
我
」
.
「覚

元
」
・
「本
性
」
・
「本
体
」
等
と
同
意

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
常
住
不
変
の
我
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
身

の
回
り
の
万
物

(環
境
)
が
生
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滅
去
来
し
よ
う
と
も
、
霊
知

・
霊
性

・
霊
魂
は
不
変
で
あ
る
。
身
体
は
滅
ん
で
も
、
霊
知
は
身
体
か
ら
離
れ
て
常
住
不
変
で
あ
る
と

い
っ

た
常
住
不
変
の
霊
知

・
心
常
相
滅
を
認
め
る
の
が
先
尼
外
道
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「辮
道
話
」
巻

・
第

十
問
答
で
も
く
り
返

し
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

と
ふ
て
い
は
く
、
あ
る
が
い
は
く
、
生
死
を
な
げ
く
こ
と
な
か
れ
、
生
死
を
出
離
す
る
に
、
い
と
す
み
や
か
な
る
み
ち
あ
り
、

い

は
ゆ
る
、
心
性
の
常
住
な
る
こ
と
わ
り
を
し
る
な
り
、
そ
の
む
ね
た
ら
く
、
こ
の
身
体
は
、
す
で
に
生
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
滅
に
う

つ

(C
)

さ

れ

ゆ
く

こ

と

あ

り

と

も
、

こ

の
心

性

は
、

あ

へ
て
滅

す

る
事

な

し

、

よ

く

、

生
滅

に
う

つ
さ

れ

ぬ
心

性

わ

が
身

に
あ

る

こ

と

を

し

り

ぬ

れ

ば

、

こ

れ

を
本

来

の
性

と

す

る

が

ゆ
え

に
、

身

は

こ
れ

か

り

の
す

が

た

な

り
、

死

此

生

彼

さ
だ

ま

り

な

し

、
心

は

こ

れ
常

住

な

り

、

去

・
来

・
現
在

か

は

る

べ

か

ら
ず

、

か

く

の
ご

と

く

し

る

を

、

生
死
を
は
な
れ
た
り
と
は
い
ふ
な
り
、

(D
)

こ
の
む
ね
を
し
る
も

の
は

、

従

来

の
生

死

な

が

く

た
え

て

、

こ

の
身

、

を

は

る
と

き

、

性

海

に

い
る

、
性

海

に
朝

宗

す

る
と

き

、

諸

仏

如

来

の
ご

と

く

、

妙

徳

、

ま

さ

に
そ

な

は

る

、

い
ま

は

た

と

ひ

し

る
と

い

へ
ど

も

、

前

世

の
妄

業

に

な

さ

れ

た

る
身

体

な

る

が

ゆ
え

に
、

諸

聖

と

ひ

と

し

か
ら

ず

、

い
ま

だ

こ

の
む

ね

を

し

ら
ざ

る
も

の

は
、

ひ

さ

し
く

生

死

に
め

ぐ

る

べ
し

、

し

か

あ

れ
ば

す

な

は
ち

、

た

だ

い
そ

ぎ

て

心

性

の
常

住

な

る

む

ね

を

了
知

す

べ

し

、

い
た
づ

ら

に
閑

坐

し

て

一
生

を

す

ぐ

さ

ん

、

な

に

の
ま

つ
と

こ

ろ
か

あ

ら

む

。

か

く

の
ご

と

く

い
ふ
む

ね

、

こ

れ

は

ま

こ

と

に
諸

仏

諸

祖

の
道

に
か

な

へ
り

や
、

い
か

む

。

し

め

し

て

い
は
く

、

い
ま

い

ふ
と

こ

ろ

の
見

、

ま

た
く

仏

法

に
あ

ら

ず

、

先

尼

外
道

が
見

な

り

。

い
は
く

、

か

の
外

道

の
見

は

、

わ

が
身

、
う

ち

に

ひ

と

つ
の
霊

知

あ

り

、

か

の
知

、

す

な

は
ち

縁

に
あ

ふ
と

こ

ろ

に
、

よ

く
好

悪

を

わ
き

ま

へ
、

是

非

を

わ

き

ま

ふ
、

痛

痒

を

し

り

、
苦

楽

を

し

る
、

み
な

か

の
霊

知

の

ち

か

ら

な
り

、

し
か

あ

る

に
、

か

の
霊

性

は

、

こ

の
身

の
滅

す

る
と

き

、

も

ぬ
け

て
か

し

こ

に

む

ま

る

る

ゆ
え

に
、

(E
)

み

ゆ

れ
ど

も

、

か

し

こ

の
生

あ

れ

ば

、

な

が

く
滅

せ
ず

し

て
常

住

な

り

、

と

い
ふ

な

り

。

こ

こ

に
滅

す

と

か

の
外

道

が
見

、

か
く

の
ご

と

し
。

(
「
辮
道
話
」

二
巻

・
四
七

二
～
四
七
三
頁
)

以
上

の
説
示
か
ら
、
先
尼
外
道
の
見
は
お
お
よ
そ
次
の
二
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
は

「
即
心
是
仏
」
巻
の

(A
)
(B
)、
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「
辮
道
話
」
巻
の

(C
)
(E
)
等
の
説
示
か
ら
、
人
身

(相
)
は
滅
ん
で
も
霊
知

(霊
性

・
心
)
は
常
住
で
あ
る
と

い
う
見
解

で
あ
る
。

第

二
は

「辮
道
話
」
巻

の

(D
)
の
説
示
か
ら
、
心
常
相
滅

の
道
理
を
知
る
こ
と
が
生
死
透
脱

で
あ
り
、
悟
り
の
境
界

.
浬
桑

(
「性

海
」
)
に
入
る
こ
と
で
あ
る
と

い
う
見
解

で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
二
つ
の
見
解
を
先
尼
外
道

の
邪
見
で
あ
る
と
批
難
す
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
第

一
の
心
常
相
滅
の
見
解
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
批
難
す
る
。

し
る
べ
し
、
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

へ

て
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。

(「辮
道
話
」
二
巻

.
四
七
三
頁
)

嘗
観
す
べ
し
、
身
心

一
如

の
む
ね
は
、
仏
法
の
つ
ね
の
談
ず
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
な
ん
ぞ
こ
の
身

の
生
滅
せ
ん
と
き
、

心
ひ
と
り
身
を
は
な
れ
て
生
滅
せ
ざ
ら
む
。
も
し
、

一
如
な
る
と
き
あ
り
、

一
如
な
ら
ぬ
と
き
あ
ら
ば
、
仏
説

お
の
つ
か
ら
虚
妄
に

な
り
ぬ
べ
し
。

(「辮
道
話
」
二
巻

.
四
七
四
頁
)

こ
の

一
法
に
身
と
心
と
を
分
別
し
、
生
死
と
浬
桑
と
を
わ
く
こ
と
あ
ら
む
や
。
す
で
に
仏
子
な
り
、
外
道

の
見

を
か
た
る
狂
人

の
し

た
の
ひ
び
き
を
、
み
み
に
ふ
る
る
こ
と
な
か
れ
。

(「辮
道
話
」
二
巻

.
四
七
四
頁
)

…
…
心
も
、
み
と
、
ひ
と
し
か
る
べ
し
。
心
と
、
み
と
、

一
毫
の
隔
て
な
く
、
全
露
に
て
あ
る
べ
し
。(「唯

仏
与
仏
」
二
巻

・
五
二
六
頁
)

道
元
は
、
人
身

(相
)
と
心

(性
)
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
仏
法
で
は
イ
ン
ド
、
中
国
で
も

「身
心

一
如
」
.
「性
相
不

二
」
を
常
に
主
唱
し
て
き
た

の
で
あ
り
、
人
身

(相
)
は
滅
ん
で
も
心

(性
)
は
常
住
で
あ
る
と
い
う
見
解
は

「虚
妄
」
で
あ
り
、
「狂

人
」
の
語
る
も
の
で
あ
る
と
厳
し
く
批
難
す
る
。
そ
し
て
、
マ
心
性
常
住
」
の
邪
説
を
頼
り
と
し
て
い
る
限
り
は
、
「
万
劫
千
生
に
も
不
可

得
」
と
説
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
は
滅
ん
で
も
、
心
は
滅
ば
な
い
と
考
え
て
い
る
限
り
、
永
遠
に
得
道
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
と

い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
先
尼
外
道
の
邪
説
は
耳
に
触
れ
て
も
い
け
な
い
と
強
く
戒
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
道
元
は
常
住

不
変
の
我
、
「霊
知
」
、
「霊
性
」
、
「真
我
」
等
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
霊
魂
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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第
二
の
心
常
相
滅
を
知
る
こ
と
が
生
死
解
脱
で
あ
り
浬
梨

で
あ
る
と

い
う
見
解
に
対
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
批
難
す
る
。

い
ま
心
常
相
滅

の
邪
見
を
計
し
て
、
諸
仏
の
妙
法
に
ひ
と
し
め
、
生
死
の
本
因
を
お
こ
し
て
、
生
死
を
は
な
れ
た
り
と
お
も
は
ん
、

お
ろ
か
な
る
に
あ
ら
ず
や
、
も
と
も
あ
は
れ
む
べ
し
。
…
…
い
は
む
や
、
常
住
を
談
ず
る
門
に
は
、
万
法
み
な
常
住
な
り
、
身
と
心

と
を
わ
く
こ
と
な
し
、
寂
滅
を
談
ず
る
門
に
は
、
諸
法
み
な
寂
滅
な
り
、
性
と
相
と
を
わ
く
こ
と
な
し
。
し
か
あ
る
を
、
な
ん
ぞ
身

滅
心
常
と
い
は
む
、
正
理
に
そ
む
か
ざ
ら
む
や
。

(「辮
道
話
」
二
巻

.
四
七
三
頁
)

道
元
は

マ
心
常
相
滅
」
・
「身
滅
心
常
」
は
先
尼
外
道
の
邪
見
で
あ
り
、
こ
の
邪
見
を
諸
仏
の
す
ぐ
れ
た
妙
法
と
同

じ
で
あ
る
と
捉
え
る

こ
と
は

「生
死
の
本
因
」
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
戒
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
心
常
相
滅
」
を
主
唱
す
る
こ
と
は
、
生
死
透
脱
ど
こ
ろ

か
、
逆
に
六
道
輪
廻
に
赴
く
悪
業

・
悪
因
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
「常
住
を
談
ず

る
門
に
は
、
万
法
み
な
常
住
な
り
」
と
い
う
説
示
で
あ
る
。
常
住
不
変
を
談
ず
る
と
き
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在

・
一
切
諸
法
す
べ
て
が
常

住
不
変
で
あ
る
と
い
う
道
理
で
あ
る
。

一
般
的
に
仏
教
で
は
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
等
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
変
化

し
て
や
ま
な
い
。

一

瞬
た
り
と
も
変
化
し
な
い
も

の
は
な
い
と
説
く
。
し
か
し
、
道
元
は
こ
の
理
に
捕
わ
れ
な
い
。
常
住
を
語
る
と
き
は
、

一
切
が
常
住
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
不
変
を
語
る
と
き
は
、

一
切
が
不
変
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
住
全
機
現
、
不
変
全
機
現
の
考
、え
方
で
あ

る
。
無
常
を
語
る
と
き
は
、

一
切
が
無
常

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(無
常
全
…機
現
)
。
無
我
を
語
る
と
き
は
、

一
切

が
無
我
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

(無
我
全
機
現
)
と
い
う
理
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
心
が
常
住
不
変
と
い
う

の
な
ら
ば
、
身
も
常
住
不
変
で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ
る
。
身
と
心
を
分
け
て
、

一
方
だ
け
が
常
住
不
変
で
あ
る
と
説
く
の
は
仏
法

の

「正
理
」
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
身
心

一

如

の
立
場
が
正
伝
で
あ
り
、
身
と
心
を
分
け
る
こ
と
は
仏
法
で
は
な

い
と
説
く
の
で
あ
る
。

あ
き
ら
か
に
し
る
べ
し
、
世
間

・
出
家
の
因
果
を
破
す
る
は
、
外
道
な
る
べ
し
。
今
世
な
し
、
と
い
ふ
は
、
か
た
ち
は
こ
の
処
に
あ

れ
ど
も
、
性
は
ひ
と
し
く
さ
と
り
に
帰
せ
り
、
性
す
な
は
ち
心
な
り
、
心
は
身
と
ひ
と
し
か
ら
ざ
る
ゆ
え
に
。
か
く
の
ご
と
く
解
す

る
、
す
な
は
ち
外
道
な
り
。
或
い
は
い
は
く
、
ひ
と
、
死
す
る
と
き
、
必
ず
性
海
に
帰
す
、
仏
法
を
修
習
せ
ざ

れ
ど
も
、
自
然
に
覚
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海
に
帰
す
れ
ば
、
さ
ら
に
生
死
の
輪
転
な
し
、
こ
の
ゆ
え
に
後
世
な
し
、
と
い
ふ
。
こ
れ
断
見
の
外
道
な
り
。
か
た
ち
、
た
と
ひ
比

丘
に
あ
ひ
に
た
り
と
も
、
か
く
の
ご
と
く
の
邪
解
あ
ら
む
と
も
が
ら
、
さ
ら
に
仏
弟
子
に
あ
ら
ず
、
ま
さ
し
く
こ
れ
外
道
な
り
。
お

ほ
よ
そ
因
果
を
撲
無
す
る
よ
り
、
今
世

・
後
世
な
し
、
と
は
あ
や
ま
る
な
り
。

(「深
信
因
果
」
二
巻

.
三
九

一
頁
)

も
し
、
衆
生
死
し
て
性
海
に
帰
し
、
大
我
に
帰
す
、
と
い
ふ
は
、
と
も
に
こ
れ
外
道
の
見
な
り
。

(「深
信
因
果
」
二
巻

.
三
九
三
頁
)

以
上

の
説
示
か
ら
も
、
人
の
死
後
、
「性
海
に
帰
し
、
大
我

に
帰
す
」
と
い
う
よ
う
な
見
解
を
斥
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
道

元
は
心
性
常
住
の
見
解
ば
か
り
で
な
く
、
人
は
死
後
に
浬
葉

の
世
界
に
行
く
と

い
う
よ
う
な
見
解
を
も
先
尼
外
道

の
邪
説
で
あ
る
と
否
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
世
の
世
界
の
他
に
浬
桀

の
世
界
が
あ
る
と
は
説
か
な
い
。
あ
く
ま
で
こ
の
凡
夫

の
生
死
世
界
に
浬
桀

世
界
が
あ
る
と
説
く
。
先
に
触
れ
た
生
死
即
浬
桑

の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
霊
魂
否
定
、
身
心

一
如

(性
相
不
二
)
の
立
場
こ
そ
が

「
正
理
」
で
あ
る
と
説
示
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
霊
魂
否
定
に
関
連
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
道
元
は
未
来
永
劫
的
な

(永
遠
不
滅
の
)
実
体
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

種

子
と
し
て
の
仏
性
や
霊
魂
な
ど
の
輪
廻
の
主
体
と
な
る
存
在

(実
体
)
を
認
め
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。

あ
る

一
類
お
も
は
く
、
仏
性
は
草
木
の
種
子
の
ご
と
し
。
法
雨
の
う
る
ほ
ひ
し
き
り
に
う
る
ほ
す
と
き
、
芽
茎
生
長
し
、
枝
葉
花
菓
、

も
す
こ
と
あ
り
、
果
実
さ
ら
に
種
子
を
は
ら
め
り
。
か
く
の
ご
と
く
見
解
す
る
、
凡
夫
の
情
量
な
り
。

(「仏
性
」

一
巻

.
一
六
頁
)

地
水
火
風

の
精
霊
を
念
と
す
べ
か
ら
ず
…
…

(コ
ニ
十
七
品
菩
提
分
法
」
二
巻

.
一
五
〇
頁
)

仏
性
や
霊
知
を
草
木
の
種
子

の
よ
う
な
実
体
の
あ
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
。
ま
た
、
精
霊
は
、
「地
水
火
風
」
の
四
大
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
「凡
夫
の
情
量
」
で
あ
る
と
戒
め
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「
精
霊
」
を
安
易

に
霊

(
18

)

魂

と
解
釈
し
て
し
ま
う
こ
と
は
戒
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
道
元
が
仏
性
や
霊
知
、
そ
し
て
霊
魂
を
草
木
の
種
子
の
よ
う
な
実
体
の
あ
る
も

の
と
捉
え
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

以
上
、
道
元
は
身
心

一
如
、
性
相
不
二
、
心
滅
身
滅
の
立
場
を
肯
定
し
、
心
常
相
滅
、
身
滅
心
常
の
立
場
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
論
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証

し
た
。
そ
し
て
、
身
心

一
如

の
立
場
か
ら
、
霊
魂
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
は
、
種
子
の
よ
う
な
実
体

と
し
て
の
仏
性
を
認
め
た
り
、
未
来
永
劫
的
な
実
体
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
も
明
確
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
で
角
田
泰
隆
氏
は
、
道
元
の
身

心

一
如
説
は
、
身
が
滅
す
る
と
き
心
も
ま
た
滅
し
、
す
べ
て
が
無
に
帰
す
る
と
い
う
考
え
方
で
は
な
い
と
す
る
。
身
心
は

一
如
で
あ

っ
て
、

身

の
終
わ
る
と
き
共
に
滅
し
、
そ
し
て
そ
の
滅
し
た
身
心
が

一
如
と
な

っ
て
、
次
な
る
生
処
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
身
心
は
今

(
19

)

生
以
外
に
も

一
如
と
な

っ
て
輪
廻
し
て
い
く
と
説
か
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
道
元
は
輪
廻
転
生
を
説
示
す

る
が
、
い
ま
ま
で
の

考
察
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
中
心
は
今
現
在
に
積
極
的
に
善
業
を
積
ま
せ
る
た
め
、
今
現
在
に
参
学
求
法
精
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え

ら

れ
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
あ
く
ま
で
現
在
す
べ
き
自
己
の
あ
り
方
を
学
ば
せ
る
方
法
と
し
て
輪
廻
を
説

い
た
の
で
は
な
い
か
。
決
し
て
、

積
極
的
に
輪
廻
や
死
後
の
世
界
を
肯
定
的
に
捉
え
説
示
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
道
元
は
今
の

一
瞬

一
瞬
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
べ
き
か
を
く
り
返
し
説
き
示
す
か
ら
で
あ
る
。

話
が
反
れ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
道
元
は
輪
廻
の
主
体
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
消

極
的
肯
定
と
は
い
え
、
説
示
の
中
で
因
果
応
報
や
輪
廻
転
生
を
認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
な
に
も
の
か
が
輪
廻
の
主
体
と
し
て
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
霊
魂

の
存
在
や
輪
廻
の
主
体
と
し
て
実
体
的
な
も
の
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
道
元
は

輪
廻

の
主
体
を
認
め
ず
に
、
因
果
応
報
思
想
や
輪
廻
思
想
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
角
田
氏
は
輪
廻
の

主
体
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

道
元
禅
師
は
、
修
行
の
功
徳
を
積
み
上
げ
て
行
く
も
の
と
し
て

「輪
廻
の
主
体
」
を
認
め
て
お
ら
れ
た
と
結
論

せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
…
…
道
元
禅
師
に
と

っ
て
、
「実
体
で
は
な
く
、
し
か
も
輪
廻
主
体
」
、
つ
ま
り

「修
行

の
功
徳
」
を
蓄
積
し
て
い
く

"な

に
も

の
"
と
は
何
で
あ

っ
た
か
。
結
局
そ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
得
な
か

っ
た
が
、
お
そ
ら
く
道
元
禅
師
に
も
明
ら
か
に

(
20
)

し
得
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
釈
尊
は
霊
魂

の
有
無
に
つ
い
て
基
本
的
な
立
場
と
し
て
無
記
の
立
場
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
、
形
而
上
学
的
な
も
の
に
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関
し
て
は
、
無
記
の
立
場
を
と
り
、
無
駄
な
論
議
を
戒
め
る
。
さ
ら
に
、
輪
廻
の
主
体
と

い
っ
た
も
の
に
捕
わ
れ
た
り
、
執
著
す
る
こ
と

を
も
戒
め
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
は
輪
廻
転
生
か
ら
の
解
脱
を
説
い
て
い
る
。
輪
廻
転
生
の
迷

い
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
を
説
示
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
輪
廻
の
主
体
、
輪
廻
転
生
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
目
指
す

の
が
釈
尊

の
正
し
き
教
え
で
も
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
反

し

て
釈
尊

の
滅
後
、
部
派
仏
教
で
は
輪
廻
の
主
体
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
論
議
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。
説

一
切
有
部
で
は
仮
に
存
在
す
る
も
の
を
輪
廻
の
主
体

で
あ
る
と
し
、
経
量
部
や
正
量
部
で
は
輪
廻
の
主
体
は
実
在
す
る
も
の
で
あ

る
と
捉
え
た
。
仏
教
の
無
我
説
か
ら
大
き
く
外
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
衆
部
で
は

「根
本
識
」
を
輪
廻
の
主
体
と
し
て
捉

(
21

)

え
、
さ
ら
に
大
乗
仏
教
で
は

「阿
頼
耶
識
」
と
い
っ
た
概
念

で
輪
廻
の
主
体
を
説
明
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊

の
滅
後
、
釈
尊

の
意
志
に
反
し
て
無
駄
な
論
議
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

道
元
は
釈
尊
滅
後

の
仏
教
の
誤

っ
た
道
を
歎
き
、
輪
廻
の
主
体
を
意
図
的
に
説
示
し
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
輪
廻

の
主
体
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
と

い
う
論
議
を
避
け
、
ひ
た
す
ら
無
窮

の
行
持
修
行
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
そ
の
ま
ま
浬
葉
の
現

成

で
あ
る
と
い
う
確
信
、
信
念
、
さ
ら
に
は
断
固
と
し
た
信
仰
が
そ
こ
に
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
道
元
に
と

っ
て
輪
廻
の
主
体
が
何
で

あ
る
か
と
い
う
事
柄
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
輪
廻
の
主
体
と
し
て
の
霊
魂
を
認
め
ず
、
業

に
よ
る
輪
廻
が
あ
る

の
み
で
あ
る
と
し
、
今
現
在

の
行
持
を
精
進
努
力
す
る
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
「出
家
功
徳
」
巻
に

「…
…
た

だ

ひ
と
り
黄
泉

に
趣
く

の
み
な
り
。
お
の
れ
に
随
ひ
ゆ
く
は
、
た
だ
こ
れ
善

・
悪
業
等

の
み
な
り
」
(二
巻

・
二
九
〇
頁
)
と
説
か
れ
、

「
発
菩
提
心
」
巻
に

「業
に
ひ
か
れ
て
流
転
生
死
す
る
こ
と
、

一
刹
那
も
と
ど
ま
ら
ざ
る
な
り
」
(二
巻

・
三
三
六
頁
)
と
説
示
さ
れ
る
内

容
が
す
べ
て
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
輪
廻
の
主
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
執
著
す
る
こ
と
は
、
道
元

の
説
示

に
反
す
る
と
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
る
。

241
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道
元
が
輪
廻
転
生
、
中
有
、
そ
し
て
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
説
示
す
る
の
は
す
べ
て
今
現
在

(「而
今
」)
の
行
持

の
重
要
性
を
強
調
し
、

そ
の
実
践
を
奨
励
す
る
た
め
の
教
化
手
段
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
改
め
て

『正
法
眼
蔵
』
に
い
か
に

「而
今
」
が
強
調
さ

れ

て
い
る
か
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

い
ま
の
な
ん
ぢ
、
い
ま

の
わ
れ
、
尽
十
方
界
真
実
人
体
な
る
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
蹉
過
す
る
こ
と
な
く
学
道
す
る
な
り
。
た
と
ひ
三

大
阿
僧
祇
劫
、
十
三
大
阿
僧
祇
劫
、
無
量
阿
僧
紙
劫
ま
で
も
、
捨
身

・
受
身
し
も
て
ゆ
く
、
か
な
ら
ず
学
道

の
時
節
な
る
、
進
歩
退

歩
学
道
な
り
。

(「身
心
学
道
」

一
巻

・
五
一
頁
)

こ
の
説
示
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
道
元
の
時
間
論
は
、
時
間

・
存
在

・
自
己
の
三

つ
が
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「有
時
」
巻

に

「有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
」
(
一
巻

・
二
四
〇
頁
)
と
あ
る
。
道
元
の
時
間
論
は
、
時
間
即

存

在
で
あ
り
、
存
在
即
時
間
と
い
う
立
場
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
時
間
と
存
在
の
二
つ
が
相
即
不
離
で
あ
る
こ
と
は
、

「
い
ま
の
わ
れ
」
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
元
の
説
く

「有
時

(存
在
時
間
)
」
は
、
「自
己
」
を
離

れ

て
は
成
立
し
え
な

い
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
既
に
拙
稿
に
示
し
た
よ
う
に
道
元
の
観
身
不
浄
は
、
自
己

の
人
身
が
不
浄
な
る

こ
と
を
い
う

の
で
は
な
く
、
自
己
ぐ
る
み
尽
十
方
界
な
る
身
が
浄

・
不
浄
を
も
超
越
し
た
仏
な
る
真
実
体
で
あ
る
こ
と
を
体
証
す
る
こ
と

(
22
)

に
あ

っ
た
。
こ
こ
で
も

「
い
ま
の
な
ん
ぢ
、
い
ま
の
わ
れ
、
尽
十
方
界
真
実
人
体
な
る
人
な
り
」
と
説
か
れ
る
よ
う

に
、
道
元
に
お
い
て

「
わ
れ
」
と
か

「自
己
」
と
は
、
尽
十
方
界
な
る
自
己
、
わ
れ
ぐ
る
み
の
尽
十
方
界
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
ゆ
え
に
、
「而
今
」
を
強
調

す
る
に
し
て
も
、
時
間
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
尽
時
尽
界
を
含
ん
だ
時
間

・
存
在

・
自
己
が
相
即
し
た
と
こ
ろ
の
境
界

を
問
題
に
し
、
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
に
お
け
る

「而
今
」
の
行
持
学
道
は
、
尽
時
尽
界
ぐ
る
み
の
行
持
学
道
を
意
味
す
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る
と

い
え
る
。
よ

っ
て
、
「た
と
ひ
三
大
阿
僧
祇
劫
、
十
三
大
阿
僧
祇
劫
、
無
量
阿
僧
祇
劫
ま
で
も
、
捨
身

・
受
身

し
も
て
ゆ
く
、
か
な

ら
ず
学
道
の
時
節
な
る
、
進
歩
退
歩
学
道
な
り
」
と
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『御
抄
』
に
も

壼
十
方
界
眞
實
人
髄
と
談
ず
る
人
を
、
捨
身
受
身
と
云

へ
ば
、
只
此
捨
身
受
身
は
、
壷
十
方
界
眞
實
人
膿
に
て
あ
る
な
り
、
岸
よ
り

身
を
な
げ
虎
に
身
を
か

へ
な
む
と
す
る
を
、
捨
身
と
は
努
々
不
可
心
得
、
此
壼
十
方
界
の
道
理
が
、
三
大
阿
僧
祇
劫
、
乃
至
無
量
阿

(
23
)

僧
祇
劫
ま
で
も
、
學
道

の
時
節
な
ら
ぬ
所
あ
る
べ
か
ら
ず
、
故
以
今
道
理
、
進
歩
と
も
退
歩
と
も
仕
ふ
也
。

と
註
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
ぐ
る
み
の
尽
十
方
界
真
実
人
体
の
理
で
も

っ
て
、
三
大
阿
僧
祇
劫
、
十
三
大
阿
僧
祇
劫
、
無
量
阿
僧
舐
劫
と

仏
道
を
学
び
参
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「學
道
の
時
節
な
ら
ぬ
所
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
明
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う

に
、

「而
今
」
の
行
持
は
、
時
間

・
存
在

・
自
己
の
円
融
相
即
し
た
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
「行
持

(上
)」
巻
に

「か

の
行
持
を
見
成
す
る

行

持
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
わ
れ
ら
が
い
ま
の
行
持
な
り
」
(
一
巻

・
「
四
六
頁
)
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
、
「而
今
」

の
行
持
は
常
に
自
己

に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「而
今
」
の
行
持
の
強
調
が
説
か
れ
る
時
は
、
常
に
自
己
ぐ
る
み
の
尽
時
尽
界
な
る
身
心
で
行
じ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と

が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
他
の
巻
に
も
同
じ
よ
う
に
説
か
れ
る
の
で
、
二
、
三
挙
げ
て
お
く
。

い
は
く
の
今
時
は
、
人
人
の
而
今
な
り
。
令
我
念
過
去
未
来
現
在

〈我
れ
を
し
て
過
去

・
未
来

・
現
在
を
念
わ
し
む
〉

い
く
千
万
な

り
と
も
、
今
時
な
り
、
而
今
な
り
。
人
の
分
上
は
、
か
な
ら
ず
今
時
な
り
。

(「大
悟
」

一
巻

・
九
七
頁
)

諸
法
は
有
為
に
あ
ら
ず
、
無
為
に
あ
ら
ず
、
実
相
な
り
。
実
相
は
如
是
実
相
な
り
、
如
是
は
而
今

の
身
心
な
り
。
こ
の
身
心
を
も
て
、

発
心
す
べ
し
、
・:
…

(「発
無
上
心
」
二
巻

・
一
六
五
頁
)

さ
て
、
次
に
な
ぜ

「而
今
」
の
行
持
を
強
調
す
る
の
か
を
論
究
し
た
い
。
ま
ず
、
「即
心
是
仏
」
巻
に
お
け
る
以

下
の
説
示
か
ら
見
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

た
と
ひ

一
刹
那
に
発
心
修
証
す
る
も
、
即
心
是
仏
な
り
、
た
と
ひ

一
極
微
中
に
発
心
修
証
す
る
も
、
即
心
是
仏
な
り
、
た
と
ひ
無
量



244道元の輪廻観

劫

に
発
心
修
証
す
る
も
、
即
心
是
仏
な
り
、
た
と
ひ

一
念
中
に
発
心
修
証
す
る
も
、
即
心
是
仏
な
り
、
た
と
ひ
半
拳
裏
に
発
心
修
証

す
る
も
、
即
心
是
仏
な
り
。

(
一
巻

・
五
八
頁
)

コ

刹
那
」、
=

極
微
中
」、
コ

念
中
」、
「半
拳
裏
」
等
の
短

い
時
間
で
あ
ろ
う
と
、
「無
量
劫
」
の
長
い
時
間

で
あ
ろ
う
と
、
時
間

(
24
)

の
長
短

に
関
わ
ら
ず
発
心
修
行
が
そ
の
ま
ま
即
心
是
仏
で
あ
る
こ
と
を

い
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
ず
か
な
時
間

(
「而
今
」
)
の

一
瞬

の

発
心
修
行
で
あ

っ
て
も
、
仏
が
現
成
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
「大
悟
」
巻
に
も

「
み
な
と
も
に
大
悟
を
粘
来

し
て
、
さ
ら
に
大
悟

す

る
な
り
。
そ
の
正
当
急
塵
時
は
而
今
な
り
」
(
一
巻

・
九
三
頁
)、
「而
今
の
自
己
、
こ
れ
却
迷
な
る
か
、
不
迷
な
る
か
、
捻
点
将
来
す
べ

し
。
こ
れ
を
参
見
仏
祖
と
す
」
(
一
巻

・
九
六
頁
)
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
自
己
の

「而
今
」
が
そ
の
ま
ま

「大
悟
」

で
あ
り
、
そ
の
ま
ま

「
見
仏
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
に
お
け
る

「而
今
」
の
行
持
が
そ
の
ま
ま
証
の
現
成
で
あ
り
、
仏
の
現
成
で
あ
る
こ
と
を
い
う

の
で

あ
る
。
さ
ら
に

「渓
声
山
色
」
巻
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

龍
牙
の
い
は
く
、
昔
生
未
了
今
須
了
、
此
生
度
取
累
生
身
。
古
仏
未
悟
同
今
者
、
悟
了
今
人
即
古
人

〈昔
の
生
に
未
だ
了
ぜ
ず
ば
今

須
く
了
ず
べ
し
、
此
の
生
に
累
生
の
身
を
度
取
す
。
古
仏
未
だ
悟
ら
ざ
れ
ば
今
者
に
同
じ
、
悟
了
せ
ば
今
人
は
即
ち
古
人
な
り
〉。

し
つ
か
に
こ
の
因
縁
を
参
究
す
べ
し
、
こ
れ
証
仏
の
承
当
な
り
。

(
一
巻

・
二
八
四
頁
)

『禅
門
諸
祖
師
偶
頒
』
「龍
牙
和
尚
偶
頒
」
に
あ
る
龍
牙
居
遁
和
尚
の

「昔
生
未
了
今
須
了
、
此
生
度
取
累
生
身
。
古
仏
未
悟
同
今
者
、

(
25
)

悟

了
今
人
即
古
人
」
と

い
う
偶
頒
を
引
用
し
、
道
元
は

「し
つ
か
に
こ
の
因
縁
を
参
究
す
べ
し
、
こ
れ
証
仏
の
承
当

な
り
」
と
展
開
す
る
。

つ
ま
り
、
龍
牙
和
尚
が

「
い
ま
だ
か

つ
て
悟

っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
今
こ
そ
悟
る
べ
き
で
あ
る
。
今
生
の
人
身
に
お
い
て
こ
そ
、

輪

廻
転
生
す
る
こ
の
身
を
解
脱
す
べ
き
で
あ
る
。
古
仏
で
あ

っ
て
も
、

い
ま
だ
悟

っ
て
い
な
い
問
は
こ
の
者
と
同
じ
で
あ
る
。
悟
り
お
わ

れ
ば
、
今
人
は
古
人
で
あ
る
」
と
説
示
す
る
理
由
を
よ
く
参
究
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
道
理
が
体
得
で
き
れ
ば
、
「証
仏
の

承
当
」

で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
「証
仏

の
承
当
」
と
は

『聞
解
』
に
よ
れ
ば

「佛
を
讃
契
す
る
こ
と
を
承
當
し
う
け
あ
う
た
こ
と
ば

(
26
)

な
り
」
と
註
釈
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
道
元
は

「此
生
」
に
お
け
る
今
に

「累
生
身
」
を
解
脱
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
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り
仏

と
自
分
が
二
物
対
立
す
る
こ
と
な
く
、

一
体
に
な
る
こ
と
が
体
証
で
き
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
「而
今
」
に
お
け
る
行
持
努
力
が
即

仏
と
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

以

上
、
道
元
は

「而
今
」
に
お
け
る
わ
ず
か
な
行
持
修
行
で
あ

っ
て
も
、
「わ
れ
が
い
ま

の
行
持
」
が
そ
の
ま
ま
仏
の
現
成
で
あ
り

(
「即
心
是
仏
」)
、
仏
に
参
見
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り

(「参
見
仏
祖
」
)
、
仏
と

一
体

に
な
る
こ
と
を
体
証
す
る
こ
と

で
あ
る

(
「証
仏
の

承
当
」
)
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

つ
ま
り
、
「而
今
」

の
行
持
が
そ
の
ま
ま
浬
桑
で
あ
る
と

い
う
修
証

一
等
の
理
を
強
調

す

る
の
で
あ
る
。
「面
授
」
巻
に
は
、

こ
の
と
き
証
果
せ
ず
ば
、
い
つ
れ
の
と
き
か
証
果
せ
ん
、

こ
の
と
き
断
惑
せ
ず
ば
、
い
つ
れ
の
と
き
か
断
惑
せ
ん
、

こ
の
と
き
作
仏
な
ら
ざ
ら
ん
は
、
い
つ
れ
の
と
き
か
作
仏
な
ら
ん
、

こ
の
と
き
坐
仏
な
ら
ざ
ら
ん
は
、
い
つ
れ
の
と
き
か
行
仏
な
ら
ん
。

審
細
の
功
夫
な
る
べ
し
。

(二
巻

・
五
九
頁
)

と
あ

る
よ
う
に
、
「
こ
の
と
き
」
に

「証
果
、
断
惑
、
作
仏
、
坐
仏
」
し
な
け
れ
ば
、
「
い
つ
れ
の
と
き
」
を
経
て
も
、
得
道
す
る
こ
と
は

で
き
な

い
と
説
か
れ
る
。
た
だ
今
ば
か
り
命
は
あ
る
と
思

っ
て
、
「而
今
」

の
行
持
修
行
を
行
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま

「証
果
、
断
惑
、

作
仏
、
坐
仏
」
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「辮
道
話
」
巻
に

「
こ
の
法
は
、
人
人

の
分
上
に
ゆ
た

か
に
そ
な
は
れ
り
と

い
へ
ど
も
、

い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
」
(二
巻

・
四
六
〇
頁
)、
「仏
法

に
は
、
修
証
こ
れ

一

等
な
り
。

い
ま
も
証
上

の
修
な
る
が
ゆ
え
に
、
初
心
の
辮
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
」
(二
巻

・
四
七
〇
頁
)
と
説
か
れ
る
修
証

一
等
、

本
証
妙
修
の
道
理
で
あ
る
。

以
上
、
道
元
は

「而
今
」
の
行
持
修
行
を
幾
度
と
な
く
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
増
永
露
鳳
氏
が

「
有
時
の
而
今
を
眞
實

に
生
き
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
道
元
暉
師
に
於
け
る
宗
教

の
本
領
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
行
持
に
よ

っ
て
現
成
さ
れ
た
而
今
に
こ
そ
眞



246道元の輪廻観

(
27
)

の
宗
教
的
生
命
が
存
す
る
」
と
論
じ
る
と
こ
ろ
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

論
を

「道
心
」
巻
に
戻
す
と
、
「
こ
の
世
に
い
か
で
か
ま
こ
と
の
菩
提
あ
ら
ま
し
、
と
、
ね
が
ひ
、
い
の
る
べ
し

(①
)」
コ

生
の
う

ち

に

(⑩
)」
「こ
の
生

の
う
ち
に

(⑪
)」
と
あ
る
の
は
、
道
元
の

「而
今
」
強
調
の
立
場
か
ら
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
世
」、

「
こ
の
生
」、
コ

生
」
ど
こ
ろ
か
、
今
の

一
瞬
、

一
瞬
の
行
持
徹
底
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
道
元
が
中
有
や
来
世
の
存
在
を
説
示
す

る
の
は
、
今
こ
こ
で
発
心
修
行
す
べ
き
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
積
極
的
に
輪
廻
思
想
を
展
開
す
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
説
示
の
中
心
は
現
実
に
あ
る
今
の
瞬
間
の
あ
り
か
た

(行
持
)
に
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

結

量五
口口

 

『正
法
眼
蔵
』
「道
心
」
巻
を
中
心
に
し
て
道
元
の
輪
廻
観
お
よ
び
中
有
観
、
来
世
観
を
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
道
元
は
性
相
不

二

・
心
滅
身
滅
と
い
っ
た
身
心

一
如
の
立
場
を
と
る
。
ゆ
え
に
、
未
来
永
劫
的
な
実
体
、

つ
ま
り
、
種
子
と
し
て
の
仏
性
や
霊
魂
を
否
定

す
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
確
か
に
、
来
世
、
死
後
の
世
界
、
そ
し
て
、
輪
廻
転
生
を
説

い
て
い
る
が
、
そ
れ
は

一
種

の
教
化
手
段

(方

便
)
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
。
道
元
は
、
中
有

・
来
世
と
い
っ
た
断
定
で
き
な

い
事
柄
に
対
し
て
は
抽
象
的
表

現
で
語
り
、
死
後
の

世
界
が
あ
る
と
断
定
し
た
り

(常
見
)
、
死
後
の
世
界
は
な

い
と
断
定
し
た
り
す
る

(断
見
)
論
議
か
ら
解
き
放
た
れ
な
け
れ
ば
、
輪
廻

か
ら
の
解
脱
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
常
見

・
断
見
と
い
っ
た
無
駄
な
論
議
に
捕
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
な
る
仏
道
を
精
進
努

力
し
歩
ん
で
い
く
べ
き
こ
と
説
き
示
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
道
元
が
輪
廻
思
想
を
説
示
す
る
場
合
、
あ
く
ま
で
そ

の
中
心
内
容
は
現
在

に
あ
る
。
常
に
現
在
の
今

の
瞬
間

(
「而
今
」)
を

い
か
に
修
行
す
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
而
今
」
の
行
持
徹
底

が
そ
の
ま
ま
証
の
現
成
で
あ
り
、
仏
の
現
成
で
あ
る
と
い
う
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
説
示
の
中
で
過
去
世
、
未
来
世
、
さ

ら
に
は
未
来
永
劫
に
わ
た
る
生
死
輪
廻
が
説
か
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

「而
今
」
の
行
持
修
行

の
重
要
性
を
強
調
し
た
い
が
た
め



で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
元
は
積
極
的
に
輪
廻
思
想
そ
の
も
の
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実

の
理
想
的
な
修

行

の
あ
り
か
た
を
示
さ
ん
が
た
め
に
、
便
宜
上
、
説
く
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
積
極
的
に
説
示
し
た

い
の
は
現
実
に
あ
る
今
の
瞬
間

(
「而
今
」)
の
あ
り
か
た

(行
持
)
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に

「辮
道
話
」
巻
の
巻
末
の
言
葉
を
挙
げ
て
結
び
と
す
る
。

仏
祖
の
道
を
流
通
せ
む
、
か
な
ら
ず
し
も
と
こ
ろ
を
え
ら
び
、
縁
を
ま

つ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
た
だ
、
け
ふ
を
は
じ
め
と
お
も
は
む
や
。

(二
巻

・
四
八
一
頁
)
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注(
1
)

河
村

孝
道
氏

に
よ
れ
ば
、

「道
心
」
巻

は

「江

戸
期
、
晃
全

が

『正
法
眼
蔵
』

の
結
集

に
際
し

て
永
平
寺
庫
蔵
中

よ
り
採
取

し
た

一
本

(後

に

「
秘
密
正
法

眼
蔵
」
と
按
名

さ
れ
る
二
十

八
巻
本
)

で
、

二
十
八
巻
本

に
は
七
十
五
巻
本
第

四
十

四

の
列
次
番
号
を
有

つ

『仏
道
』
と
、
無
番
号

の

『仏
道
』

と

の
同
名

二
巻

が
あ
り
、

結
集

の
際

に
同
名
を
避
け

て
無
番

号

の

一
本

を
、
そ
の
本
文
冒
頭

の
内
容

に
因

ん
で

「
道
心
」
と
巻
目
を
改

め
、
そ
れ
が
本
山
版

に

継
承
さ
れ

て
世

に
流
布
し

て
現
在

に
至

っ
て

い
る
」

と
説
明
す

る

(河
村
孝
道
校
註

『道
元
禅
師
全
集
』
第

二
巻

、
春
秋
社

、

一
九

九
三
年
、
五
三
〇
頁

上
段
註
)
。
ま
た
、
こ

の

「道
心
」
巻
を
道

元

の
著
作

で
あ
る
か
疑
問
視
す
る
声

も
あ
る
が
、
角

田
泰
隆
氏

は

「別
段
偲

撰
と
疑
う
根
拠

も
な

い
」
と

の
論
究

(
「道

元
禅
師

に

お
け

る
身

心

一
如
説

と
輪

廻
説
」

『駒
澤
短
期
大

学
仏
教
論
集
』

第
三
号
、

一
九
九
七
年
、
八
四

～
八
五
頁
)
に
筆
者
も
賛

同
す

る
。

(
2
)

こ
の
説
示
は
臨
終

の
際
に
三
帰
依

を
唱
え

れ
ば

、
十
方

の
諸
仏

の
大
慈
大
悲

に
よ

っ
て
、
地
獄
に
堕
ち
る

べ
き
悪
業

が
軽
減

さ
れ

て
、
天
国

に
生
ま
れ
る
因
縁
が
作
ら
れ
る
こ
と
を

い
う
。
こ
れ
は

「辮
道
話
」
巻
、
第
三
問
答

で

お

ろ
か

に
千
万
訥

の
口
業
を
し
き
り

に
し

て
、
仏
道

に

い
た

ら
む
と
す

る
は
、
な
ほ

こ
れ
、
な
が
え
を
き
た
に
し

て
、
越

に
む
か
は
む
、
と
お
も
は
ん
が
ご
と
し
。
…
…
口
声

を
ひ
ま

な
く
せ

る
、
春

の
田

の
か

へ
る

の
、
昼
夜
に
な
く
が
ご
と
し
、

つ
ひ
に
又
、
益
な
し
。

(
二
巻

・
四
六
六
頁
)

と

の
説
示

に
矛
盾
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
「
辮
道

話
」
巻

で
は
、

念
仏

の
唱
文
は
、
春

に
田

で
鳴

い
て
い
る
蛙

の
よ
う
に
無
意
味

で

あ

る
と
批
難

し
て

い
る
。

一
方
、

「道
心
」
巻

で
は
、
三
帰
依

の

念
仏
を
唱
え

る
こ
と
が
、
過
去

の
悪
業
を
軽
減
す
る
功
徳
が
あ
る

と

い
う
。

一
見
、
矛
盾
し

て
い
る
と
誤
解
し

て
し
ま

い
そ
う

で
あ

る
が
、
念
仏
は
念
仏

で
独
立
究
尽
し

て
い
て
、
他

は
入
り
よ
う

が

な

い
。
道
元
は
念
仏
さ
え
唱
え
れ
ば
救

わ
れ
る
と
す
る
念

仏
宗

の

立
場
は
批
難
す
る
が
、
念
仏

の
行
為
そ

の
も

の
は
否
定
し

て
い
な

い
。
し
か
し
、
道
元

に
と

っ
て
、
あ
く
ま

で
正
伝

の
仏
法

は
坐
禅

で
あ

っ
て
、
念
仏

で
は
な

い
。
さ
ら

に
、
念

仏
を
否
定
し
な

い
こ
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と
は
、
焼
香

・
礼
拝

・
修
幟

・
看
経
な
ど
各

々
を
否
定

し
な

い
の

と
同
じ
で
あ

る
こ
と

に
注
意
す

べ
き

で
あ
る
。

(
3
)

『ダ
ン

マ
パ
ダ
』

(U
ξ

卜
①
.)

に

「
こ

の
身

は
泡
沫

の
ご
と
く

で
あ
る
と
知
り
、
か
げ

ろ
う

の
よ
う
な
は
か
な

い
本
性

の
も

の
で

あ
る
と
、
さ
と

っ
た
な
ら
ば
、
悪
魔

の
花

の
矢

を
断
ち
切

っ
て
、

死
王

に
見

ら

れ
な

い
と

こ

ろ

へ
行

く

で
あ

ろ
う
」
(
中
村

元
訳

『ブ

ッ
タ
の
真
理

の
こ
と
ば

・
感
興

の
こ
と
ば
』
岩
波

書
店

、

一

九

七

八
年

、

一
六

～

一
七
頁
)
と
あ

る
。
中
村

氏

に
よ
れ

ば
、

「悪
魔

の
花

の
矢

」
と
は

「
三
界

の
生
存

」
を

い
い
、
「
死
王

に

見

ら
れ
な

い
と

こ
ろ
」
と
は

「
不
死
な
る
大

ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
の
こ

と
」
を
指

し
て
い
る
と
説
明
す
る

(
同
右

、
八
二
頁
)
。

つ
ま
り
、

釈
尊

は
悟

る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
三
界
世
界
か
ら
解
脱

し
、
浬
樂

の
境
地

に

い
た

る
と
説

い
て
い
る
こ
と
が
理
解

で
き

る
。

つ
ま
り
、

悟

り
を
目
標
と

し
て
修
行
す

べ
き
こ
と
を
明
確

に
説

く
の
で
あ

る
。

ま

た
、

『
ダ

ン
マ
パ
ダ
』

(
∪
9

』
。。
α
)
に
は

「自

己

の
愛
執
を
断

ち
切
れ
、
1

池
の
水
の
上
に
出
て
来
た
秋
の
蓮
を
手
で
断
ち
切

る
よ
う

に
。
静
か
な

や
す
ら
ぎ
に
至
る
道

を
養
え

。
め
だ
た
く
行

き

し
人

(
11
仏
)
は
安
ら
ぎ

を
説
き
た

も
う
た
」
(
同
右
、
五

〇

頁
)
と
説
か
れ

る
よ
う

に
、
浬
葉

に
至
る
修
行

を
徹
底
す

べ
き

こ

と

が
説

か
れ

て

い
る
。
そ
し

て
、
『
ダ

ン

マ
パ
ダ
』

『
ス

ッ
タ

ニ

パ
ー
タ
』

の
説
示
に
は
、
く
り
返
し
、
浬
葉

の
境
地
、
不
死

の
境

地
が
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
釈
尊

が
輪
廻
解
脱
を

い
か

に
重
要
と

考
え
、
最
終
目
的
と
掲

げ
て

い
た
か
が
窺
え

る
の
で
あ

る
。
参
考

ま

で
に
以
下
に
列
挙

し
て
お
こ
う
。

【
『ダ

ン

マ
パ

ダ

』

に

お

い

て
浬
葉

や
不

死

が
説

か
れ

る
箇

所

】

(U
9

.曽

』
ω
.ω
b。
●ま

・
胡

●。。
①
●
H
=

・
H
。。心
』
O
心
』
目
。。
』

b。
α
.旨

①
.

N
刈
ω
●
卜o
刈
刈
・
N
刈
Q◎
●
bO
刈
り
・
bO
OQ
㎝
・
N
O◎
○◎
・
bQ
O◎
⑩
●
ω
N
QQ
●
ω
㎝
一
・
QQ
α
α
●
ω
①
oQ
・
QQ
①
㊤
●

ω
蕊

・ω
謹

.お

O
.自

ピ
自

昏
・等

)

【
『
ス

ッ
タ

ニ
パ

ー

タ
』

に

お

い

て
浬

葉

や

不

死

が

説

か

れ

る

箇

所

】(ω
p

お

●o。
O
●○。
①
●
HO。
①
●N
O
蔭
●b。b。
α
●認

Q。
』

ω
ω
』

①
刈
●
認

ω
・
α
O
ω
・餌

心
●

㎝
H
①
.
㎝
嵩

●
盟

O
.
器

α
.
経
①
』

刈
N
●
①
ω
α
●O
㎝①
・
①
O
QQ
.
刈N
①
・
刈
N
刈
・
刈
癖
α
.

刈
幽
り
.誤

㎝
●刈
㎝
○◎
.○◎
O
QQ
・oQ
刈
S
ooO
㊤
.
り
富

.逡

9

㊤
①
O
●一
〇
ら
○◎
」
8

刈
・一
〇
①
蒔
●

H
O
①
㎝
」
O
刈
O
」

O
OQN
」
O
Q◎
Q9
』
O
Q◎
①
」

O
⑩ト

目
O
り
①
」
H
O
O

●
H
H
H
り
●
一
一
蔭
り

等

)

(
4
)

道

元

は

「
辮
道

話

」
巻

等

を

中
心

に
生

死

世

界

そ

の
ま

ま

が

浬

桑

世

界

と

説

く

の
で

あ

る

。

生

死

は

す

な

は

ち
浬

葉

な

り
、

と

覚

了

す

べ
し

、

い
ま

だ

生

死

の
ほ

か

に

浬
葉

を
談

ず

る

こ
と

な

し
。(

二
巻

・
四

七

三

頁

)

…

…
身

と
心

と

を

分
別

し

、
生

死

と

浬

桑

と

を

わ

く

こ

と

あ

ら

む

や

。

(
二
巻

・
四

七

四

頁

)

生

死

即

浬
禦

と

よ

く

よ
く

覚

る

べ
き

で
あ

る

。

い
ま

だ

か

つ

て

生

死

の
ほ

か

に
浬

葉

が
あ

る

な
ど

と

説

く

こ
と

は

な

い
。

身

と

心

は
身

心

一
如

で
あ

っ
て
、

二
物

に
分

け

て
説

か

れ

る

こ

と

が

な

い

よ
う

に

、
生

死
即

浬

葉

で
あ

っ
て
、

生

死

と

浬
葉

を

分

け

て
談

ず

る

こ

と

は

な

い
の

で
あ

る
。

も

し
、

身

と

心

、

生

死

と

浬
葉

を

相

対

的

に
捉

え

、

二
物

に
分

け

て
し

ま

う

こ

と

が

あ

れ

ば

、

そ

の
見
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解

は

「外
道

の
見
を
か
た

る
狂
人

の
し
た

の
ひ
び
き
」

(
二
巻

・

四
七
四
頁
)
で
あ
る
と
厳

し
く
戒

め
ら
れ
る
事
柄

で
あ

る
。

(
5
)

道
元

は
、
「
四
禅

比
丘
」
巻
等

で
三
教

一
致
説

は
外
道

の
邪
説

で
あ
る
と
否
定
す
る
。
儒
教

・
道
教

は

「
い
ま
だ

一
世
中

の
前
後

を

し

ら
ず
」
、

「過

世

・
未
来

を

明

ら

め
ざ

る
が

ゆ
え

に
」

(
二

巻

・
四
三
〇
頁
)
仏
教
と
並

ぶ
も

の
で
は
な

い
と

い
う
。
仏
法
は

三
世
に
渡
り
因
果

の
道

理
を
明
ら
か
し
て

い
る
の
に
対

し
て
、
儒

教

・
道
教
は
全
く
因
果

の
道

理
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
現
在

の
こ
の

一
世

の
こ
と
さ
え
も
暗

い
か
ら

で
あ

る
と

い
う
。
ま
た
、

「出
家

功
徳
」
巻

に
は

「
外
道

の
、
過
去
世

な
し
、
と

い
ふ
を
破
す

る
な

り
」
(
二
巻

・
二
七

五
頁
)
と

あ
る
。

つ
ま
り
、
過
去

世

・
未
来

世
を
否
定
す
る
こ
と
は
外
道

の
邪
説

な
の
で
あ

る
。
道
元
は
常

に
、

因
果

・
三
世

の
道

理
を
擾
無

す
る
の
は
外
道

の
邪
見
と

し
て
斥
け

る

の
で
あ
る
。

(
6
)

榑
林
皓

堂

「
暉
宗
は
來
世

を

こ
う
見

る
」

『大
法

輪
』
第

二
〇

巻

第
二

一
号
、

一
九
五
三
年

=

月
号

、
八
〇
頁
。

(
7
)

下
室
覚
道

「道

元
禅
師

の
中
有

観

に

つ
い
て
」

『曹

洞
宗
研
究

員
研
究
紀
要
』
第

二
九
号

、

一
九
九

八
年
、

二
四
～
二
五
頁
。

(
8
)

下
室
覚
道

「道

元
禅
師

の
中
有
観

と
葬
祭
」

『宗
学
研
究
紀
要
』

第

一
四
号
、

二
〇
〇

一
年

、

一
七

四
頁
。
さ

ら

に
下
室
氏

に
は

「
『正
法
眼
蔵
』

に
お
け

る
中
有

と
中
矢
」

(
『宗
学

研
究
』
第
四

〇
号
、

一
九
九
八
年

、
六

一
ー
六
六
頁
)

と

い
う
論
考
も
あ

る
の

で
参

照
さ
れ
た

い
。

(
9
)

拙
稿

「道

元
禅
師

の
無
常
観
1

『正
法
眼
蔵
』
・
『正
法
眼
蔵

随
聞
記
』
を
中

心

に
し

て
」

『駒
澤
大
学

大
学
院
仏

教
学
研
究
会

年
報
』
第
三
六
号
、
二
〇
Ω

二
年

、

一
二
八
頁
参
照

。

(
10
)

下
室
覚
道

「
道
元
禅
師

の
中
有
観

に

つ
い
て
」
前
掲
論
文

、
四

頁
参

照
。

(
11
)

池
田
魯
参

「
道
元
禅
師

の
臨
終
観
」

『宗

学
研
究
』
第

二
八
号

、

一
九
八
六
年
、
四
〇
頁
。
こ
こ
で

い
う

「意
志
的

な
性
格
」

と

い

う

の
は

「
こ
の
世

の
人

の
あ
り
方
を
理
解

す
る
た
め
に
必
要

な
あ

の
世

の
存

在
と

い
う

ほ
ど

の
意

で
あ

る
」
(池

田
魯
参

『道
元
学

の
揺
藍
』
大
蔵
出
版
、

一
九
八
九
年

、
二
四
三
頁
)
と
補
足
説
明

さ
れ

て
い
る
。

(
12
)

富
山
は

つ
江
氏
は
以
下

の
よ
う

に
指
摘

す
る
。

道
元

に
あ

っ
て
は
、
生
滅
H
生
死

(
刹
那
生
滅

)
な

の
で
あ

っ
て
、

一
般
に

い
う
生
ま
れ

て
死
ぬ
と

い
う

一
生
涯

の
生

死

(
一
期
生
死
)
と
は
み

て
い
な

い
。
こ
ん
な
観
点

に
た

っ
て

「
正
法
眼
蔵
」
を
み
た
と
き
、
不
思
議
な

一
巻

が
あ
る
。
そ

れ
は

「
道
心

の
巻
」

で
あ
る
。
こ

の

一
巻

は
、
中
有
思
想

を

と
り
入
れ

て

一
期
生
死
観
を
そ

の
ま
ま
肯
定

し
て
説
か
れ
て

お
り
、

一
見
、
刹
那
生
死

の
た
ち
ば
に
あ
る
道

元

の
生

死
観

と

は
矛
盾

し

て
い
る
か

の
よ
う

に
思
わ
れ

る

(
『禅
と

カ
ウ

セ

リ
ン
グ
ー

実
践

の
こ

こ
ろ
ー

』
、
山
喜

房
仏
書
林

、

一
九
九
六
年

、
二
九
〇
頁
)
。

さ
ら

に
、
富
山
氏
は
こ

の
矛
盾

の
解
決

と
し
て

「
二

つ
の
生
死

透
脱

の
あ
り
方
は
三
昧

(
な
り
き
る
)

の
窮
極

・
標
準

に
お

い
て

は
全
く
同
質

の
も

の
で
あ
る
。
た
だ
直
下
に
身
心
脱
落

・
脱
落
身
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心

と
す
る

こ
と
と

、
『仏

さ
ま
』

に
依

っ
て
す

る
こ
と
に
発
心
修

証

の
過
程

に
差

の
あ

る
こ
と
を
示
し

て
い
る

の
み
で
あ
る

(
同
右
、

三
〇
二
頁
)
と
論
究
す
る
。

つ
ま
り
、
道

元

の
生
死
観

に
は

一
期

生

死
と
刹
那
生
死
と
が
あ
り
、
そ

の
二

つ
の
生
死
観

は
畢
寛

じ
て

は
矛
盾
す

る
も

の
で
は
な
く
、
同
質

の
も

の
で
あ
る
と
指
摘

す
る

の
で
あ

る
。

(
13
)

『正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
七
巻
、
日
本
仏
書
刊
行
会

、

一
九

五
七
年

、
四
五
四
頁

。

(
14
)

「
生
也
全
機

現
、
死
也
全
機
現
」
は

「
身
心
学
道
」
巻
や

「
全

機
」
巻

に
説
か
れ
る
よ
う

に
、
圓
悟
克
勤

(大
正
蔵
経
四
七
巻
、

七
九
三
頁
中
段

)

の
言
葉

で
あ

る
。
道
元
は

こ
の

「全
機
現
」

の

道
理
を
、
薪

と
灰

の
喩
え

、
四
季

の
喩
え
、
人
と
船

の
喩
え
、
腎

の
屈
伸
運
動

の
喩
え

、
甜

い
瓜

・
苦

い
瓠

の
喩
え
、
寒
暑

の
喩
え

等
、
様

々
な
喩
え

を
用

い
て
巧

み

に
説
明

す

る
。

こ

の

「全

機

現
」

の
道

理
は
、

『正
法
眼
蔵
』
中

い
た
る
所

で
説

か
れ
、
ま
た

比
喩
を
用

い
幾
度
と
な
く
説
示
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
道
元

に
と

っ

て

い
か
に
重
要
な
理

で
あ
る
か
想
像

に
難
く
な

い
。
ま

た
、

『聞

解
』

に
よ
れ
ば
、
全
…機
と
は

「
全
機

…
…
全

は
か
け
ず

そ
ろ
う

た

こ
と
、
…機
は
精
し

い

へ
ば
長

い
こ
と
な
れ
ど
も
、
こ

・
で
は
、

は

た
ら
き
と
合
黙
す
れ
ば
よ
し
」
(
『正
法

眼
蔵

註
解
全
書
』
第

五
巻
、

日
本
仏
書
刊
行
会
、

一
九
五
四
年
、
五
四
九

頁
)

と
註

せ
ら

れ
て

い
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
15
)

『正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
五
巻

、
日
本
仏
書
刊
行
会
、

一
九

五
四
年
、
三
七
二
頁
。

(
16
)

同
右
、
三
七
二
頁
。

(
17
)

拙
稿

「
道
元
禅
師

の
無
常
観
ー

『
正
法
眼
蔵
』
・
『正
法
眼
蔵
随

聞
記
』
を
中
心

に
し

て
」
前
掲
論
文

、

一
二
〇
ー

一
二
八
頁
参
照
。

(
18
)

『聞
解
』

に

「
依
草
…
…
餓
鬼

に
有
財
無
財

二
種
あ
り
、
無
財

餓
鬼
は
依
草
附
木
日
暮
れ
方
に
出
て
、
施
食
を
受
く

る
な
り
、
今

云

ふ
心
は
依
草
附
木

の
少
し
き
計
り

の
見
解
を

と
ら

へ
て
、
佛
法

の
本
意
を
思

ふ
て
居

る
と
云
ふ

こ
と
」
(
「
正
法

眼
蔵
註
解
全
書
」

第

八
巻
、

日
本
仏
書
刊
行
会
、

一
九
五
七
年

、
四
三
八
頁
)

と
あ

り

、
『私
記
』

に

「依
艸
附
木

の
精
露
と
は
、
情

識
計
較
を

い
ふ
、

大
小

の
先
徳
、

み
な

お
の
が
情
識
も

て
會

得
せ
る
と
こ
ろ
の
見
解

な
り
、
こ
れ
す

な
は
ち
佛
法

の
極
致
と
お
も

へ
る
な
り
と
、
こ
れ

自
解

の
思
量
分
別
を
是
と
執
す

る
に
あ

や
ま
り
を
上
る
な
り
」

(
同
右

・
四
三
九
頁
)
と
註
釈

さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で

の
説
示

は

「精
霊
」

に
焦
点

が
あ

て
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
「依

草
附
木

の
少

し
き
計

り
の
見
解
を
と
ら

へ
て
、
佛
法

の
本
意
を
思

ふ

て
居

る
」
考
え

や
、
「自

解

の
思
量
分

別
を
是
と
執

す
る
」
考

え
が
誤

っ
て
い
る
こ
と
を
戒

め
る
た

め
に

「精
霊
」

の
用
語
が
使

用
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。

(
19
)

角
田
泰
隆

「
道
元
禅
師

に
お
け
る
身
心

一
如
説
と
輪
廻
説
」
前

掲
論
文
、
八
八
頁
。
角

田
泰
隆

「道
元
禅
師

の
思
想
的
研
究
-
身

心

一
如
と
輪
廻
1

」

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

四
六
巻

第

一
号
、

一
九
九
七
年
、
八
五
ー
九

〇
頁
参
照

。

(
20
)

角
田
泰
隆

「
道
元
禅
師

に
お
け
る
身
心

一
如
説
と
輪
廻
説
」
前

掲
論
文
、
八
九
頁
。
同
論
文

で
、
角

田
氏

は

「辮
道
話
」
巻

・
第
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十
問
答

の
先
尼
外
道

の
見
を
分

り
易

く
五

つ
に
分
類

し
て
考
察
し

て
い
る

の
で
参
照
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
角

田
氏

は

『道
元
入
門
』

(大
蔵
出
版

・
一
九
九

九
年

)

の
著
書

の
中

で
も
、
道
元
が

「
輪

廻

の
主
体
」
を

い
か
に
捉
え

て

い
た
か
を
以

下
の
よ
う

に
分
析
し

て
い
る
。

…
…
身
心

一
如
説
と
、
今

の
輪

廻
説

と
は
、

一
見
矛
盾

し
た

説

の
よ
う

に
見
え
る
が
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。
…
…
道
元

の
説

く
身
心

一
如
は
、
ど
う

も
そ

の
よ
う

な
こ
と
で
は
な

い
。
な

ぜ
な
ら
、
決
し

て
来
世
や
輪
廻
を
否
定

し
て

い
る
の
で
は
な

い
か
ら

で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は

「輪

廻

の
主
体
」

の
否
定

で

は
な

く
、
「輪

廻

の
主
体
」
が
も

と
よ
り
完
全
無
欠

な
悟
り

と
し

て
の
存
在

で
は
な

い
と

い
う
主
張

で
あ
る
。
「修
行

の

功
徳
」
を

積

み
上
げ

て

い
く
も

の
と

し
て

の

「
輪

廻

の
主

体
」
は
認
め

て
い
る
と
考
え
ざ

る
を
得

な

い
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
道
元

の

「
身
心

一
如
」
と
は
、
身
体
的
行
為

が
、
心

的

"何

か
"

(輪

廻
す
る
主
体
)

に
密
接

に
関

わ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ゆ
え

に
、
修
行

の
必
要
性

を
説
き

、
積
功
累

徳

の
重
要
な
る

こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
道
元

の
輪
廻
説

に
直
結
す
る

の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば

、
道

元
に
と

っ
て
、
身
心

一
如
説
と
輪
廻
説
と
は
決
し
て
矛
盾

す
る
も

の

で
は
な

い
。
む
し

ろ
契
合
す
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

身
心

一
如
な

の
で
あ
り
、
今
世
来
世
が
あ
る

の
で
あ
り
、
因

果
歴
然

で
あ
り
、
輪
廻
が
あ
る

の
で
あ
る

(
一
六
八
～

一
六

九
頁
)
。

さ
ら
に
角

田
氏
は
、
道

元
の
輪
廻

(転
生
)

や
霊

(魂
)

に
対

す

る
見
解

と
し

て

「①

道
元

禅
師

は
、
生

死

の
連
続

(輪

廻
転

生
)
を
説

い
て
い
る
。
②
積
功

累
徳

す
る

「何

か
」
を
認

め
て

い

る
。
(
こ
れ
を
霊

と
言

っ
て

い
い
の
か
ど
う

か
は
問
題
)
③

そ
の

「
何
か
」
と
は
、
完
成
さ
れ
た
不
変
的
実
体

で
は
な
く

、
変
化
す

る

(成
熟

し
或

い
は
衰

退
す

る
)
も

の

で
あ

り
、
そ

の
変

化

に

「
修
行
」
が
関
わ
る
と
す
る
」
と
三

つ
列
挙

す
る

の
で
参

照
さ
れ

た

い

(
「
曹
洞
宗
に
お
け
る
葬
祭

の
宗
義
的
意
義
付

け

(私
論
)
」

『宗
学
研
究
紀
要
』
第

一
四
号
、
二
〇
〇

一
年

、

一
二
二
～

一
二

三
頁
)
。
ま
た

下
村

覚
道
氏
も

、
道

元
は
輪
廻

の
主

体
と
し

て

の

「種
子
」
を
認

め

て
い
た
と
論

究
す

る

(
「道
元
禅

師

の
業
報
観

(四
)
1

種

子
説

に

つ
い
て
ー

」

『宗
学

研
究
』
四

八
号

、

二
〇
〇
六
年
、
四
二
頁
)
。

(
21
)

齋
藤

唯
信

「
輪
廻
輻
生

の
主
膿
」

『佛
教

に
於

け
る
輪
廻
韓
生

と
解
脱
』
、
法

文
舘
、

一
九

三
〇
年
、
五

～
二
〇
頁
。
水
野
弘

元

「仏
教

に
お
け

る
死
後

の
世
界
」

『世
界

の
諸
宗

教

に
お
け

る
死

後

の
世
界
』
、
宗
教
心
理

出
版
、

一
九
八

五
年

、

一
四
四

～

一
四

九
頁

等
参
照
。

(
22
)

拙
棺

「道
元
禅
師

の
無
常
観
1

『正
法
眼
蔵
』
・
『正
法

眼
蔵

随
聞
記
』
を
中
心

に
し

て
」
前
掲
論
文
、

一
二
一二
ー

=

一六
頁
参

照
。

(
23
)

『正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
五
巻
、
日
本
仏
書
刊
行
会
、

一
九

五
六
年
、

三
六

四
頁
。

(
24
)

こ

の
箇
所

は

『御

抄
』

の
釈

は
な

い
が
、

『私
記
』

に

コ

刹
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那
は
極
短

時
な
り
、

一
極
微

は
、
極
微
質
な
り
、
と
き

の
長
短

に

は
か
か
は
ら
ず
、
形

の
大
小

に
あ
つ
か
ら
ず
、
螢
心
修
謹
す
れ
ば

即
心
是
佛

な
り
」
(
『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第

一
巻
、
日
本
仏
書

刊
行
会

、

一
九

五
六
年
、

三
四
八
頁
)
と
註
さ
れ
、
河
村
孝
道
氏

は

「半
拳
裏
」

を

「半
握
り

の
拳

の
そ

の
処
。
ほ

ん
の
わ
ず
か
な

こ
と
や
も

の

の
意
。

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
発
心
修
行
が
す

べ
て
即
心

是

仏

の
修
証

で
な

い
も

の
は
な

い
こ
と

の
意

に
用

い
る
」
(
河
村

孝
道
校
註

『道

元
禅
師
全
集
』
第

一
巻
、
春
秋
社
、

一
九
九

一
年

、

五
八
頁

上
段
註
)
と
註

し
て

い
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
25
)

龍
牙
居
遁
和
尚

の
伝
記

に

つ
い
て
は
、

『景
徳
伝
燈
録
』
巻

一

七

(大

正
蔵
経
五

一
巻

三
三
七
頁
中
段

～
三
三
八
頁

上
段
)
に

詳

し

い
。
ま
た
、

こ

の

「
龍
牙

和
尚

掲

頒
」
は

『卍
続

蔵

経
』

(第

二
編

篁

二

套

第

五
冊

四
五
六
頁
右
下
)

に
あ
る
。

(
26
)

『正
法

眼
蔵
註
解
全
書
』
第

一
巻
、

日
本
仏
書
刊
行
会
、

一
九

五
六
年

、
五

一
七
頁
。

(
27
)

増
永
露
鳳

「道

元
暉

師

の
立
場
と

そ

の
時
間
論
」

『印
度
学

仏

教
学
研
究
』
第

一
巻

第

二
号
、

一
九
五
四
年
、

一
八
頁
。

(
付
記
)

学
術

大
会

発
表
後

、
駒

澤
大
学

の
石
井

修
道
先

生

よ
り
、

「道
心
」
巻

は
な
ぜ
七

五
巻
本
、

一
二
巻
本

の
い
ず
れ
に
も
編
集

さ
れ

ず

、
二
八
巻
本

に
編
集

さ
れ
た

の
か
と

い
う

「
道
心
」
巻

の
位
置
付

け

に

つ
い
て
の
御
質
問
を
戴
き
ま
し
た
が
、
位
置
付
け
な
ら
び
に
版
本

の

違

い
に
よ
る
思
想
的
変
化
等

の
問
題

に
つ
い
て
は
今
後

の
研
究
課
題
と

し
た

い
。
記

し
て
感
謝

の
意
を
表
し
ま
す
。


