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は
じ
め
に
、
ど
う
し
て
も
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
な
禅
学
研
究
の
本
流
で

も
あ
り
、
か
つ
現
代
に
お
け
る
国
際
的
な
禅
学
研
究
の
中
心
で
も
あ
る
本
学
会

「禅
学
研
究
会
」

の
学
術
大
会
に
お
い
て
、
こ
と
も
あ
ろ

う
に
、
ど
う
し
て

「玄
突
三
蔵
の
唯
識
観
行
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
流
伝
に
つ
い
て
」
と

い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
で
研
究
発
表
さ
せ

て
い
た
だ
く
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
「
ふ
さ
わ
し
く
な

い
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
ご
批
判
が
あ
る
に
ち
が
い
な

い
と
思
う

の
で
す

が
、
わ
た
く
し
な
り
に
弁
解
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ご
く
少
し
、
お
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、
学
生
時
代
か
ら
臨
済
宗

の
総
本
山
の

一
つ

「相
国
寺
」
山
内
に
お
か
れ
て
い
た
居
士
坐
禅
会

「智
勝
会
」
に
参
加
さ
せ

て
い
た
だ

い
て
、
坐
禅
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
て
以
来
、
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
真
似
事
の
域
を
出
な
い
の
で
す
が
、
と
も
か
く
坐
禅
を

つ

づ
け
、
禅
学
に
は
関
心
を
も
ち

つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
イ
ン
ド

・
中
国
佛
教
思
想
史
全
体
の
流
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
自

分
の
専
門
分
野
と
し
て
勉
強
し
つ
づ
け
て
き
て
、
い
つ
の
日
か
最
後
に
は
中
国
禅
の
研
究
に
到
達
し
た
い
と
念
願
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

老
身

に
な

っ
て
目
下
、
階
か
ら
唐
初

へ
か
け
て
の
佛
教
思
想
史
の
大
き
な
流
れ
を
見
通
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
四
祖
道

信
か
ら
五
祖
弘
忍
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へ
と
発
達
し
て
き
た

「
北
宗
禅
」
的
な
禅
の
流
れ
が
、
ど
う
し
て
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
六
祖
慧
能

の

「南
宗
禅
」

へ
根

　　
　

本
転

回
す
る
か
、
を
勉
強
す
る
段
階
に
、
よ
う
や
く
到
達
し
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
、
は
た
と
何
か
欠
如
し
て
い
る
、
と
気
づ
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
禅
宗
史
の
内
部
だ
け
で
は
、
ど
う
し
て
も
説
明
の
つ
か
な

い
大
き
な
歴
史
の
根
本
転
回
が
転
回
し
て
い
る
よ
う

に
思

い
ま
す
。
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
根
本
転
回
が
転
回
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

ー

と

い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
い
く
と
、
ど
う
や
ら
玄

奨
三
蔵
の
と
こ
ろ
で

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
根
本
転
回
が
転
回
し
つ
つ
あ
る
の
だ
、
そ
れ
を
六
祖
慧
能
大
師
が

「見
性
成
仏
」
し
て

お
ら
れ
る
の
だ
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
だ
、
と
す
れ
ば
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
ど
こ
の
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
も
玄

奨
訳

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
読
調
さ
れ

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
本

日
は
、
玄
奨
三
蔵
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
根
本
転
回
が
転
回
し
て
い
る
か
、
を
考
察
し
て
み
た

い
と
考
え
た
次
第
で
す
。
そ
も
そ
も

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
と

い
う
短
経
は
、
ど
う

い
う
意
味
を
も

っ
て
出
現
し

て
き
た
か
、
玄
奨
三

蔵
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
を
も
た
ら
し
た
か
、
し
た
が
っ
て
六
祖
慧
能
を
は
じ
め
と
す
る
禅
の
祖
師
方
に
、
ど

の
よ
う
に
さ
と
り
の
根
本
転
回
を
引
き
起
し
て
き
た
か
、
な
ど
を
考
察
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、
よ
り
広
い
思
想
史
の

流
れ

の
中
で
禅
宗
史
を
理
解
す
る
た
め
に
こ
そ

「玄
莫
三
蔵
の
唯
識
観
行
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
流
伝
に
つ
い
て
」
考
察
し
よ
う

と
す
る
の
だ
、
と
ご
了
解

い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
甚
で
す
。

と

い
う
わ
け
で
本
日
、
お
話
、
申
上
げ
た

い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
目
次
に
し
て
提
示
し
て
お
き
ま
す
と
、
以
下

の
如
く
で
す
。

玄
奨
三
蔵

の
唯
識
観
行
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

一
ノ

一

玄
奨
三
蔵
の
唯
識
観
行

一
ノ
ニ

般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」
の
根
本
転
回

の
根
本
転
回



二

中
国
北
方
の
禅
と
南
方
の
禅

ー

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
流
伝

の
二
つ
の
あ
り
方

ニ
ノ

「

申
国
北
方
の
禅
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
北
伝

ー

小
説

『西
遊
記
」

の
発
達
に
至
る
ま
で

ニ
ノ
ニ

中
国
南
方
の
禅
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
南
伝

-

洞
山
良
紛
和
尚
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

結
語

現
代
の
地
球
環
境
時
代
に
お
け
る
禅
の
可
能
性
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
東
伝
に
つ
い
て

の
爾
伝
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か
く
し
て
、
い
ま
玄
癸
三
蔵
に
お
け
る

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
根
本
転
回
と
仮
り
に
名
づ
け
た
宗
教
体
験

の

一
大
事
に
つ
い
て
ご

説
明
、
申
上
げ
た
上
で
、
佛
教
経
典
の
中
で
も
最
少
字
数
の
本
経
が
、
ど
の
よ
う
に
中
国
の
歴
史
そ
の
も
の
を
根
本
転

回
す
る
よ
う
な
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
を
考
察
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
て
も
大
き
な
課
題
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
、
時
間
内
に
お
話
で
き
る
か
、

ど
う
か
、
心
も
と
な
い
の
で
す
が
、
ご
く
ご
く
要
点
を
摘
ん
で
お
話
し
た

い
と
思

い
ま
す
。

玄
奨
三
蔵
の
唯
識
観
行
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
根
本
転
回

さ
て
中
国
中
世
史
の
前
半
期
は
、
階
朝
が
、
わ
ず
か
三
十
数
年
の
南
北
統

一
の
後
に
崩
壊
し
た
と
こ
ろ
で
終
息
し
、
中
国
中
世
史

の
後

半
期
が
唐
朝
三
百
年
に
垂
ん
と
す
る
歴
史
過
程
で
あ

っ
た
と
考
え
ま
す
が
、
そ
の
後
半
期
に
お
い
て
こ
そ
、
中
世
史
か
ら
近
世
史

へ
の
根

本
転
回
が
転
回
し
て
い
っ
た
の
で
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
上
述
し
ま
し
た
よ
う
に
中
世
史
か
ら
近
世
史

へ
の
根
本
転
回
が
、
ど

の
よ
う
に
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転
回
し
た
か
、
を
問
題
に
し
て
き
て
、
ど
う
や
ら
六
祖
慧
能
の
と
こ
ろ
で
根
本
転
回
す
る
以
前
に
、
玄
奨
三
蔵
の
と
こ

ろ
で
唯
識
観
行
の

「転
依
」

i

根
本
転
回
!

が
転
回
し
は
じ
め
て
い
て
、
そ
れ
が
五
祖
弘
忍
の

「
北
宗
禅
」
的
禅
思
想

へ
導
入
さ
れ

つ
つ
あ
り
、
そ

れ
を
六
祖
慧
能
が

「見
性
成
仏
」
し
た
と
こ
ろ
で
近
世
思
想
史

へ
と
根
本
転
回
し
は
じ
め
た
、
そ
の
六
祖
慧
能
以
後
の

「南
宗
禅
」
の
思

想
運
動
こ
そ
が
、
近
世
の
新
儒
家
思
想
を
創
造
し
て
い
っ
た
の
だ
、
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、

い
ま
唐
朝
三
百
年

の
佛
教
思
想
史

の
根
幹

の
流
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
従
来
、
必
ず
し
も
明
確
に
問
題
に
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
は
、
中
国
北
方
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
儒

・
道

・
佛
三
教
が
存
続
し
て
い
て
、
そ
こ
に
お
い
て
華
厳
思
想
を
頂
点
と

す
る
法
相
唯
識
な
ど
の
佛
教
思
想
が
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
遼

・
金

.
元
及
び
西
夏

の
諸
征
服
王
朝
治
下
の

中
国
文
化

へ
つ
な
が

っ
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
中
国
南
方
に
お
い
て
は
、
従
来
、
解
明
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
よ
う
に

「南
宗
禅
」
の
思
想
運
動
が
主
流
と
な

っ
て
発
達
し
て
い
っ
て
近
世
儒

家
思
想

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
と
考
え
ま
す
が
、
申
国
北
方
で
は
、
少
し
く
状
況
が
異
な

っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
本
日
は
、

は
じ
め
に
玄
突
三
蔵
の
唯
識
観
行
の
根
本
転
回
を
転
回
さ
せ
た
の
が

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
中
国
北

方
と
中
国
南
方
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
に

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
流
伝
し
て
い
っ
た
か
、
を
区
別
し

て
論
じ
て
み
た

い

と
思

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
北
方
に
お
い
て
は
儒

・
道

・
佛
三
教
が
相
互
に
ど
ん
ど
ん
融
合
し
あ

い
な
が
ら
も
、
古

い

「唱

導
」

の
伝
統
が
存
続
し

つ
づ
け
、

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
か
ら
小
説

『西
遊
記
』
が
発
達
し
て
い
く

の
に
対
し
、
中
国
南
方
に
お

い
て
は

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

に
も
と
つ
い
て
、
さ
と
り
の
根
本
転
回
が
直
接
体
験
さ
れ
、
新
し

い
禅
文
化

-

羅
漢
画

.
山
水

画

・
唐
詩

・
草
書
な
ど
ー

が
創
造
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。



一
ノ
一

玄
　
三
蔵
の
唯
識
観
行
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さ
て
玄
癸
三
蔵

の
生
卒
は
、
階
文
帝

の
仁
壽
二
年

(08
)
に
生
れ
ら
れ
、
唐
高
宗
の
麟
徳
元
年

(O罐
)
に
亡
く
な

ら
れ
た
、
と
い
う

こ
と
で
す
の
で
、
ま
さ
し
く
階
朝
が
見
せ
か
け
だ
け
の
繁
栄
か
ら
急
転
し
て
衰
亡
し
大
混
乱
に
陥

っ
て
い
く
の
を
体
験
し
な
が
ら
、
そ
の

根
本
原
因
が
階
佛
教
の
体
制
護
持
的
保
守
反
動
性
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
新
し

い
革
新
佛
教

の
可
能
性
を
求
法
問
師
し
て
イ
ン
ド
ま
で

生
命
が
け
の
大
旅
行
を
敢
行
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
人
生
を
生
き
ら
れ
た
、
と
で
も
要
約
し
て
お
き
ま
す
。
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
、
は
じ

め
に
ま
ず
、
ご
く
簡
単
に
で
も
論
じ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
玄
奨
三
蔵
が
、
若

い
頃
に
、
ど
の
よ
う
な
階
佛
教
を
勉
学
し

た
上
で
、
ど
の
よ
う
に
当
時
の
佛
教
の
保
守
反
動
性
を
批
判
し
て
イ
ン
ド
ま
で
求
法
問
師
し
、
ど
の
よ
う
に
根
本
転
回
す
る
革
新
佛
教
を

伝
来
し
て
帰
国
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
来
、
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
玄
契
三
蔵

の
と
こ
ろ
に
お
い
て
中
国
中
世
史
か
ら
近
世

史

へ
の
根
本
転
回
が
転
回
し
は
じ
め
て
い
る
と
し
ま
す
と
、
そ
の
根
本
転
回
が
、
ど
の
よ
う
な
根
本
の
宗
教
体
験
に
よ

っ
て
転
回
し
て
い

る
の
か
、
そ
こ
に
お
い
て

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か
、
を
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

な
お
、
こ
の
玄
癸
三
蔵
の
勉
学
時
代
に

つ
い
て
は
、
別
稿
を
草
す
る
つ
も
り
で
す

の
で
、
こ
こ
で
は
、
ご
く
要
点
だ
け
を
論
じ
ま

す
。わ

た
く
し
は
、
以
前
に

『北
朝
階
唐

中
国
佛
教
思
想
史
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年
を
編
著
し
た
と
き
に
、
北
魏
末

か
ら
西
魏

・
北
周

を
通
じ
て
生
き
階
初
に
没
し
た
釈
曇
延

(臼
①
1
㎝Q。Q。)
が
、
真
諦
訳

『摂
大
乗
論
』
を

い
ち
早
く
入
手
し
て

『大
乗
起
信
論
』
を
著
作
し

た
可
能
性
を
論
じ
、
そ
の
曇
延
の

『大
乗
起
信
論
』
の
哲
学
こ
そ
が
、
階
に
よ
る
南
北
再
統

一
の
文
化
史
的
根
拠
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆

し
ま
し
た
。
そ
う

い
う
意
味
を
も

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
階
か
ら
唐
初
に
か
け
て
中
国
北
方
に
お
い
て
、
こ
の

『大
乗
起
信
論
』
の
哲
学

体
系
を

ふ
ま
え
て

『摂
大
乗
論
』
が
さ
か
ん
に
考
究
さ
れ
た
の
だ
、
と
理
解
し
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
中
國
北
方
で
、
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は
る
か
嶺
南
で
漢
訳
さ
れ
た
真
諦
訳

『摂
大
乗
論
』
が
講
義
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
が
少
年
期
か
ら
青
年
期

へ
か
け
て
の
玄
契
三
蔵
は
、
階
朝
で
最
新
流
行
し
て
い
た

『大
乗
起
信
論
』
の
哲
学
体
系
を
勉
学
し
て

大
疑
団
を
抱
い
た
如
く
で
、
階
末
の
戦
乱
で
辺
境
各
地
に
避
難
し
て
い
た
先
生
達
、
と
く
に
真
諦
三
蔵
直
伝
の
学
問
を
伝
え
る
先
生
達
を

訪
ね
歩

い
て
疑
問
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、

つ
い
に
開
悟
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
イ
ン
ド
ま
で
大
旅
行
し
て

『喩
伽
師
地

論
』
と

い
う
未
伝
の
論
書
を
伝
来
す
る
決
意
を
し
た
の
で
し
た
。
そ
れ
で
は
、
玄
婁
三
蔵
の

『大
乗
起
信
論
』

の
哲
学
体
系
に
対
す
る
疑

義
と
は
、
具
体
的
に
、
ど
う
い
う
問
題
で
あ

っ
た
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
こ
そ
、
お
そ
ら
く
中
国
佛
教
思
想
史
の
根
本

問
題
の

一
つ
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
慎
重
な
研
究
を
要
し
ま
す
が
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
当
面
、
『大
乗
起
信
論
』

の
哲
学
体

系
の
根
本
の
要
め
と
も

い
う
べ
き
、

「
心
生
滅
者
、
依
如
来
蔵
故
有
生
滅
也
、
所
謂
不
生
不
滅
、
與
生
滅
和
合
、
非

一
非
異
者
、
名
阿
梨
耶
識
」

と
い
う
定
義
に
み
ら
れ
る

「如
来
蔵
即
是
阿
梨
耶
識
」
と

い
う
テ
ー
ゼ
に
疑
惑
を
も
た
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。
文
化
創

造
の
根

源
で
あ
る

「如
来
蔵
」
が
、
そ
の
ま
ま
即
ち
文
化
堕
落
の
根
本
で
あ
る

「阿
梨
耶
識
」
だ
、
と
し
ま
す
と
、
ど
ん
ど
ん
文
化
創
造

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ど
ん
ど
ん
文
化
堕
落
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
て
、
そ
れ
こ
そ
保
守
反
動

の
歴
史
原
理
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
こ
と

が
、
実
際
に
、
階
末

の
歴
史
事
実
と
し
て
生
起
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
玄
癸
三
蔵
は
、
そ
の
よ
う
な

『大
乗
起
信
論
』
哲
学
体
系

の
保

守
反
動
性
を
見
抜

い
て
、
新
し
い
革
新
的
な
佛
教
思
想
を
模
索
し
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
れ
で
は
玄
奨
三
蔵
は
、
イ
ン
ド
ま
で
の
大
旅
行
を
敢
行
し
て
、
ど
の
よ
う
な
革
新
的
な
佛
教
思
想
を
伝
来
し
て
帰
国
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う

か
。
こ
こ
で
も
繁
雑
な
論
証
を

一
切
、
省
略
し
て
、
結
論
だ
け
を
述
べ
ま
す
と
、
玄
奨
三
蔵
が
、
帰
国
後
、
ま

っ
先
に
漢
訳
さ
れ

た

『顯
揚
聖
教
論
』

(↓
日

。。
一・
α
。。ω
σ
)
と

『阿
毘
達
磨
集
論
』
(日
日

G。
一・
O
c。刈
び
)
両
書
の
末
尾
に
説
か
れ
て
い
ま
す
、

つ
ぎ
の
よ
う
な



五
段
階

の

「唯
識
観
行
」
で
あ

っ
た
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
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持
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餌
げ
91
蚕
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四 三 二

作
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創
げ
鋤
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o
)

"

鏡

(91
α
錠

鐙

)

口

明

(91
δ
犀
9D
)

"

五

依

(P
興

P
団
P
)

"

佛
教
が
教
え
る
如
く

「福
徳
と
智
慧
の
資
糧
」
を
集
積
し
な
が
ら
佛
教
の
根
本
真
理

「
唯
識
」
を
聴
聞
し

思
惟
す
る
。

佛
教
の
根
本
真
理

「唯
識
」

へ
い
よ
い
よ
集
中
し
て
如
理
作
意
す
る
。

佛
教
の
根
本
真
理

「唯
識
」
を
観
察
行
し
な
が
ら
集
中
し
て

「鏡
」
の
よ
う
な
三
昧
に
入
る
。

佛
教
の
根
本
真
理

「唯
識
」
を
直
々
に
さ
と
る
と
き
主
体

・
客
体
を
区
別
す
る
分
別
が
脱
落
し
て
無
分
別

智
の
光
明
を
体
得
す
る
。

佛
教
の
根
本
真
理

「唯
識
」
を
知
ら
な
い
ま
ま
文
化
堕
落
し
て
き
た
阿
頼
耶
識
が
滅
し
て

「転
依
」

ー

根
本
転
回
1

し
、
佛
教
の
根
本
真
理

「唯
識
」
に
も
と
つ
い
て
文
化
創
造
す
る

「空
性
」
(即
ち
如
来

蔵
)
が
現
成
す
る
。

本
稿

の
論
旨
に
あ
う
よ
う
に
漢
訳
語
を
改
め
て
和
訳
し
て
い
ま
す
が
、
五
段
階
の

「
唯
識
観
行
」
の
根
本
構
造
は
、

こ
こ
に
意
訳
し
た

如
く
で
あ
る
と
お
考
え

い
た
だ
い
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
、
玄
突
三
蔵
が
、
階
代
佛
教
哲
学
の
い
か
ん
と
も
し
難
く

堕
落
す

る
保
守
反
動
原
理

「阿
梨
耶
識
即
是
如
来
蔵
」
と

い
う
テ
ー
ゼ
を
批
判
し
て
、
イ
ン
ド
ま
で
大
旅
行
し
て
イ
ン
ド
直
伝
の

「唯
識
」

哲
学

の
革
新
的
文
化
創
造
原
理

ー

阿
頼
耶
識
の
文
化
堕
落
が
滅
し
た
と
こ
ろ
で
根
本
転
回
し

「空
性
」
(即
ち
如

来
蔵
)
の
文
化
創

造
が
は
た
ら
き
は
じ
め
る
ー

を
伝
来
さ
れ
た
こ
と
が
、

一
目
瞭
然
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
玄
突

三
蔵
は
、
そ
れ
ま

で
中
国
佛
教
に
伝
来
し
て
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
す
が
、
中
国
の
佛
教
者
達
に
よ

っ
て
、
ま

っ
た
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

「転
依
」

1

根
本
転
回
i

の
宗
教
体
験
を
改
め
て
伝
来
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
世
史
か
ら
近
世
史

へ
の
根
本
転
回
を
転
回
さ
せ



8玄癸三蔵の唯識観行と 『般若波羅蜜多心経』の流伝について

は
じ
め
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
玄
奨
三
蔵
は
、
次
小
節
で
述
べ
る
よ
う
な
伝
記
上
の
宗
教
体
験
が
あ

っ
て
、
こ
こ
で
佛
教
の
根
本
真
理

「
唯
識
」
と
訳
し
た

唯
識
観
行
の
転
回
原
理
を
、
佛
教
の
根
本
真
理

「空
性
」
即
ち

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の

「空
性
」
の
転
回
原
理
と
し
て
体
験
さ
れ
て

い
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
つ
ぎ
に
は
、
そ
の
こ
と
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

一
ノ
ニ

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
根
本
転
回

こ
れ
ま
で

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
に
つ
い
て
の
解
説

・
研
究
書
は
、
汗
牛
重
棟
も
唯
な
り
ま
せ
ん
し
、
玄
奨
三
蔵
に
と

っ
て

『般
若

波
羅
蜜
多
心
経
』
が
い
か
に
重
要
で
あ

っ
た
か
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
度
、
い
く
つ
か
の
基
礎
的
研
究
を
勉

強
し
な
お
し
て
み
て
、
玄
突
三
蔵
に
と

っ
て

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
、
そ
も
そ
も
何
で
あ

っ
た
か
、
が
ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
し
た
。
と
も
か
く
原
史
料
に
ま
で
遡

っ
て

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
復
元
し
テ
ク
ス
ト
を
確
定
し
な
く

　　
　

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
原
史
料
の
み
が
歴
史
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
原
史
料
と
い
い
ま
す

の
は
、
敦
焼
写
本

に
伝
来
し
た

ψ
逡
罐

な
ど

の

「唐
梵
翻
対
字
音
」

テ
ク
ス
ト
と
日
本
古
伝

の
法
隆
寺
本
な
ど
の
梵
字
テ
ク
ス
ト
で
す
。
こ
れ
ら
両
伝
が

き
わ
め

て
よ
く

一
致
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
原
本

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
両
伝
を

一
字

一
字
、

比
較
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
再
構
成
し
て
み
ま
し
た
。

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

昌
p
日

魯

ω
霞

く
鉱
ロ
91
同
鋤
＼
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色
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受
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行
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、
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滅
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、



10玄突三蔵の唯識観行と 『般若波羅蜜多心経』の流伝について

[噌

]

霧

ヨ
且

旨
簿
磐

為

b
亙

帥
習

費
鋤
巨

感

ヨ
昌

鋤
日
誉

畦
口
'8

日
p
鼠

く
置
感

日
p。
旦

轟

日

き

暮
什
母
9
日
巷

寓
鋤
5

p
ω
p
B
器

鋤
B
①
日
①
日
自
誉

ω
弩
く
巴

昌

評
富

胃

器
p
B
p
き

日

ω
讐
冨

ヨ

9
日
詫
ヶ
為

けく
p
日
＼

故

知

般

若

波

羅

蜜
多

、

是

大
碑

呪
、

是

大

明
呪

、

是

無

上

呪

、

是

無

等

等

呪

、

能

除

一
切

苦

、

真

実

不

虚

、

[㈲
・。
]

O
量

鼠

冨

轟
巨

鼠
為

B

筈

三
B
巷

貸
魯

＼
鐙
身

讐
鼠

σq
讐
Φ
oq
讐
①
冨

同
擢

鉾
①
b
91
轟

の
p
日
ひq
無
⑦
げ
&

巨

ω
畠

冨

＼

故

説

般
若

波

羅
蜜

多

呪

、

即
説

呪

日
、

掲

帝

噛
掲

帝

、

般

羅

掲

帝

、

般

羅

僧

掲

帝

、

菩

提

、

僧

渉

詞

、

[留

]

℃
量

鼠

冨

鐙
自

鼠
耳
α
昌

p
の舜

轟
日
＼

般
若

波

羅
蜜

多

心

経

以

上

の
よ
う

に

敦
焼

写

本

及

び

日

本

古

伝

の
梵

字

写

本

に
忠

実

に
サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト
原

本

を

復

元

し

て

み

ま

す

と

、

下
線

部

で
多

少

の

不

一
致

が

認

め

ら

れ

る

と

は

い
え

、

「
度

一
切

苦

厄

」

を

別

に

す

れ

ば

、

同

内

容

の

反
復

部

分

で
あ

っ
て
、

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

原

本

と

漢

訳

本

は

、

き

わ

め

て
よ

く

一
致

す

る

と

い
う

べ

き

で

す

。

「
度

一
切

苦

厄

」

も

、

こ

の
経

が

つ
く

ら

れ

た

目

的

を

強

調

す

る

た

め

に
付

加

さ

れ

た

と

理
解

さ

れ

ま

す

。

ど
う

し

て
、

こ

の
よ

う

な

梵

本

と

漢

訳

本

が

存

在

す

る

の

で
し

ょ
う

か
。

か

っ
て

冨

昌

乞
p
匪

興

博

士

が
論

証

さ

れ
た

(
冒

ミ

ミ
ミ

庶

ミ
僑
ミ

繕
ミ

ミ

§

ミ

』
恥賄
ミ

§

ご
ミ

ミ

bu
ミ

職
ミ
象

Gリ
ミ
織
賊爵

く
2

一
㎝
,

コ
ρ
卜。
,
一
〇
〇
b。
)

よ
う

に

、

ま

ず

漢

訳

本

が
存

在

し

て

い

て

(
こ

れ

は
、

羅

什

訳

『
大

品

般

若

経

」

に

も

と

つ

い
て
主

要

部

を

構

成

し

て

い
ま

す

)
、

そ

れ

を

、

お

そ

ら

く

中

国

で

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト

へ

.、σ
p
o
宰
口
き

匹
讐
Φ
、.
し

た

の
で

は

な

い
か

と

思

い
ま

す

。

誰

が

、

一
体

、

何

の
た

め

に
、

こ

の
よ

う

な

爾

様

の

テ

ク

ス
ト

を

構

成

し

た

の

で
し

ょ
う

か
。

わ

た

く

し

は
、

こ

の
度

あ

ら

た

め

て

『般

若

波

羅

蜜

多

心

経

』

の

テ

ク

ス
ト

そ

の
も

の
を

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト

原

本

へ
と

復

元

し

つ

つ
、



い
わ
ゆ
る
玄
　
訳
本
と
対
校
し
な
が
ら
読
解
し
て
み
て
、
こ
れ
は
玄
漢
三
蔵
ご
自
身
が
イ
ン
ド
旅
行
を
決
行
す
る
に
あ
た

っ
て
生
死
の
際

に
唱
え

る
呪
符
と
し
て
羅
什
訳

『大
品
般
若
経
』
の
経
句
を
主
体
に
構
成
し
、
そ
れ
を
ご
自
分
で
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

へ

.、び
p
爵
み
轟
口
巴
讐
Φ
.

さ
れ
た
、
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
本
経
冒
頭
に

「観
自
在
菩
薩
」
(こ
こ
で
は
玄
婁

訳
の
訳
語
を
用

い

て
い
る
)
が
出
現
し
本
経
を
伝
授
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
、
玄
婁
三
蔵
が
大
旅
行
で
危
難

の
際
に
は

「観
音
菩
薩
」
(
こ
こ
で
は

一
般
的

な
名
号
を
用
い
て
い
る
)
の
名
号
及
び
本
経
を
唱
え

つ
づ
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
も
、
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら

　　
　

に
、
こ

の
敦
煙
写
本
の
漢
字
音
写
本
と
日
本
古
伝
の
梵
字
本
と
に
共
通
に
ほ
ぼ
同
文
で
付
伝
さ
れ
て
い
る

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説

も
、
玄
癸
三
蔵
が

「観
自
在
菩
薩
」
あ
る
い
は

「観
音
菩
薩
」
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
梵
漢
爾
様
の
本
経
を
構
成
さ
れ
た
こ

と
を
示

し
て
い
る
と
解
釈
し
得
る
と
思

い
ま
す
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
伝
説
で
す
。
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唐
梵
翻
封
字
音
般
若
波
羅
蜜
多
心
経

西
京
大
興
善
寺
石
壁
上
録
出

慈
恩
和
尚
奉

詔
述
序

梵
本
般
若
波
多
心
経
者
、

大
唐
三
蔵
之
所
課
也
。

三
蔵
、
志
遊
天
竺
。

宿
空
慧
寺
道
場
内
。

路
次
盆
州
、

梵
字
音

一
音

一
音
を
漢
字
音
で
音
写
し
た
般
若
波
羅
蜜
多
心
経

慈
恩
和
尚
が
詔
を
奉
じ
て
序
を
述
作
さ
れ
た

(西
京
の
大
興
善
寺
の
石
壁
の
上
か
ら
録
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
)

こ
の
梵
本
の

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
大
唐
国
の
玄
莫
三
蔵
が

(サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

へ
)
訳

玄
　
三
蔵
は
、
天
竺

へ
求
法
の
旅
に
出
よ
う
と
決
心
し
て
、

を
と

っ
て
、
空
慧
寺

の
修
行
道
場
に
宿
泊
し
た
。

盆
州

(現
在

の
四
川
省
)
を
通
る
道
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遇

一
僧
有
疾
、
詞
問
行
止
、

因
話
所
之
、
乃
歎
法
師
日
、

「爲
法
忘
膿
、
甚
爲
希
有
。
然
則

五
天
逼
逓
、
十
萬
絵
程
。

道
渉
流
沙
、
波
深
弱
水
。

胡
風
起
庭
、

動
塞
草

以
愁
人
、

山
鬼
暗
時
、

封
荒
兵
之
落
葉
。

朝
行
雪
蝋
、
暮
宿
泳
崖
。

樹
掛
猿
揉
、
境
多
魑
魅
。

層
轡
登
於
葱
嶺
、

繋
似
帯

雪
之
白
雲
。

一
人
の
病
気
し
て
い
る
僧
に
出
会

っ
た
。
「ど
こ

へ
行
き
な
さ
る
か
」
と
質
問
す
る
の
で
、
説
明

し
て
や

っ
た
と
こ
ろ
、
「す
ば
ら
し
い
」
と
三
蔵
法
師
を
感
嘆
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
言

っ
た
。

「佛
法
を
求
め
る
た
め
に
、
身
命
を
忘
れ
る
、
と
は
1

き
わ
め
て
希
有
な
る
こ
と
だ
。
そ
う
で

は
、
あ
る
け
れ
ど
も
、

イ
ン
ド
五
天
竺
は
、
は
る
か
に
遠
い
。
十
萬
絵
里
ほ
ど
も
あ
る
。
流
沙
の
砂
漠

の
道
を
越
え
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
砂
の
山
は
深

い
谷
を

つ
く

っ
て
い
て
、
羽
毛
も
浮

か
ば
な

い
弱
水
を

渡

っ
て
い
く
よ
う
だ
。

か

っ
て
経
験
し
た
こ
と
も
な

い
よ
う
な
風
が
吹

い
て
き
て
、
邊
境
の
草
原
の
草

々
を
な
ぎ
倒
し
て

い
く
と
、
ぞ
ー

っ
と
、
さ
み
し
く
な
る
。
妖
怪
ど
も
が
す
す
り
泣
く
よ
う
な
声
を
出
し
て
く
る
と
、

荒
野
の
地
に
戦
死
し
た
兵
隊
ど
も
の
幽
霊
が
迫

っ
て
く
る
。

朝
に
雪
を
い
た
だ
く
険
し

い
山
を
よ
じ
登

っ
て
い
き
、
夕
べ
に
は
氷

つ
い
た
崖

の
と
こ
ろ
で
宿
泊

す
る
。

樹
々
に
は
、
大
猿

・
小
猿
が
ぶ
ら
さ
が

っ
て
い
て
、
あ
た
り

一
面
に
に
魑
魅
魍
魎
が
う
よ
う
よ
し

て
い
る
。

険
し
い
山
々
が
積
み
重
な

っ
て
い
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
よ
り
も
奥
深
い
。

雪
の
よ
う
な
白
雲
が
と
り
ま
い
て
い
る
。



群
木
籏
於
鷲
峰
、

聲
如
蓼

天
之
碧
嬌
。

程
途
多

難
、
去
也
如
何
。

多
く
の
木

々
が
馨
蒼
と
茂

っ
て
い
て
霊
鷲
山
よ
り
も
密
林
だ
。

青

々
と
し
た
峰

々
は
天
に
も
届
か
ん
ば
か
り
に
登
え
て
い
る
。

道
程
に
は
、
幾
多

の
困
難
が
あ
ろ
う
。
現
場

へ
行

っ
て
み
た
ら
、
ど
ん
な
に
大
変
か
。

我
有
三
世
諸
佛
心
要
法
門
、

わ
た
く
し
は
、
『三
世
諸
佛
の
心
要
の
法
門
』
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
受
持
し
て
い
る
。

『輝學 研 究』第91號,2013年3月

師
若
受
持
、
可
保
來
往
」

遂
乃
口
受
爲
法
師
詑
。

至
暁
、
失
其
僧
焉
。

三
蔵
結
束
嚢
装
、
漸
離
唐
境
。

或
途
経
厄
難
、
或
時
閾
齋
嵯
。

憶
而
念
之
、
四
十
九
遍
。

失
路
即
化
人
指
引
、

思
食
則
轍
現
珍
疏
。

13

但
有
誠
祈
、
皆
獲
俄
祐
。

法
師
様
も
し
、
こ
の

『三
世
諸
佛

の
心
要
の
法
門
』
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
受
持

し
て
い
か
れ
る
な

ら
ば
、
往
復
の
道
中
の
安
全
を
守

っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

か
く
し
て
三
蔵
法
師
の
た
め
に
、
口
づ
て
に
伝
授
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
終

っ
て
夜
が
明
け
る
と
、

か
の
僧
は
、
ど
こ
か

へ
消
え
て
し
ま

っ
た
。

い
よ
い
よ
三
蔵
法
師
は
、
旅
装
を
と
と
の
え
背
嚢
を
背
負

っ
て
出
発
し
た
。
漸
次
に
唐
国
の
国
境

か
ら
離
れ
て
進
ん
で
い
っ
た
。
あ
る
い
は
中
途
で
ど
う
し
よ
う
も
な
災
厄
に
見
舞
わ
れ
、
あ
る
時

は
食
物
の
布
施
が
ま

っ
た
く
な
く
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
想
い
起
し
て
、
こ

の
梵
本

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
念
論
し
た
こ
と
、
四
十
九
遍
で
あ

っ
た
。

道
に
迷

っ
て
し
ま

っ
た
と
き
に
は
、
ど
こ
か
ら
か
人
が
現
わ
れ
て
き
て
、
道
案
内

し
て
く
れ
た
し
、

食
物
が
ほ
し
い
と
思

っ
た
と
き
に
は
、
た
ち
ま
ち
、
す
ば
ら
し

い
ご
馳
走
が
出
現
し
た
。

唯
凌
、
誠
心
誠
意
、
祈
り
さ
え
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
、
外
敵
を
撃
退
し
、
天
の
め
ぐ
み
を
與
え
て

く
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
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至
中
天
竺
摩
蜴
陀
国
那
燗
陀
寺
、

旋
続
経
蔵
次
、
忽
見
前
僧
。

而
相
謂
日
、

や
が
て
中
天
竺
の
摩
蜴
陀
国
の
那
燗
陀
寺
に
到
り

つ
い
て
、
経
蔵

の
周
囲
を
右
続
し
て
い
る
と
き

に
、
思
い
が
け
ず
、
あ
の
と
き
の
僧
が
現
れ
て
き
て
、
話
し
か
け
て
き
た
。

「遠
渉
歎
険
、
喜
達
此
方
。
頼
我

「は
る
か
遠
く
銀
難
と
危
険
に
満
ち
た
道
を
通

っ
て
、
よ
く
ぞ
、
こ
こ
ま
で
や

っ
て
來
ら
れ
た

昔
支
那

国
所
傳
三
世
諸
佛
心
要
法

1

わ
た
く
し
が
、
昔
、
支
那
国
で
伝
授
し
た

『三
世
諸
佛

の
心
要
の
法
門
』

を
信
頼
し
た
か
ら

門
。
由
斯
経
歴
保
爾
行
途
。
取
経

だ
。
こ
の
法
門
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
を
通
じ
て
、
あ
な
た
の
旅
行
の
安
全
を
守

っ
て
き
た
か
ら

早
遂
満
爾
心
願
。
我
是
観
音
菩
薩
」

だ
。
佛
経
を
取

っ
て
帰

っ
て
く
る
と

い
う
、
あ
な
た
の
心
か
ら
の
願
は
、
も
う

満
足
さ
れ
た
ぞ
。

わ
た
く
し
は
、
観
音
菩
薩
で
あ
る
そ
よ
」
と
。

言
詑
沖
空
。
既
顯
奇
鮮
、

こ
う
言
い
詑
わ
る
と
、
大
空

へ
消
え
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
希
有
な
吉
祥
が
、
は
っ
き
り
あ
る

爲

斯
経

之

至
験

…

の
で

あ

る
。

こ

の
経

典

は
、

ま

こ
と

に
霊

験

あ

ら

た

か

で
あ

る
。

.

.

.

(方

廣

鋸

『般

若

心

経

課

注

集

成

』

上

海

古

籍

、

1

9

9

4
年

、
U
・
偉

に

よ

る
。

図

-
参

照

)

し
か
ら
ば
玄
突
三
蔵
は
、

一
ノ

一
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
階
代
を
リ
ー
ド
し
た
保
守
反
動
の
佛
教
哲
学
を
疑
惑
し
、
中
国
各
地
に
離
散

し
た
先
生
達
か
ら
も
解
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
し
て
、
い
よ
い
よ
生
命
が
け
で
イ
ン
ド
ま
で
の
大
旅
行
を
決
行
す
る
に
あ
た

っ
て

「観

自
在
菩
薩
」
あ
る
い
は

「観
音
菩
薩
」
か
ら
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
と
く
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

を
構
成

し
、
そ
れ
を
唱
え
な
が
ら
幾
多

の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、
イ
ン
ド

へ
の
求
法
の
旅
を
成
就
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と

も
か
く

『大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
傳
』
巻
第

一

(↓
↓

㎝ρ
N
漣

び
)
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
玄
突
三
蔵

の
身
体

的
生
命
が
ほ
と
ん

ど
ゼ

ロ
に
な
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
唱
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
命
を
甦
え
ら
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ



の
と
き

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
根
本
転
回
を
体
得
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
根
本
真
理

「空
性
」
の
根
本
転
回
を
体
得
し
て

い
る
、
と

い
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
根
本
真
理

「空
性
」
の
根
本
転
回
を
可
能
に
す
る
佛
教
哲

学
を
、
イ
ン
ド
各
地
で
問
師
求
法
し
な
が
ら
、
つ
い
に
、
そ
れ
は
、
即
ち
根
本
真
理

「唯
識
」
の
根
本
転
回
だ
、
と
伝
授
さ
れ
て
伝
来
す

る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
か
ら
考
え
て
も
、
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の

「空
性
」
の
根
本
転
回
が
受
容
さ
れ
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
喩
伽
行
者
達
の
問
で

「唯
識
」
の
根
本
転
回
が
成
立
し
た
わ

け
で
す
か
ら
、
と
も
か
く
玄
突
三
蔵
は
、
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き

「空
性
」
の
根
本
転

回
あ
る
い
は

「唯

識
」
の
根
本
転
回
を
体
得
し
、
そ
れ
を
中
国

へ
伝
来
し
て
お
ら
れ
る
、
と
い
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
階
朝

の

保
守
反
動
の
佛
教
哲
学
を
革
新
し
中
世
史
を
近
世
史

へ
と
根
本
転
回
さ
せ
る
佛
教
哲
学
で
も
あ

っ
た
の
で
し
た
。

つ
ぎ
に
は
、
そ
の
玄
奨
三
蔵
の
革
新
的
佛
教
哲
学
が
、
ど
の
よ
う
に
中
国
北
方
と
南
方

の
文
化
的
伝
統
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新

し
い
文
化
を
創
造
し
て
い
く
か
を
、
と
く
に

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
流
伝
の
二
つ
の
あ
り
方
と
し
て
考
察
し
て
み
ま
す
。
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二

中
国
北
方
の
禅
と
南
方

の
禅

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
流
伝
の
二
つ
の
あ
り
方

さ
て
、
い
ま
玄
奨
三
蔵
の
根
本
の
宗
教
体
験
と
し
て
の

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
根
本
転
回
が
、
ど
の
よ
う
に
中
国
北
方
あ
る
い
は

南
方
の
禅
思
想

へ
と
流
伝
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
つ
づ
く
時
代
に
固
有

の
文
化
を
創
造
し
て
い
く
か
、
を
考
察
す
る
に
あ

た

っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
を
、
あ
ら
か
じ
め
解
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

一
は
、
そ
も
そ
も

『般
若
波
羅
蜜

多
心
経
』
そ
の
も

の
が
、
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
を
も
た
ら
す
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
う
か
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
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な
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
。
二
は
、
玄
契
三
蔵
の
根
本
の
宗
教
体
験
が
、
は
た
し
て
実
際
に
禅
思
想
に
受
容
さ

れ
た
か
、
ど
う
か
、
を
歴
史
事
実
と
し
て
確
認
し
得
る
か
、
と

い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
二
間
、
ご
く
簡
単
に
答
え
る
こ
と
を
試
み
て
み
ま
す
。

ま
ず
第

一
、
『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
構
成
に
つ
い
て
。
『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
そ
の
も
の
が
、
根
本
転
回
の
宗

教
体
験
を
も
た
ら

す
よ
う

に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
さ
き
に
6
頁
に
掲
出
し
て
お
い
た

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
原
文
に
お

い
て

痂

巳

で

「観
自

在
菩
薩
」
が
出
現
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
「三
世
諸
佛

の
心
要
の
法
門
」
を
伝
授
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
三
世
諸
佛
」
が

「観
自
在

菩
薩
」
と
い
う
具
体
的
な
姿
を
と

っ
て
、
玄
婁
三
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
禅
修
行
者
に
出
現
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ぎ

に

[ゆ
N]
乃
至

[ゆ
凸

に
お
い
て

「舎
利
子
よ
」
と
呼
び
か
け
て

「般
若
波
羅
蜜
多
」
が
説
法
さ
れ
て
い
る
の
は
、
玄
莫
三
蔵
を

は
じ
め
と
す
る
禅
修
行
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
の
内

へ
呼
び
か
け
な
が
ら
、
「般
若
波
羅
蜜
多
」
の
説
法
そ
の
も
の
が
現
成
し
て
き
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
心
の
内

へ

「般
若
波
羅
蜜
多
」

の

「
空
相
」
あ
る
い
は

「
空
性
」
が
現
成

し
て
く
る
と
き
、

ひ
と
り

ひ
と
り
の
禅
修
行
者
は
、
古
い
人
格
を
根
本
転
回
し
て
、
新
し
い
人
格
と
し
て
自
由
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

[ゆ
α]
乃
至

[ゆ
①]
に
お
い
て

「菩
提
薩
垣
」
あ
る
い
は

「菩
薩
」
と

い
う
名
は
、
玄
奨
三
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
禅
修
行
者
ひ
と
り
ひ

と
り
が
根
本
転
回
し
た
と
き
の
新
し
い
自
由
な
人
格
を
名
づ
け
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
新
し

い

「
菩
薩
」
と
い

う
人
格
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「心
無
呈
擬
」
に

「無
有
恐
怖
」
に
自
由
に
修
行
し
て
い
け
ば
、
究
寛
に
お
い
て
浬
葉
し
た
り
、
無
上
正
等

菩
提
に
も
達
す
る
の
だ
、
と
思
い
ま
す
。

[ゆ
呂

乃
至

[ゆ
O
]
は
、
こ
の
よ
う
な
古
い
人
格
を
根
本
転
回
し
て
新
し
い
自
由
な
人
格
た
ら
し
め
る
意
味
と
呪
力
を
も

っ
た

「般
若

波
羅
蜜
多
心
経
」
を
真
言
と
し
て
、
つ
ね
に
唱
え
る
よ
う
に
勧
奨
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
き
、
『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
は
、
「
三
世

の
諸
佛
」
が

「観
自
在
菩
薩
」
の
姿
を
と

っ
て
心
の
内
に
出
現

し
て
き
て

「般
若
波
羅
蜜
多
」
の

「空
相
」
あ
る
い
は

「空
性
」
を
説
法
し
な
が
ら
人
格
を
根
本
転
回
さ
せ
る
宗
教
体
験
を
も
た
ら
す
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
玄
癸
三
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
禅
修
行
者
ひ
と
ひ
と
り
を
根
本
転
回
さ
せ
る
経
典
と
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し
て
生
き

つ
づ
け
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も

「般
若
波
羅
蜜
多
」
の

「空
相
」
あ
る
い
は

「空
性
」
に
よ
る
人
格
に
根
本
転
回
と
は
、
そ
も
そ
も
哲
学
的
に
は
、
ど

の
よ
う
な
宗
教
体
験
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ご
く
簡
単
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
き
ま
す

!

禅
修
行
者
が
い

ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る
生
命
そ
の
も

の
へ
集
中
し

「空
性
三
昧
」

へ
入
る
や
否
や
、
古

い
歴
史
に
な
ず
ん
だ
古
い
人
格

の
身
体
存
在

へ
の

執
着
が
断
ち
き
ら
れ
、
新
し
い
人
格

へ
と
根
本
転
回
す
る
、
そ
う
す
る
と
生
命
そ
の
も
の
の
根
源
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
た
る

「空
性
」

が
は
た
ら

い
て
新
し
い
人
格

の
身
体
存
在
を
大
用
し
て
新
し
い
文
化
を
創
造
し
新
し
い
歴
史
を
展
開
し
て
い
く
、
と
。
か
く
し
て
、
わ
た

く
し
達
ひ
と
り
ひ
と
り
が
生
き
て
い
る
生
命
そ
の
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
人
格
の
根
本
転
回
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、

つ
ね
に
は
た
ら
き

つ

づ
け

て
い
て
歴
史
を
動
か
し
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ぎ
に
第
二
、
玄
奨
三
蔵
の
根
本
の
宗
教
体
験
が
、
実
際
に
禅
思
想
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
歴
史
事
実
の
問
題
。

　ら
　

か

っ
て
山
部
能
宜
博
士
が
敦
焼
出
土
の
初
期
禅
宗
文
献
に
つ
い
て
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
玄
突
三
蔵
の
唯
識
観
行
が
、

つ
ぎ
の
時
代
の
禅

修
行
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
は
や
く
水
野
弘
元
先
生
が
初
期
禅
宗
史
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る

と
論
証
さ
れ
た
中
国
撰
述

『金
剛
三
昧
経
』
が
、
玄
奨
訳

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の

「空
相
」
あ
る
い
は

「空
性
」
に
も
と
つ
い
て
説

述
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
玄
奨
三
蔵
の
唯
識
観
行
を
も
受
容
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
経
典

の
末
尾
に
近
く
地

蔵
菩
薩
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
問

い
ま
す
。

一
切
諸
法
相
、
不
住
於
二
岸
、

無
生
識
、
能
生
有
所
生
、

亦
不
住
中
流
、
心
識
亦
如
是
、
云
何
諸
境
界
、
從
識
之
所
生
、
若
識
能
有
生
、
是
識
亦
從
生
、
云
何

こ
の
経
文
、
は
な
は
だ
晦
渋
で
す
が
、
ひ
と
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
き
ま
す
。
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「あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
は
、
『有
』
と

『無
』
の
二
岸
に
定
住
す
る
こ
と
が
な
い
。
中
流
に
定
住
す
る
こ
と
も
な

い
。
心
識
も
、
ま

っ
た

く
同
様
だ
。
だ
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
諸
境
界
が
、
識
か
ら
生
ず
る
か
。
若
し
識
が
能
生
で
あ
れ
ば
、
そ
の
識
も
、
何
か
の
因
か
ら

生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
若
し
識
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
能
生
と
所
生
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
佛
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
偶
頒
に
よ
っ
て
答
え
ま
す
。

所
生
能
生
二

是

二
能
所
縁

倶
本
各
自
無

取
有
空
華
幻

識
生
於
未
時

境
不
是
時
生

於
境
生
未
得

是
時
識
亦
滅

彼
即
本
倶
無

亦
不
有
無
有

無
生
識
亦
無

云
何
境
從
有

「所
生
と
能
生
の
二
は
、
能
縁
と
所
縁

の
二
で
あ
る
。
そ
れ
ら
両
者
は
、
何
れ
も
、
本
来
、
存
在
し
な
い
。

空
華
や
幻
の
よ
う

な
存
在
で
あ
る
」

「
識
が
、
未
だ
生
じ
て
い
な
い
と
き
、
そ
の
時
、
境
を
生
じ
て
い
る
こ
と
は
な

い
。
境
を
未
だ
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
時
、
識
も
ま
た
滅
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
」

「識
と
境
と
は
、
と
も
に
本
来
、
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
が
、
ま
た
存
在
し
な

い
の
で
も
な
い
。
無
生
の
識

な
ど
と

い
う
も

の

も
、
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
境
が
、
そ
こ
か
ら
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
」

こ
の
経
文
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
玄
奨
三
蔵
の
唯
識
観
行
の
根
本
転
回
の
真
義
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
は
、
な
か
な
か
断
定
で
き
ま



せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
識
と
境
の
関
係
を
、
能
縁
と
所
縁
、
あ
る
い
は
能
生
と
所
生
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
ら
両
者
が
、
と
も
に
本
来
は

存
在
し
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
玄
奨
三
蔵
の
唯
識
観
行
が
、
こ
の
よ
う
に

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の

「空
相
」
あ

る
い
は

「空
性
」

と
と
も

に
受
容
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
禅
思
想
史

へ
継
承
さ
れ
て
い
く
、
と
解
釈
し
て
お
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
哲
学
的
な
思
想
構
造
を
も
ち
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
役
割
を
も

っ
た

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
は
、
具

体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
唐
後
半
期
以
後

の
中
国
北
方
及
び
南
方

の
思
想
文
化
史
に
お
い
て
流
伝
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

ご
く
簡
単
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
思
想
文
化
史

の
基
本
の
流
れ
を
見
通
し
た
上
で
、

一
つ
の
新
公
開
の
興
味
深
い
史
料
を
、
関

連
史
料
と
と
も
に
、
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
答
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ニ
ノ

一

中
国
北
方
の
禅
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
北
伝

-

小
説

『西
遊
記
』
の
発
達
に
至
る
ま
で
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は
じ
め
に
、
ま
ず
唐
後
半
期
以
後

の
中
国
北
方
及
び
南
方
の
思
想
文
化
史
の
基
本
の
流
れ
を
見
通
す
た
め
の
前
提
と
な
る
唐
中
期

の

儒

・
道

・
佛
三
教
の
宗
教
活
動
の
情
況
を
、

つ
ぎ
の
四
項
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

ω

中
国
全
土
の
各
州
に
則
天
武
后
時
代
に
は
大
雲
寺
、

つ
ぎ
の
中
宗
時
代
に
は
龍
興
寺
、
さ
ら
に
玄
宗
時
代
に
は
開
元
寺
と
い
う
よ

う
に
国
立

の
佛
寺
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
儒
教
の
州

・
県
宗
廟
や
道
教
の
国
立
道
観
と
並
行
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
の
官
立
寺

院
に
お

い
て
は
国
忌
日
、
天
子
生
誕
日
、
三
元
日
な
ど
に
法
要
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

切

そ
れ
ら
の
法
要
に
際
し
て
は
、
先
行
し
て
七
日
と
か
五
日
と
か
三
日
と
か
の
齋
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
数

日
に
わ
た
る
齋
に
お
い
て
大
雲
寺

・
龍
興
寺
で
は

『華
厳
経
』

『大
雲
経
』
な
ど
、
開
元
寺

で
は

『大
般
若
経
』

『金
剛

般
若
経
』
『般
若

心
経
』

な
ど
の
転
読

・
講
義
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

㈲

そ
れ
と
関
連
し
て
、
と
く
に

『般
若
経
』
を
転
読

・
講
義
す
る
齋
の
前
日
の
夜
に
行
わ
れ
る

「唱
導
」

の
説
話

.
物
語
な
ど
に
お
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い
て
、
そ
れ
ら
の

『般
若
経
』
を
伝
訳
し
た
玄
奨
三
蔵
の

「西
遊
」
の
物
語
が
好
ん
で
物
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た

『大
雲
経
』
に

関
係
し
て
は
、
「唐
太
宗
入
冥
記
」
の
よ
う
な
物
語
が
物
語
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
し
、
道
教
寺
院
に
お

い
て
も

「遊
仙
窟
」
「白
猿
伝
」
な

ど
の

「小
説
」
が
発
達
し
つ
つ
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

⇔

こ
れ
ら
の
数
日
に
わ
た
る
齋
に
お
い
て
は
、
唯
た
ん
に
経
典
講
義
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
北
方
で
は
北
宗
禅
、
南
方
で
は

南
宗
禅
が
、
ど
ん
ど
ん
発
達
す
る
と
と
も
に
、
禅
修
行
が
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

以
上
四
項
目
に
よ
っ
て
唐
中
期
か
ら
後
期

へ
か
け
て
の
宗
教
活
動
の
情
況
を
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
ま
す
と
・
こ
の
時
期
以
後

の
中
国
北
方
及
び
南
方
の
思
想
文
化
史
の
流
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

中
国
北
方
で
は
異
民
族
あ
る
い
は
諸
征
服
王
朝

の
武
力
支
配
が
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
活
動
を
上
か
ら
制
約
し
な
が
ら
も
、
か
え

っ
て
文

化
統
治
の
た
め
に
は
利
用
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
異
民
族
支
配
者

の
問
で
は
、
国
家
儀
礼
と
し
て
華
厳

・
密
教
な
ど
の
体
制
護
持
的

保
守
佛
教
が
、
玄
奨
三
蔵
の
唯
識
哲
学
を
も
取
込
み
な
が
ら
保
守
化
し
つ
つ
存
続
し
、
他
方
、
被
支
配
中
国
民
族
の
間

で
は
、
か
れ
ら
の

文
化
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
各
家
族
の
祖
先
祭
祀
の
齋
会
に
お
け
る

「唱
導
」
文
学
に
注
が
れ
、
そ
の
文
学
活
動
が
儒

・
道

・
佛
三
教
を
融

合
し
な
が
ら
発
達
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
中
国
北
方
に
お
い
て

「
小
説
」
「諸
宮
調
」
「雑
劇
」
な
ど
の
文
学

を
創
造
す
る
母
胎
と
な

っ
た
の
で
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
中
国
南
方
に
お
い
て
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
国
家
体
制
全
体
が
、
「
中
世
」
的
な
豪
族

・
貴
族
体
制
か
ら

「近
世
」

的
な
士
大
夫
体
制

へ
と
根
本
転
回
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
、
政
治
的
に
は
科
挙
官
僚
制
が
発
達
し
、
経
済
的
に
は
南
方
開
発
と

と
も

に
貨
幣
経
済
が
進
展
し
、
思
想
文
化
史
的
に
は

「南
宗
禅
」
が
主
流
と
な

っ
て
新
し
い
禅
文
化
を
創
造
し
て
い
っ
た
と
で
も

い
え
る

か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
応
じ
て
佛
教
寺
院
も
、
中
世

の
金
堂

・
佛
塔
を
中
心
と
す
る
寺
院
か
ら
近
世
の
法
堂

・
禅
堂
を
中
心
す
る
禅

宗
寺
院

へ
と
、
ど
ん
ど
ん
変
転
し
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

さ
て
本
発
表
の
本
来
の
目
的
は
、
唯
々
、
以
上
の
よ
う
に
概
括
し
て
お
い
て
、
新
公
開
の

一
史
料
を
ご
紹
介
し
、
そ
れ
が
中
国
北
方
に



お
け
る

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
流
伝
を
例
示
し
、
そ
れ
に
言
及
す
る
関
連
史
料
が
、
中
国
南
方
に
お
け
る
同
経
の
流
伝
を
例
示
す
る
、

と
指
摘
す
る
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

一
史
料
の
歴
史
的
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
遡
考
し
て
い
っ
た
挙
句
、
以
上

の
よ
う
に
玄
突
三

蔵
そ
の
ひ
と
を
再
考
し
、
『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
流
伝
の
源
流
を
究
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な

っ
た
の
で
し
た
。

以
下
、
当
該
史

料
を
、
ご
紹
介
し
な
が
ら
、
ご
く
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

こ
の
新
公
開
の

一
史
料
と
は
、
武
田
科
学
財
団

『杏
雨
書
屋
』
が
、
戦
前
か
ら
秘
蔵
し
て
お
ら
れ
、
二
〇
〇
九
年
以
来

『敦
煙
秘
笈
』

と
し
て
刊
行
さ
れ
は
じ
め
ら
れ
た
敦
煙
写
本
の

一
で
、
『影
片
冊

こ

5
5
2
頁
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す

(図
H
参
照
)。
首
尾
と
も
に

題
を
欠

い
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
三
篇
の
ほ
ぼ
完
結
し
た
テ
ク
ス
ト
を
書
写
し
て
い
ま
す
。
敦
煙

の
佛
教
寺
院
、
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら

く
中
国
北
方
の
佛
教
寺
院
に
お
い
て
読
諦
す
る
た
め
に
日
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
如
く
で
、
第

一
と
第
三
の
テ
ク
ス
ト

は
、
佛
教
寺
院
で

坐
禅
修
行
を
す
る
と
き
に
、
み
な
で
唱
和
し
な
が
ら
読
訥
し
、
心
が
ま
え
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
り
そ

め
に
和
訳
し
ま
す

と
第

一
の
テ
ク
ス
ト
は
、
以
下
の
如
く
で
す
。
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假
題

「
四
威
儀
」

行
威
儀

行
歩
徐
々
牛
顧
視

高
謄
下
師
不
移
眼

縦
使
鯛
目
続
動
境

了
々
知
心
不
受
塵

元
慮
亦
元
執
爲
宗

假
題

「
四
種
の
坐
禅
」

歩
く
と
き
の
坐
禅

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩

い
て
牛
の
よ
う
に
じ
っ
と
前
を
見
る

上
を
見
上
げ
た
り
下
を
見
下
ろ
し
た
り
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
な

い

つ
ぎ
つ
ぎ
に
移
り
か
わ
る
事
物
を
目
に
と
め
て
い
る
け
れ
ど
も

は

っ
き
り
自
己
本
来

の
心
を
自
覚
し
て
対
象
に
把
わ
れ
な

い

一
々
に
反
応
し
た
り
執
着
し
た
り
し
な
い
の
が
、
わ
が
宗

の
生
き
方
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心
境
讐
亡
不
住
空

任
運
安
痒
到
庭
所

行
去
行
来
量
異
同

不
記
山
河
是
南
北

難
知
途
路
向
西
東

住
威
儀

住
立
端
然
絶
思
慮

寂
々
不
慮
亦
不
縁

縦
使
風
塵
千
遍
度

六
入
無
間
玄
更
玄

諸
塵
所
以
不
來
前

良
由
静
慮
覧
心
原

心
原
倉
々
無
依
着

究
寛
眞
門
當
自
詮

心
と
対
象

の
区
別
は
消
失
し
て
い
て
空
性
に
止
ま
る
の
で
も
な

い

あ
る
が
ま
ま
に
任
せ
て
、
ど
こ
へ
至
る
も
安
泰
で
あ
る

行
く
も
帰
る
も
、
ま

っ
た
く
同
じ
歩
き
方
で
区
別
が
な
い

あ
た
り
の
山
河
が
南
か
北
か
も
気
に
し
な
い
し

こ
の
道
が
西

へ
行
く
か
東

へ
行
く
か
も
、
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い

立

つ
と
き
の
坐
禅

じ
っ
と
立
止
ま

っ
て
威
風
堂
々
、
ま

っ
た
く
思
慮
が
な
く
な

っ
て
い
る

い
よ
い
よ
静
寂
な
る
ま
ま
に
、

い
か
な
る
対
象
を
も
認
識
し
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
対
象
の
風
が
千
回
、
吹
き

つ
け
て
こ
よ
う
と
も

六
種
の
認
識
能
力
は
、
ぴ
た
り
と
閉
じ
て
、
玄
か
ら
玄

へ
深
ま

っ
て
い
く

さ
ま
ざ
ま
な
対
象
が
、
い
ま
こ
こ
現
前
に
迫

っ
て
来
な

い
所
以
は

ま
さ
し
く
禅
定
に
定
在
し
て
い
て
心
の
根
源
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
だ

心
の
根
源
は
ひ
ろ
び
ろ
広
が

っ
て
、
ど
こ
に
も
依
着
す
る
こ
と
が
な

い

そ
の
と
き
究
極
の
真
理
の
門
が
自
ず
か
ら
し
て
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ

坐
威
儀

坐
藤
須
彌
不
傾
動

事
諸
縦
横
心
拒
生

坐
る
と
き
の
坐
禅

坐
蒲
団
の
上
に
坐
禅
し
て
須
弥
山
の
如
く
、

あ
れ
こ
れ

へ
の
関
心
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、

び
く
と
も
傾
動
し
な
い

心
は
か
た
く
拒
ん
で
い
る



閉
目
自
知
心
不
起

開
眼
観
塵
與
理
平

平
與
無
平
不
可
住

於
中
咬
潔
息
無
明

明
與
無
明
倶
不
起

貧
欲
之
心
自
不
生

目
を
閉
じ
て
は
、
心
が
生
起
し
な
い
こ
と
を
さ
と
る

眼
を
開

い
て
は
、
対
象
と
理
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
観
ず
る

平
等
に
も
不
平
等
に
も
、
定
住
し
て
は
な
ら
な
い

そ
う
す
れ
ば
心
中
が
明
る
く
光
照
し
て
無
明
を
止
息
さ
せ
る

明
も
無
明
も
、
と
も
に
生
起
し
な

い
か
ら

貧
欲
の
心
は
、
自
然
に
生
じ
な
く
な
る
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臥
威
儀

高
臥
清
蹄
住
法
印

外
示
乖
傭
内
精
進

傍
眠
側
臥
不
堕
塵

展
脚
横
髄
絶
戯
論

心
中
慧
劒
利
如
刀

損
貝
観
謄
欲
似
鈍

破
納
搭
畔
守
眞
如

曲
肘
低
頭
覚
漏
蓋

寝
る
と
き
の
坐
禅

ベ
ッ
ド
に
横
臥
し
て
安
ら
か
な
眠
り
に
入
り
三
法
印
に
止
住
す
る

外
づ
ら
は
、
だ
ら
し
な
く
戒
律
に
乖
く
如
く
、
内
面
は
精
進
し
て
い
る

路
傍
で
横
臥
し
眠

っ
て
い
て
も
、
世
塵
に
堕
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い

脚
を
伸
ば
し
身
体
を
横
に
し
て
い
な
が
ら
、
戯
論
を
断
ち
き

っ
て
い
る

心
中
の
智
慧
の
劒
は
、
本
物
の
刀
剣
の
よ
う
に
鋭
利
だ

顔
を
歪
め
て
、
空
う
に
観
て
い
る
さ
ま
は
、

い
か
に
も
愚
鈍
で
あ
る
が

破
れ
た
袈
裟
を
着
て
い
れ
ば
真
如
を
守

っ
て
い
る
の
だ

肘
を
曲
げ
頭
を
低
く
し
て
い
る
の
は
、
有
漏
の
滅
壼
を
求
道
す
る
の
だ

第
三
の
テ
ク
ス
ト
も
、
齋
会
の
日
に
読
諦
し
て
、わ
が
身
の
非
を
戯
悔
し
、
坐
禅
修
行
に
集
中
す
る
便
宜
と
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
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假
題

「+
恨
」
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一
恨
前
生
不
修
福

二
恨
託
生
在
地
獄

三
恨
前
頭
無
計
路

四
恨
火
宅
難
出
珍

五
恨
不
遇
善
知
識

六
恨
虚
然

一
世
休

七
恨
貧
着
多
五
欲

八
恨

一
生
似
囚
人

九
恨
命
似
當
風
燭

十
恨
死
去
没
人
留

假
題

「十
種
の
残
念
」

一
に
残
念
な
こ
と
は
、
無
限
の
過
去
世
に
お
い
て
福
徳
を
修
習
し
な
か

っ
た
こ
と
だ

二
に
残
念
な
こ
と
は
、
地
獄
の
よ
う
な
現
世
に
生
ま
れ
た
こ
と
だ

三
に
残
念
な
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
将
来
に
向

っ
て
何
を
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ

四
に
残
念
な
こ
と
は
、
火
事
で
焼
け
つ
つ
あ
る
家
の
中
に
居
て
、
宝
物
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
な
か
な
か
外

へ
出
よ

う
と
し
な
い
こ
と
だ

五
に
残
念
な
こ
と
は
、
佛
教
を
教
え
て
く
れ
る
先
生
や
友
人
に
出
会

っ
て
い
な
い
こ
と
だ

六

に
残

念

な

こ
と

は

、

七

に
残

念

な

こ
と

は

、

八

に
残

念

な

こ
と

は

、

九

に
残

念

な

こ
と

は

、

十

に
残

念

な

こ

と

は

、

こ
の
世
の
生
が
終
れ
ば
、

一
切
、
何
も
か
も
な
く
な
る
こ
と
だ

五
欲
に
貧
着
す
る
こ
と
が
多

い
こ
と
だ

一
生
、
囚
人
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
こ
と
だ

こ
の
世
の
生
命
が
、
い
ま
に
も
風
に
吹
き
消
さ
れ
る
燈
火
の
如
く
で
あ

る
こ
と
だ

死
去
し
て
し
ま
え
ば
、
誰
も
、
生
き

の
こ
る
者
が
い
な

い
こ
と
だ

以
上
の
よ
う
な
齋
会
の
日
に
坐
禅
修
行
す
る
た
め
の
心
が
ま
え
と
し
て
読
諦
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
問
に
、
つ
ぎ
の
よ
う

な

『唐
三
蔵
実
西
天
行
記
』
と
題
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
同
じ
く
齋
会
の
日
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
な

『般
若
波
羅

蜜
経
』
あ
る
い
は
と
く
に

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
転
読
あ
る
い
は
講
義
す
る
前
夜

の

「唱
導
」
で

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
が
物
語

ら
れ
る
前
後
に
で
も
唱
和
さ
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
第
二
の
テ
ク
ス
ト
を
か
り
そ
め
に
和
訳
し
ま
す
と
、
つ
ぎ
の
如
く
で
す
。



「唐
三
蔵
実
西
天
行
記
」

「唐
朝
の
玄
奨
三
蔵
が
西
天
求
法
の
途
上
で
号
泣
す
る
の
記
」

(1)(2)(3)(4)
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働

去
去
西
天
路

逼
逼
十
万
鯨

海
深
濱
鼓
浪

山
鬼
毎
驚
吾

弱
水
舟
難
汎

高
風
起
異
楡

氷
河
偏
凛
烈

雪
嶺
甚
崎
嘔

累
月
斎
無
食

経
年
寝
在
途

千
人
同
侶
鑑

万
里

一
身
孤

不
恨
身
露
地

唯
愁
願
未
俘

獲
心
縁
世
界

求
法
為
凡
夫

個
帳
師
先
妓

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

行
き
行
き
て
西

へ
西

へ
と
求
法
の
旅

は
る
ば
る
來

つ
る
も
の
か
な
十
万
鯨
里

砂
漠
の
海
深
く
し
て
砂
山
の
波
打

つ

妖
怪
ど
も
が
迫

っ
て
き
て
ギ
ョ
ッ
と
す
る

羽
毛
も
浮
か
ば
ぬ
河
を
渡
る
よ
う

砂
嵐
が
右

へ
左

へ
吹

い
て
グ
イ
グ
イ
押
す

氷
り

つ
い
た
河
は
ひ
た
す
ら
冷
た

い

雪
を
頂
く
高
峰
は
断
崖
絶
壁
の
は
る
か
上

い
く
月
も
食
物
供
養
に
與

っ
て
い
な
い

い
く
年
も
寝
泊
ま
る
の
は
路
上
ば
か
り

千
人
も

い
た
仲
間
は
い
な
く
な
っ
た

万
里
の
中
わ
が
身
ひ
と
り
が
生
き
て
い
る

こ
の
ま
ま
大
地

へ
帰

っ
て
も

い
い

た
だ
悲
し
い
の
は
誓
願
の
未
実
現
の
み

こ
の
世
に
生
れ
て
登
心
し
誓
願
し
た

「凡
夫
で
あ
る
け
れ
ど
西
天
求
法
し
よ
う
」
と

憂
慮
す
る
の
は
師
が
亡
く
な
る
こ
と
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㈹ ⑯ 働 ㈲ 仙

棲
憧
我
後
姐

流
沙
絶
弔
客

雪
嶺
掩
身
躯

王
舎
城
何
在

毘
耶
国
在
無

五
天
渾
未
到

爾
目
涙
先
枯

衆
路
今
何
往

孤
牌
上
有
書

魂
号
猶
不
昧

聴
我
実
鳴
呼

α1)吻⑯oの

師
に
会
わ
ず
し
て
死
ん
だ
ら
ど
う
し
よ
う

流
沙
の
地
に
弔
問
す
る
客
は
い
な
い

雪
の
高
峰
が
わ
が
屍
を
掩
う
だ
ろ
う

あ
あ
王
舎
城
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ

毘
耶
離
国
は
存
在
す
る
か
ど
う
か

イ
ン
ド
五
天
竺
ど
こ
に
も
到
ら
ぬ
問
に

爾
眼
の
涙
は
と
く
に
枯
れ
て
し
ま

っ
た

こ
れ
か
ら
ど
の
道
を

い
け
ば
よ
い
か

一
柱

の
位
牌
に
ポ
ツ
リ
わ
が
名
が
記
さ
れ
る

わ
が
魂
の
号
泣
が
は

っ
き
り
聞
こ
え
る

わ
が
号
泣
を
聴
け

あ
あ

あ
あ

お
そ
ら
く
読
諦
す
る
た
め
に
要
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

一
ノ
ニ
で
ご
紹
介
し
た
玄
奨
三
蔵
入
寂
直
後

の

『般
若
波
羅
蜜

多
心
経
』
伝
説
と
比
較
し
て
、
よ
り
発
達
し
た
段
階
の

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
の
物
語
に
も
と
つ

い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

こ
こ
で
要
約
さ
れ
る
よ
う
な

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
の
物
語
が
発
達
し

つ
つ
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
証
明
す
る
史
料
が
出

現
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
き
わ
め
て
大
き

い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説

の
物
語
と

し
て
こ
そ
、
小
説

『西
遊
記
』
は
発
達
し
て
い
く
の
で
あ

っ
て
、
け

っ
し
て

『大
唐
西
域
記
』
そ
の
も
の
を
物
語
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
現
存
の
小
説

『西
遊
記
』
諸
本
に
お
い
て
も

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
、
構
成
上
の
要
め
の
位
置
に
説
か

れ
て
い
る
の
だ
、
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。



と
こ
ろ
で
唐
後
期
の
発
達
段
階
に
お
け
る

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
の
物
語
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
本
史
料

『唐
三
蔵

巽
西
天
行
記
』
が
、
敦
煙
の
佛
教
寺
院
に
お

い
て
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
中
国
北
方
の
佛
教
寺
院
に
お

い
て
も
流
伝
し
て
い
た
こ
と
を
証

明
す
る
関
連
史
料
が
存
在
し
ま
す
の
で
、
次
小
節
で
と
り
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

一
一ノ

ニ

中
国
南
方
の
禅
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
南
伝

ー

洞
山
良
恰
和
尚
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
雨
伝
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以
上
、

一
ノ
ニ
で
ご
紹
介
し
た

『唐
梵
翻
対
字
音
般
若
波
羅
蜜
多
経
序
』
は
敦
焼
写
本
及
び
日
本
古
伝
に
伝
承
さ
れ
、
こ
こ
ニ
ノ
一
で

ご
紹
介
し
た

『唐
三
蔵
実
西
天
行
記
』
は
敦
煙
写
本
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
二
段
階
の

『般
若
波
羅

蜜
多
心
経
』
伝
説
の
物
語
は
、
中
国
北
方
に
お
い
て
発
達
し
つ
つ
あ

っ
た
、
と

い
え
る
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
中
国
南
方
に
お

い
て
は

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
は
、
ど
の
よ
う
に
流
伝
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
く
し
は
、

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
か
く
中
国
北
方
に
お
い
て
異
民
族
あ
る
い
は
諸
征
服
王
朝
治
下
の
中
国
民
族
社
会
で

『般
若
波

羅
蜜
多

心
経
』
伝
説
の
物
語
が
ど
ん
ど
ん
発
達
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
中
国
南
方
に
お
い
て
は

「中
世
」
の
皇
帝

を
頂
点
と
す
る
豪

族

・
貴
族
社
会
が
全
体
と
し
て

「近
世
」

の
士
大
夫
社
会

へ
と
根
本
転
回
し

つ
つ
あ

っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
原
動
力
と
し
て
大
小
さ
ま

ざ
ま
な

『般
若
波
羅
蜜
経
』
と
く
に

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の

「空
性
」
の
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
が

「南
宗
禅
」

の
さ
と
り
の
根
本

転
回
の
宗
教
体
験

へ
と
ど
ん
ど
ん
発
達
し
て
い
っ
た
の
だ
、
と
考
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
証
明
で
き
る
の
か
、
と
問
わ
れ
ま
す
と
、

五
祖
弘
忍
か
ら
六
祖
慧
能

へ
と

「以
心
伝
心
」
さ
れ
た

「南
宗
禅
」
の
起
源
も
、
そ
れ
に
つ
づ
く

「南
宗
禅
」
思
想
の
展
開
も
、
案
外
に

思
想
史
的
な
解
明
が
遅
れ
て
い
る
よ
う

で
す
の
で
、
な
か
な
か
困
難
だ
と

い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
唯

一
つ
だ
け
見

つ
け
た

証
拠
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

わ
た
く
し
に
は
、

い
ま
だ
充
分
な
解
明
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
、
中
国
南
方
に
お
い
て
は
、
玄
突
三
蔵
に
前
後
す
る
頃
か
ら

『金
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剛
般
若
経
』
を
中
心
と
す
る
大
小
の

『般
若
波
羅
蜜
経
』
を
読
諦
す
る
実
践
運
動
が
急
速
に
さ
か
ん
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

玄
癸
三
蔵
も
、
そ
の
運
動
の
中
で

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
構
成
し
た
り
、
帰
国
後
は

『大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
を
漢
訳
し
て

『大
般

　　
　

若
会
』

の
伝
統
を
創
始
し
た
り
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
唯

一
つ
見
つ
け
た
証
拠
と
い
い
ま
す
の
は
、
六
祖
慧
能
の
経
典
講
義

の
希
有
な
実
録
と
も
い
う
べ
き

『金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
解
義
』
が
、
玄
癸
訳

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の

一
句
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
ま
し
た
。
六
祖
が

『金
剛
般
若
経
』
を
講
義
す
る
中
で

『般
若
心
経
』
を
引
用
し
て
い
る
1
と
す
れ
ば
、
そ
れ

こ
そ

「南
宗
禅
」

の
思
想
運
動
の
中
で

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
生
き
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
は
即
ち
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
を
転
回
さ
せ

つ
つ
あ

っ
た

証
拠
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
か
く
し
て

「南
宗
禅
」
の
思
想
展
開
に
お
い
て

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
は
、
最
初
か
ら
さ
と
り
の
根
本
転

回
を
転
回
さ
せ
る
意
味
を
も

っ
て
生
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

い
ま

一
つ
、
南
方
に
お
い
て

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
根
本
転

回
の
宗

教
体
験
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。
上
来
、
関
連
史
料
と
呼
ん
で
き
た

『祖
堂
集
』
巻
十
九

「香
巌
志

閑
和
尚
」
条
に
言
及
さ
れ
る
洞
山
良
紛
和
尚
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
少
し
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

ま
ず

『祖
堂
集
』
巻
六

「洞
山
良
紛
和
尚
」
条
に
よ
れ
ば
、

『祖
堂
集
』
巻
六

「洞
山
良
扮
和
尚
」
条

初
投
村
院
院
主
庭
出
家
。

其
院
主
不
任
持
。
師
並
無
欺
嫌
之
心
。

過
得
爾
年
、
院
主
見
他
孝
順
、
教
伊
念
心
経
。

洞
山
和
尚
が
、
村
院

の
院
主
の
も
と
で
出
家
し
た
と
き
、
は
じ
め
の
問
、
院
主

は
、
ち

っ
と
も
相
手
に
し
な
か

っ
た
が
、
洞
山
は
、

い
さ
さ
か
も
弟
子
の
礼
に

反
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

二
年
ほ
ど
、
経

っ
た
と
き
、
院
主
は
、
こ
の
弟
子
が
、
と
て
も
礼
儀
正
し

い
の

を
見
て
、
ま
ず

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
を
暗
諦
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

一
日
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未
過
得

一
雨
日
、
念
得
徹
、
和
尚
又
教
上
別
経
。

師
啓
師
日

「念
底
心
経
尚
乃
未
会
、
不
用
上
別
経
」

院
主
云

「適
來
可
怜
念
得
、
因
什
摩
道
未
会
」

師
日

「経
中
有

一
句
不
会
」

院
主
云

「
不
会
那
裏
」

師
日

「
不
会

『無
眼
耳
鼻
舌
身
意
』

請
和
尚
爲
某
甲
説
」

院
主
杜
ロ
無
言

か
二
日
も
経
た
な
い
中
に
完
全
に
暗
論
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ

で
院
主
和
尚
は
、

つ
ぎ
の
上
級
の
経
亜
ハを
暗
諦
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

洞
山
は
、
院
主
和
尚
に
云

っ
た

「
『般
若
心
経
』
は
暗
諦
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
、

よ
く
理
解
で
き
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ

の
上
級
の
経
典

へ
は
、
進
み

ま
せ
ん
」

院
主
和
尚
が
云
う

「
こ
れ
ま
で
に
、
と
て
も
よ
く
暗
諦
し
て

い
る
で
は
な
い
か
。

ど
う
し
て
理
解
で
き
な
い
、
な
ど
と
言
う
の
か
」

洞
山
が
云
う

「
『般
若
心
経
』
の
中
の

一
句
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
」

院
主
和
尚
が
云
う

「ど
の

一
句
が
理
解
で
き
な
い
の
か
」

洞
山
が
云
う

「
『眼
も
耳
も
鼻
も
舌
も
身
も
意
も
存
在
し
な
い
』
と
い
う
と
こ
ろ

が
、
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
か
和
尚
さ
ま
、
わ
た
く

し
の
た
め
に
説
明

し
て
下
さ
い
」

院
主
和
尚
は
、
ロ
を
閉
ざ
し
て
、
何
も
言
え
な
か
っ
た

…

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
録
は
、
中
国
南
方
に
お
い
て
禅
宗
系
統

の
村
院
で
出
家
儀
式
が
行
わ
れ
小
僧
教
育
の
最
初
に

『
般
若
波
羅
蜜
多
心

経
』
が
暗
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
洞
山
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
弟
子
達
は
、
「無
眼
耳
鼻
舌
身
意
」
と

い
う

「空

性
」

の
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
を
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
南
方
に
お

い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

『般
若
波
羅

蜜
多
経
』
及
び

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の

「空
性
」
の
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
が
生
き
て
い
る
、
と

い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
上
来
、
関
連
史
料
と
よ
ん
で
き
た
洞
山
和
尚
の
つ
ぎ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
洞
山
和
尚
が
、
中
国
南
方
の

『般
若
波
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羅
蜜
多
心
経
』

の

「
空
性
」
の
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
を
体
験
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
中
国
北
方
に
お
け
る

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

伝
説
の
物
語
の
発
達
を
も
熟
知
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
洞
山
和
尚
は
、
上
引
の

「唐
三
蔵
突
西
天
行
記
」
の
第
十
二

段
に
言
及
し
て
い
ま
す
。

洞
山
和
尚
の
頃
ま
で
は
、
玄
奨
三
蔵
に
由
来
す
る

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
伝
統
が
、
北
方
で
は

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
の

物
語
と

し
て
発
達
し
つ
つ
あ
り
、
南
方
で
は

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の

「空
性
」
の
根
本
転
回
と
し
て
、
「南
宗
禅
」

の
さ
と
り
の

「根

本
転
回
」
の
宗
教
体
験

へ
と
展
開
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
り
そ
め
に
和
訳
し
て
お
き
ま

す
と
、
以
下
の
如
く
で
す
。

『祖

堂

集
』

巻
十
九

香
嚴
和
尚
條

洞
山
間
僧

「離
什
摩
庭
來
」

封
云

「離
香
嚴
來
」

山
云

「有
什
摩
佛
法
因
縁
」

封
云

「佛
法
因
縁
即
多
、
只
是
愛
説
三
等
照
」

山
云

「基
看
」

學
人
墨
云

「恒
照
、
常
照
、
本
来
照
」

洞
山
云

「有
人
間
此
三
等
照
也
無
」

『祖

堂

集
』

巻
十
九

香
嚴
和
尚
條

洞
山
が
、
ひ
と
り
の
僧
に
問
う
た

「ど
こ
か
ら
輻
師
し
て
來
た
の
か
」

そ
の
僧
が
答
え
た

「香
嚴
和
尚
の
と
こ
ろ
か
ら
韓
師
し
て
來
ま
し
た
」

洞
山
が
言

っ
た

「ど
の
よ
う
な
佛
法
の
因
縁
が
あ

っ
た
か
」

そ
の
僧
が
答
え
た

「佛
法
の
因
縁
は
、
い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
し
か
し

『三

つ
の
レ
ベ
ル
で
平
等
に
照
ら
し
て
い
る
』
と
説
く
こ
と
が
、
と
く
に
お
好
き
で
し
た
」

洞
山
が
言

っ
た

「
ど
う

い
う
公
案
か
、
言

っ
て
み
よ
」

學
道
の
僧
が
公
案
を
述
べ
て
言

っ
た

「
『恒
に
照
ら
し
て
い
る
』

『常
に
照
ら
し
て

い
る
』

『本
来
、
照
ら
し
て
い
る
』
と
申
し
ま
す
」

洞
山
が
言

っ
た

「誰
か
、
こ
の

『三

つ
の
レ
ベ
ル
で
平
等
に
照
ら
し
て
い
る
』
と
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封
云

「有
」

山
云

「作
摩
生
問
」

封
云

「作
摩
生
是
恒
照
、

山
云

「好
間
庭
不
問
」

僧
問

「請
師
垂
全
問
頭
」

又
問
常
照
」

洞
山
云

「
問
則
有
不
用
。
拮
出
、
縁
作
摩
故
閣

梨
千
郷
萬
里
來
。
乍
到
者
裏
、
且
激
息
」

其
僧
纏
得
奈
問
頭
、
眼
涙
落
。

洞
山
云

「
笑
作
什
摩
」

封
云

「啓
和
尚
、
末
代
後
生
、
伏
蒙
和
尚
垂
方

便
、
得
這
介
氣
道
。

一
則
喜
不
自
勝
。
二
則
懸

和
尚
法
席
。
所
以
與
摩
涙
下
」

い
う
公
案
を
問
答
し
た
者
は
い
た
か
」

そ
の
僧
が
答
え
た

「
い
ま
し
た
」

洞
山
が
言

っ
た

「ど
の
よ
う
な
問
答
を
し
た
の
か
」

そ
の
僧
が
答
え
た

「
『恒
に
照
ら
し
て
い
る
』
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
と

問
答
し
ま
し
た
。ま
た

『常
に
照
ら
し
て
い
る
』
に
つ
い
て
も
問
答

が
あ
り
ま
し
た
」

洞
山
が
言

っ
た

「そ
ん
な
問
答
な
ら
、
し
な
い
方
が
い
い
」

そ
の
僧
が
問
答
し
か
け
る

「ど
う
か
老
師
さ
ま
に
、
お
願

い
申

上
げ
ま
す
。
わ
た

く
し
の
た
め
に
問
答
し
て
下
さ
い
」

洞
山
が
言

っ
た

「問
答
す
る
必
要
は
な
い
。

つ
ぎ
の
公
案
を
思
惟
し
て
み
よ
。
ど

う

い
う
目
的
の
た
め
に
、
君
は
、
千
郷
萬
里
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
の
か
。
こ
こ

へ
や

っ
て
來
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
で
中
止
し
て
し
ま
う
の
か
」

そ
の
僧
は
、
こ
の
よ
う
に
問
答
し
は
じ
め
る
や
否
や
、
雨
眼
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
出

て
き
た
。

洞
山
が
言

っ
た

「何
を
、
そ
ん
な
に
號
泣
し
て
い
る
の
か
」

そ
の
僧
が
答
え
る

「和
尚
さ
ま
に
申
上
げ
ま
す
。
末
代
の
後
生
た

る
わ
た
く
し
は
、

唯
今
、
和
尚
さ
ま
か
ら
方
便
を
垂
示
し
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の
真
実
の
道
を
膿
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
つ
に
は
、
う
れ
し
く
て
、
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま

せ
ん
。

二
つ
に
は
、
香
嚴
和
尚
の
説
法
の
場
が
、
な

つ
か
し
く

思
出
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
よ
う
に
涙
が
あ
ふ
れ
出
て
く
る
の
で
す
」
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洞
山
云

「唐
三
蔵
又
作
摩
生
從
唐
国
、
去
西
天

十
萬
八
千
里
。
爲
這
全
佛
法
因
縁
、
不
惜
身
命
、

過
得
如
許
多
瞼
難
。
所
以
道

『五
天
猶
未
到
、

爾
眼
涙
先
枯
』
。
錐
則
是
從
此
香
嚴
、
千
郷
萬

里
、
爲
佛
法
因
縁
、
伯
↑
什
摩
」

其
僧
下
山
、
却
蹄
香
嚴
。
從
容
得
二
日
。

師
戴
帽
子
上
堂
。
其
僧
便
出
來
問

「承
師
有
言

『恒
照
、
常
照
、
本
来
照
」
。
三
等
照
則
不
問
。

不
照
時
、
喚
作
什
摩
」

師
便
却

下
帽
子
、

其
僧
却
蹄
洞
山
。

洞
山
却
低
頭
後
、

勉
放
衆
前
。

具
陳
前
事
。

云

「實
與
摩
也
無
」

洞
山
が
言

っ
た

「
い
っ
た

い
唐

の
玄
奨
三
蔵
は
、
何

の
目
的
の
た
め
に
唐
国
を
出

奔
し
て
、
西
天
の
イ
ン
ド
ま
で
十
萬
八
千
里
の
道
の
り
を
行

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
さ
し
く
、
こ
の
佛
法
の
因
縁
の
た
め
に
こ
そ
、
身
命
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
あ

の
よ
う
に
多
く
の
危
険
と
難
難
辛
苦
を
の
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら

『イ
ン
ド
五
天
竺
ど
こ
に
も
到
ら
ぬ
問
に

爾
眼
の
涙
は
と
く
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
』

と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
香
嚴
山
ま
で
、
千
郷
萬
里

で
あ

ろ
う
と
も
、

佛
法
の
因
縁
の
た
め
で
あ
る
、
何
を
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
の
か
」

そ
の
僧
は
下
山
し
て
、
香
嚴
の
と
こ
ろ

へ
蹄

っ
て
行

っ
た
。
何
も
し
な
い
で
い
る

問
に
、
二
日
が
経

っ
た
。
老
師
の
香
嚴
は
、
帽
子
を
被

っ
て
法
堂

へ
上
堂
し
て
説

法
し
た
。
そ
の
僧
は
、
す
ぐ
に
前

へ
出
て
い
っ
て
問
答
し
た

「
老
師
さ
ま
が

『恒

に
照
ら
し
て
い
る
」
『常
に
照
ら
し
て
い
る
』
『本
来
、
照
ら
し

て
い
る
』
と
言

っ

て
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の

『三
つ
の
レ
ベ
ル
で
平
等
に
照
ら
し
て

い
る
』
に
つ
い
て
は
、
問
答
致
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら

『照
ら

し
て
い
な
い
時
』

は
、
何
と
呼
ん
だ
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
」

老
師
は
、
パ
ッ
と
帽
子
を
脱
い
で
、
大
衆
達
の
前

へ
放
り
投
げ
た
。

そ
の
僧
は
、
今
度
は
洞
山

の
と
こ
ろ
へ
蹄

っ
て
き
て
、
先
に
あ

っ
た
こ
と
を
詳
し

く
報
告
し
た
。
す
る
と
洞
山
は
、
平
身
低
頭
の
禮
を
為
し
た
後

で
、
言

っ
た

「本

當
に
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
」



封
云

「實
與
摩
」

洞
云

「若
也
實
與
摩
、
研
頭
也
無
罪
過
」

其
僧
却
香
嚴
、
具
陳
前
事
。

師
下
躰

、
向
洞
山
合
掌
云

「新
豊
和
尚
是
作
家
」

そ
の
僧
が
答
え
た

「本
當
に
そ
う
で
ご
ざ

い
ま
し
た
」

洞
山
が
言

っ
た

「も
し
も
、
本
當
に
そ
う
で
あ

っ
た
の
な
ら
、
首
を
た
た
き
切

っ

た
と
し
て
も
、
罪
過
に
な
ら
ぬ
ぞ
」

そ
の
僧
は
、
今
度
は
、
香
嚴

の
と
こ
ろ
へ
蹄

っ
て
い
っ
て
、
先

に
あ

っ
た
こ
と
を

詳
し
く
報
告
し
た
。

香
嚴
老
師
は
、
座
鉢
か
ら
降
り
て
、
洞
山
和
尚
の
お
ら
れ
る
方
向

へ
向
か

っ
て
合

掌
禮
拝
し
て
言

っ
た

「新
豊
山
の
洞
山
和
尚
は
、
本
物
の
輝
師
だ
」
と
。
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こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ひ
と
り
の
雲
水
が
、
中
国
北
方

の
河
南
省
南
陽
に
近
い
香
嚴
山
か
ら
南
方
の
江
西
省
新
豊
洞
山

へ
や

っ
て
き
た

と
き

の
問
答
を
伝
え
て
い
ま
す
。
ひ
と
ま
ず
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
き
ま
す
。
「香
嚴
撃
竹
」
の
公
案
で
知
ら
れ
る
香
嚴
和
尚
は

「恒
に
照
ら
し
て
い
る
」
「常
に
照
ら
し
て
い
る
」
「本
来
、
照
ら
し
て
い
る
」
と

い
う
公
案
に
よ

っ
て
、

い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る

「生

命
そ

の
も
の
」
が
照
ら
し
て
い
る
こ
と
を
覚
醒
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
雲
水
は
、
こ
の
公
案
を
さ
と
る
こ
と
が
で
き

ず
し

て
、
「千
郷
萬
里
」
を
越
え
て
南
方
の
洞
山
和
尚
の
も
と

へ
や

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
洞
山
和
尚
は
、
こ
の
雲
水
に

「千
郷
萬
里
」
を

越
え

て
や
っ
て
き
た
か
れ
自
身
の

「身
体
存
在
」
が
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
、
「恒
に
照
ら
し
て
い
る
」
「常
に
照
ら
し
て
い
る
」

「本
来
、
照
ら
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
、

い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る

「生
命
そ
の
も

の
」
を
覚
醒
さ
せ
た
。

こ
こ
で
か
れ
の
実
存
は
、
前

者

「
身
体
存
在
」
か
ら
後
者

「生
命
そ
の
も
の
」

へ
と
根
本
転
回
し
、
即
時
に
後
者
か
ら
前
者

へ
と
根
本
転
回
し
な
が
ら
新
し

い
歴
史
の

新
し

い
文
化
を
創
造
し
は
じ
め
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
歴
現
し
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
に
は

「身
体
存
在
」
と

い
ま
こ
こ

に
生
き
て
い
る

「生
命
そ
の
も
の
」
の
間
の
存
在
論
的
区
別
が
あ
る
、
と

い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
存
在
論
的
区
別
と

い
う
の
は
、
現
代

の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
用
語
で
す
が
、
日
常
存
在
の
レ
ベ
ル
と
真
実
存
在
の
レ
ベ
ル
の
問
に
は
、
い
ま
こ
こ
に
生
き

て
い
る
実
存
そ
の



34玄癸三蔵の唯識観行と 『般若波羅蜜多心経』の流伝について

も
の
の
根
本
転
回
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と

い
う
区
別
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
禅
の
宗
教
体
験
に
は
、
そ
の
意
味
で
の
存
在
論
的
区
別

が
生
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
う
だ
、
と
し
ま
す
と
、
こ
こ
で
洞
山
和
尚
は
、
こ
の
雲
水
に

「お
前
は
、
ま
だ
爾
眼
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ

出
て

い
る
が
、
玄
婁
三
蔵
は

『爾
眼
の
涙
は
と
く
に
枯
れ
て
し
ま

っ
た
』
と
こ
ろ
ま
で
根
本
転
回
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
ぞ
」
と
諭
し
て
、

さ
ら

に
さ
と
り
の
根
本
転
回
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
如
何
で
し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
洞
山
和

尚
が
大
悟
徹
底
し
て
い
た

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
空
性
の

「根
本
転
回
」
と
は
、
い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る

「生
命
そ
の
も
の
」
が
、

わ
た
く
し
達
ひ
と
り
ひ
と
り
の

「身
体
存
在
」
を

「根
本
転
回
」
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
不
可
思
議
な
る
存
在
論
的
区
別
で
あ
る
と
理

解
し

て
お
き
ま
す
。

結
語

現
代

の
地
球
環
境
時
代
に
お
け
る
禅
の
可
能
性
と

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』

の
東
伝
に

つ
い
て

現
代
と

い
う
時
代
は
、
欧
米
を
中
心
と
し
て
地
球
全
体
を
巻
き
込
ん
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し

つ
つ
あ
る

「世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
資

本
主
義
経
済
が
、

い
ま
や

「金
融
資
本
主
義
」
と

い
う
最
終
段
階
に
入

っ
て
暴
走
し
は
じ
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
化
し
た
資
本
主
義
を
正
し
く

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
新
し
い
歴
史
の
新
し
い
文
化
を
創
造
す
る
よ
う
に
方
向
づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い

な

い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
地
球
上
に
生
き
て
い
る
人
問
に
は
、
地
球
環
境
を
破
壊
し
尽
く
し
て
は
い
け
な

い
、
地
球
環
境
を

保
全
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
そ
う
な
る
よ
う
に
資
本
主
義
経
済
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
く
て
は
い
け
な

い
こ
と
は
明
ら
で
あ
る
は
ず
で

す
が
、

い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る
自
己
自
身
を

「根
本
転
回
」
し
て
新
し
い
歴
史

の
新
し
い
文
化
を
創
造
す
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。



そ
う
だ
、
と
し
ま
す
と
現
在
に
お
い
て
も
欧
米
に
お
け
る
禅
修
行

へ
の
実
践
的
な
関
心
が
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
広
が
り
深
ま

り

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
新
し
い
歴
史

の
新
し
い
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
運
動
の
萌
芽
が
芽
生
え

つ
つ
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
最

後
に
結
語
と
し
て
、
三
年
ほ
ど
前
に
米
国
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
山
中
の
禅
セ
ン
タ
ー
で
授
業
し
た
と
き
に
体
験
し
た
こ
と
を
お
話
さ
せ
て

い
た
だ

い
て
、
と
く
に
若

い
世
代
の
み
な
さ
ん
に
ご
記
憶
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。
こ
の
禅
セ
ン
タ
ー
を
主
宰
し
て
お
ら

れ
る
佐

々
木
承
周
老
師
は
、
札
幌
瑞
隆
寺
や
京
都
妙
心
寺
の
僧
堂
で
二
十
年
以
上
、
雲
水
修
行
さ
れ
大
事
畢
了
さ
れ
た
後
、
ア
メ
リ
カ
に

渡
ら
れ
、
爾
来
、
五
十
年
以
上
、
ア
メ
リ
カ
各
地
の
禅
セ
ン
タ
ー
で
坐
禅
の
指
導
を

つ
づ
け
て
お
ら
れ
る
方
で
す
が
、

こ
れ
ら
の
禅
セ
ン

タ
ー
で
は
、
日
本

の
僧
堂
の
規
矩
に
從

っ
て
修
行
生
活
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
つ
ね
に
読
諦
さ
れ
る

『般
若
心
経
』
は
、

ア
メ

リ
カ

の
人
々
が
日
本
語

の
発
音
の
ま
ま
に

ロ
ー
マ
字
で
ル
ビ
を
振

っ
て
唱
和
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
、

『般
若
心
経
』
を
、

ほ
ん
と
う
に
英
語
ら
し
い
生
き
た
英
語
に
訳
し
て
み
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
有
名
な

「色
即
是
空
、
空

即
是
色
」
は
、
英
語
で
、
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
か
り
そ
め
に
、
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.、しu
&

団

δ

=
<
ヨ
oq
o
巳
く

び
鴇

=

眺Φ
凶
ω
あ
g

拝

=

h①
凶
ωあ
信
o
び

尻

嵩
三
昌
oq
o
巳
賓

び
団

bd
o
α
ざ

逡

と
で
も
訳
し
て
み
た
ら
、
と
思
い
ま
し
た
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

い
つ
の
日
か
、
地
球
環
境
時
代
の
新
し

い
歴
史

の
新
し
い
文
化
を

創
造
す
る
禅
の
運
動
が
、
地
球
上
に
発
達
し
た
諸
民
族
の
言
語
に
訳
さ
れ
た

『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
と
と
も
に
生
き

て
は
た
ら
く
よ
う

に
な

っ
た
ら
、
よ
い
と
願

っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の

「空
性
」
の

根
本
転
回
は
、
中
国
中
世
史
を
近
世
史

へ
と
根
本
転
回
す
る
宗
教
体
験
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
す
か
ら
、
現
代

の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
歴
史

を
根
本
転
回
す
る
力
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
外

へ
向
か

っ
て
経
済
発
展
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
追
求
す
る
の

で
は
な
く
、
内

へ
向
か

っ
て
い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る

「生
命
そ
の
も
の
」
に
よ

っ
て

「身
体
存
在
」
を
根
本
転
回
さ
せ
る
よ
う
に
求
道
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す
註
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
に
し
て
も
、
で
す
。

(1
)
わ
た
く
し
が
、
最
初
に
北
朝
後
半
期
佛
教
思
想
史
が
、
ど

の
よ
う
に
四
祖
道
信
に
は
じ
ま
る
初
期
禅
宗
史

へ
つ
な
が

る
か
、
と

い
う
問
題
を
考
察
し
は
じ
め
た

の
は
、
拙
稿

「中
国
佛
教
と
は
何
か

ー

『祖
師
西
來
意
』

の
意
味

す

る
も

の
ー

」

(『中
国

社
会
と
文
化
』
第

12
号
、

1

9

9

7

年

)

に

お

い

て

で
あ

り

、

つ
づ

い
て

拙

編

著

『
北

朝

階

唐

中

国

佛

教

思

想

史

』

2

0

0

0
年

の
序

章

と

終

章

に
お

い

て
も

論

じ

た

が

、

い
ま

だ

玄

癸

三

蔵

の
思

想

史

的

重

要

さ

を

解

明

す

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

。

本

稿

は

、

そ

の
欠

陥

を

補

足

す

る

こ

と

を
意

図

す

る
。

(
2
)
敦

煙

写

本

に

つ
い

て
は

、
方

廣

鋸

『般

若

心

経

訳
注

集

成

』

上

海

古

籍

、

1

9

9

4

年

に

集

成

さ

れ

た

諸

写

本

の

鼠
。
ω
巨

幕

ω
、

日

本

古

伝

の

梵

字

写

本

に

つ

い

て

は

、

即

ζ

鎚

ζ

巳

一興

卿

bd
信
⇒
団
ロ

乞
磐

」
凶o

(
Φ
α
.)

胃

遷
日
冨

〉
昌
o
一
Φ
三

勺
巴

日

」
Φ
p
<
Φ
ω

O
o
旨

巴

巳

昌
ひq

島

Φ

㌧

、
ミ

&
噺
辱
織
＼
亀
ミ

"
蕊

瀞
N
職
匙
ヒ
o
恥
笥
ぐ

黛

①
p
α

け
げ
①

雰

ぎ

習
討
§

嫡
塁

亀
寒

ミ

§

N
.

(冨
ミ

ミ

o
ミ

9
s
ミ
§

鴇
鼻

》
曼

9
ω
興

δ
ω
℃
<
o
ド

ド

冨

二

9Q
)
'
○
図
8
a

」

○O
oO
ら

に
掲

載

さ

れ

た

法

隆

寺

写

本

の

砂
。
ω
巨

ぽ

及

び

榛

葉

元

水

『般

若

心

経

大

成

』

代

々
木

書

院

、

1

9

3

2
年

に
集

成

さ

れ

た
諸

写

本

の

け
。
匹
巨

δ
ω
を

依

用

し

た

。

(3

)
こ

の
段

落

の
サ

ン

ス

ク
リ

ッ
ト

は
、

,
⇔
ヨ
巴
馨

p
<
巨

巴
p
ヨ

9
昌

富

日

巷

Ω・
二
b
冒

葛

日
.

と

で
も

再

構

成

す

べ

き

で
あ

ろ
う

が

、

原

史

料

の
表

記

に
し

た

が

っ
て
、

上

記

の
如

く

に
し

て
お

く

。

ま

た

全

文

に
お

い

て
、
o
鋤
と

か

ε

と

か

の
接

続

詞

が

ま

っ
た

く

用

い
ら

れ

て

い
な

い

(但

し

、

ど

う

し

て

も

必

要

と

思

わ

れ

る

ゆ

㎝

で

は

[巷

一
ε

]

と

補

っ
て

お

い
た

)

と

か

、

[ゆ

凸

末

尾

の

娼
轟
b
葺

く
o
信

,

及

び

[
㈱
刈
]
末

尾

の

9
a

些
鴇

什く
p
日

の

み
く
p

の
用

法

な

ど

、

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト

と

し

て
多

少

不

自

然

な

と

こ

ろ

も

あ

る
よ

う

で
あ

る

が

、

い
ま

は

問

題

に

し

な

い
。

(
4
)
こ

の
敦

煙

写

本

と

日

本

古

伝

に
伝

承

さ

れ

た

『
般

若

波

羅

蜜

多

心

経

』

伝

説

よ

り

も

原

初

的

な

『
般

若

波

羅

蜜

多

心

経

』

伝

説

が

、

『大

唐

慈

恩

寺

三
蔵

法

師

伝

』

巻

一

(日
日

α
ド

N
潔

ρ

F

㎝
-
一
ω
)

に
伝

承

さ

れ

て

い
る

。

か

り

そ

め

に

和

訳

し

ま

す

と

、

以

下

の
如

く

で

す
。
・

「

…

古
来
、
言
わ
れ
て
き
た

「
砂
漠
の
中

で
は
、
空
中
に
飛
ぶ
鳥
も
い
な
い
し
、
大
地
に
走
る
動
物

も
い
な
い
。
ま
た
、
水
も
な
け
れ
ば
、
草
も
生
え
て
い
な

い
。
そ
の
時
、
顧
み
て
も
自
分
の
影
が
唯

一
つ
あ
る
の
み

だ
」
と
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
唯

々
ひ
た
す
ら
に
観

音
菩
薩
を
念
じ

『般
若
心
経
』
を
唱
え

る
の
で
あ
る
。

む
か
し
三
蔵
法
師
が
蜀
に
い
た
と
き
、

一
人
の
病
人
に

出
会

っ
た
。
身
体
に
は
庖
瘡
が
ふ
き
で
て
臭

い
し
稼

い
。

衣
服
も
、
破
れ
て
い
て
汚
れ
て
い
る
。
あ
わ
れ
に
思

っ
て

寺

へ
戻

っ
て
行

っ
て
衣
服
と
飲
食
を
買
う
た
め
の
お
金
を



『輝學 研 究』第91號,2013年3月37

施
し
た
。
病
人
は
、
と

て
も
漸
憶
し
て
、
法
師
に
こ
の

『般
若
心
経
』
を
傳
授
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
、
い
つ
も
、

読
諦
す
る
よ
う
に
し
た
。

砂
漠
を
進
ん
で
い
く
間
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
悪
鬼
が
出

現
し
て
く
る
。
奇
妙
な
形
を
し
た
妖
怪
達
が
、
前
後
に
ま

つ
わ
り

つ
い
て
く
る
。
観
音
菩
薩
を
念
じ
て
み
て
も
、
退

散
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の

『般
若
心

経
』
を
唱
え
る
と
、
聲
を
出
す
ご
と
に
、
退
散
し
て
い
く

の
だ
。
危
険
な
目
に
会

っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、

こ
の

『般
若
心
経
』

に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。

…

」

こ
の
記
録
は
、
『般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
伝
説
が
、
玄

奨
三
蔵
自
身
に
由
来
し
て
襲
達
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を

示
唆
す
る
も

の
で
こ
そ
あ
れ
、
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
る
。

(5
)
山
部
能
宜

「北
宗
禅
文
献
に
み
ら
れ
る
唯
識
教
義
の
影
響
」

(『中
国
学

の
十
字
路
』
研
文
出
版
2
0
0
6
年
刊

所

収
)
参
照
。

(6
)
駒
沢
大
学
暉
宗
史
研
究
會
編

著
、
『慧
能
研
究
』
大
修
館

書
店
、

一
九
七
八
年
刊
、
所
収

「
六
本
改
校
金
剛
経
解

義
」
四
三
三
頁
及
び
四
三
四
頁
参
照
。
ま
た
柳
田
聖
山
著

『初
期
禅
宗
史
書

の
研
究
』
法
蔵
館
、

一
九
六
七
年
刊
、

五
九
四
頁
以
下
参
照
。
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