
凝
兀
大
慧
禅
師

の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

1

枯
木
集
を
中
心
と
し
て
ー

荻

須

純

道

お
く
り
な

凝
兀
大
慧
は
仏
通
禅
師
と

認

さ
れ
、
凝
兀
は
号
で
あ
り
大
慧
は
諦
で
あ
る
。
ま
た
自
ら
平
等
と
号
し
た
。
伊
勢

の
人
で
あ
る
。
森

田
利
吉
氏
が
三
重
の
文
化
(三
八
号
)
に
発
表
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
多
気
郡
河
田

(現
在
多
気
町
河
田
)
の
人
で
あ
る
と

い
う
。
大
慈
庵
仏

通
禅
師
行
状
等
に
よ
る
と
姓
は
平
氏
で
清
盛
の
後
胤
で
あ
る
と
い
う
。
は
じ
め
叡
山
に
登
り
台
徒
と
な
り
、

八
宗

の
教
学
に
通
ず
る
に

い
た
り
、
天
台
教
学
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
く
に
密
教
学
に
精
通
し
て
発
明
す
る
と
こ
ろ
多
く
、

台
密

・
東
密

の
両
家
か
ら
と
も

に
称
え
ら
れ
平
等
義
と
し
て
注
目
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
。
当
時
聖

一
国
師
が
禅
化
を
さ
か
ん
に
す
る
こ
と
を
聞
き
、

憤
然
と
し
て
東
福

寺

へ
ゆ
き
国
師
に
謁
し
て
問
答
徴
詰
し
た
。
国
師
曰
く
、

「縁
心
法
を
聴
く
、
此
の
法
も
亦
縁
、
法
性
を
得
る
に
非
ず
。
汝
何
ぞ
義
解

に
渉
る
や
」
と
提
漸
さ
れ
、
改
衣
帰
禅
し
て
聖

一
の
門
下
と
な
っ
た
。
縁
心
法
を
聴
く
云
云
の
語
は
、
や
が
て
療
兀
が
求
道
者
に
聞
円

法
と
起
円
信
と
い
う
語
で
説
示
し
た
こ
と
が
枯
木
集
に
記
さ
れ
て
い
る
。

当
時
聖

一
国
師
が
宗
鏡
録
を
講
じ
て
禅
化
を
さ
か
ん
に
し
た
こ
と
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
書
は
宋

の
延
寿
が
撰
し
た
も

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

(荻
須
)
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二
八
六

の
で
、
教
禅
を
併
説
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
教
禅

一
致
の
思
潮
も
大
き
く
流
れ
た
。

い
ま
国
師
が
顕
密
諸
宗
の
さ
か
ん
な
仏

教
界

の
中
心
地
京
都
に
お
い
て
、

こ
の
書
を
講
じ
た
こ
と
は
時
機
に
適
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
後
嵯
峨
天
皇
を
始

め
九
条
家

一
門
の
人

び
と
の
ほ
か
、
諸
宗
の
学
僧
が
東
福
寺

へ
集

っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

集

っ
た
学
僧
の
中
に
は
三
論

教
学

の
奥
旨
を
究
め
た
と
い
わ
れ
る
木
幡
観
音
院
の
真
空

(
廻
心
)
や
諭
枷
唯
識
の
薙
奥
を
究
め
た
大
和
竹
林
寺

の
良
遍
が
あ
る
。

良

遍

は
聖

一
国
師
に
参
禅
し
て
法
相
宗

の
極
致
を
論
じ
、
真
心
要
訣
三
巻
を
撰
述
し
て
い
る
。
そ
の
他
天
台
の
座
主
慈
源
や
叡
山
の
静
明

ら
も

い
る
が
、
い
ま
こ
こ
に
い
う
療
兀
大
慧
も
密
教
の
大
家
で
あ

っ
た
。

文
永
九
年

(
一
二
七
二
)
十
月
六
日
、
宰
相

(鷹
司
基
忠
)
の
発
願
で
、
聖

一
国
師
が
大
日
経
を
開
講
し
た
。
こ
れ
を
筆
受
し
た
の
が

凝
兀
大
慧
で
あ
り
、
大
日
経
見
聞
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
凝
兀
は
諭
祇
経
の
講
座
も
筆
録
し
た
と
い
わ
れ

る
。

参
禅
日
を
重
ね
て
遂
に
所
契
あ
り
、
記
室

(書
記
)
を

つ
か
さ
ど
り
、
後
東
福
寺

の
第

一
座

(首
座
)
と
な

っ
た
。

国
師
滅
後
、
東

福
寺
第
九
世
と
な
り
、
塔
院
を
大
慈
庵
と
号
し
た
。
永
仁
の
初
、
伊
勢
度
合
郡
泊
浦
御
厨
内
大
里

(鳥
羽
市
大
里
町
常
安
寺
大
福
堂
p
と
森

田
氏
記
す
)
に

瑞
雲
山
大
福
寺

を

建
て
、
ま
た
永
仁
五
年
二
月

一
日
頼
遽
権
律
師
の
建
立
し
た

長
松
山
安
養
寺

(伊
勢
多
気
郡
有
爾
郷
上

野
御
薗
)
及
び
東
明
寺

(安
養
寺
の
塔
頭
り.)
の
開
山
と
な
り
、
禅
化
を
さ
か
ん
に
し
た
。
晩
年
安
養
寺
の
傍
に
塔
院
を
構
え
て
宝
筐
と
号

し
て
退
休
し
た
が
、
八
十
歳
の
と
き
両
眼
失
明
し
弟
子
空
慶
に
命
じ
て
安
養
寺

の
寺
規
を
書
き
置
か
し
め
、
正
和
元
年

(
;
二

二
)
十

一
月
二
十
二
日
、
八
十
四
歳
を
以
て
示
寂
し
た
。
遺
偶
に
曰
く

高
超
=方
便
一、
自
証
自
然

為
物

応
レ世
、
八
十
四
年



著
書
に
枯
木
集

・
法
華
要
紗

・
十
牛
訣
等
が
あ
り
、
滅
後
三
十
三
年
、
仏
通
禅
師
と
勅
認
さ
れ
た
。

な
お
療
兀
が
住
し
た
東
福
塔
頭
大

慈
庵
は
の
ち
願
成
寺

(東
福
塔
頭
)
に
合
寺
さ
れ
た
。

東
福
寺
誌
に
よ
れ
ぱ
療
兀
大
慧

の
門
下
に
は
白
牛
寂
照

(勢
州
福
蔵
祖
)
・
進
翁
寂
先

・
潭
月
寂
澄
(城
州
大
興
祖
)
・
傑
山
寂
雄

・
商
林

信
佐

・
嶺
翁
寂
雲

(勢
州
安
養
)
・
無
際
寂
然

(勢
州
安
養
)
・
虚
庵
寂
空

(長
府
長
福
祖
)
・
月
波
慧
観

(勢
州
光
明
祖
)
・
昭
室
慧
寂
(勢
州
円

光
祖
)
・
性
印
庵
主

・
能
信

(美
濃
信
福
)
ら
が
あ
り
、
そ
の
門
流
は
さ
か
え
て
い
る
。
療
兀
が
住
し
た
東
福
寺
塔
頭
大
慈
庵
に
因
ん
で
こ

れ
を
大
慈
門
派
と
い
う
。二

 

枯

木

集

療
兀
大
慧
は
弘
安
六
年
の
冬

・
あ
る
禅
尼
の
請
に
よ

っ
て
説
法
し
た
も
の
を
、
弟
子
が
筆
録
し
た
の
が
枯
木
集
で
あ
る
。
大
慧
は
叡

山

に
登
っ
て
天
台
教
学
を
究
め
八
宗
の
教
学
に
通
じ
て
い
た
。

こ
と
に
密
教
に
精
し
く
禅
は
聖

一
国
師
に
嗣
法
し
た
。
仏
教
教
学
に
通

ず

る
禅
者
の
こ
と
ぱ
で
あ
る
。
い
ま
法
語
の
中
か
ら
そ
の
思
想
を
窺

っ
て
み
る
。

こ

の
世

は
苦

し

み

の
世

界

で

あ

り

、

煩

わ

し

い
こ

と
ば

か

り

お

こ

っ
て
く

る
。

こ

の

生
死

の
苦

海

を

わ

た

っ
て
、

さ

と

り

の
浬

禦

の

岸

に

つ
く

に

は
如

何

す

れ

ば

よ

い
か

と

い
う

こ

と

は

一
禅

尼

だ
け

で
な

く

、

生

き

と

し
生

き

る
も

の

の
問

題

で
あ

る
。

そ

れ

に

は
ま

ず

菩

提

心

を

発

せ
よ

と

は

仏

祖

が

等

し

く

教

え

る

と

こ

ろ

で
あ

る
。

で

は

如
何

に

し

て
菩

提

心
を

発

し

菩
薩

行

を

つ
と

む

べ

き

か
と

い
う

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

(荻
須
)
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八

こ
と
に
対
し
、
療
兀
は
経
論
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
善
知
識
の
示
す
と
こ
ろ
に
随
え
と
い
っ
て
い
る
。

経
論

の
数
は
無
数
に
あ
る

が
、
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
は
十
宗
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
倶
舎

・
成
実

・
律

・
法
相

・
三
論

・
華
厳

・
天
台

.
真
言
の

八
宗
に
浄
土
と
禅

の
二
宗
を
加
え
て
十
宗
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
大
別
分
類
す
る
と
小
乗
大
乗

・
権
教
実
教

.
顕
教
密
教

・
聖
道
浄
土

・
教
内
教
外

の
五
双
と
な
る
。

倶
舎

・
成
実

・
律
は
小
乗
で
あ
り
、
他
は
大
乗
で
あ
る
。
ま
た
倶
舎

・
成
実

・
律

・
法
相

⊥
二
論

・
浄
土
は
権
教
で
あ
り
、
他
は
実
教
で
あ
る
し
、
真
言
を
除
く
他
は
顕
教
で
あ
り
、
浄
土
の
外
は
聖
道
門
で
あ
る
。
そ
し
て
禅

宗

を
除
く
九
宗
は
教
内
の
教
で
あ
る
が
、
禅
は
教
外

の
宗
旨
で
あ
る
と
判
釈
し
て
い
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
法
の
中
、
末
代
悪
世
の
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
は
如
何
な
る
法
が
親
し
く
つ
と
め
や
す
い
か
と
い
う

こ
と
に
対
し
、
療

兀
は

「浅
い
法
」
と

「深
い
法
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
浅

い
法
と
い
う

の
は
迷
い
の
衆
生
と
悟
り
の
諸
仏
と
の
隔
り
を
遠
く

教
え
る
の
は
浅
法
で
あ
り
、
迷
悟
生
仏
の
隔
り
を
近
く
示
す

の
は
深
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
浅
法

・
深
法

の
中
に
も
段
階
が
あ

り
、
倶
舎

・
成
実

・
律
の
小
乗
は
浅
い
中
に
も
浅
く
、

浄
土

・
法
相

・
三
論
の
三
宗
は
浅

い
中
に
も
深
い
教
で
あ

る
。
華
厳

・
天
台
は

深

い
中
に
も
浅
く
、
真
言

・
禅
の
二
宗
は
深
い
中
に
も
深

い
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

か
れ
は
浅
い
法
と
深
い
法
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
で
は
入
り
や
す
く

つ
と
め
や
す
い
法
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
世
尊
が
横
説
竪
説
さ

れ
た
の
は
対
機
説
法
で
あ
る
。
衆
生
の
機
根
を
み
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

あ
た
か
も
医
師

の
応
病
与
薬
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
し

か
し
末
代
に
あ

っ
て
は
そ
の
求
法
者
の
宿
習
や
機
根

に
ど
の
教
え
が
適
応
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
祖
師

は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
四

つ
の
喩
を
説

い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
上
医
は
病
者
の
声
を
聞
い
て
そ
の
病
を
知
る
し
、
中
医
は
病
者

の
色
を
見
て
そ
の
病
を
知
り
、

下
医
は
脈
を
と

っ
て
そ
の
病
を
知
り
、

各
薬
を
与
え
て
病
を
癒
さ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
求
法
者
の
機
根
を
観
る
こ
と
の
上
中
下
を
示



し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
三

つ
に
は
ず
れ
、
す
べ
て
病
相
を
知
ら
な
い
者
は
、
病
者
に
病
状
を
き
き
、
医
書
を
見
て
、
病
状

を
知
り
、
医
書
に
随

っ
て
薬
を
与
え
て
癒
す
の
で
あ
る
。

末
代
の
知
識
が
観
機
の
眼
な
く
、
機
と
法
と
の
相
応
を
計

り
知
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ぼ
、
求
法
者
の
願
う
法
を
き
き
、
聖
教
を
開
き
見
て
説
き
明
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
か
れ
は
自
ら
謙
遜
し
、
わ

れ
観
機
の
眼
く
ら
く
、
汝
に
相
応
す
る
法
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
望
む
と
こ
ろ
を
聖
教
に
随

っ
て
伝
え
よ
う
と
い
っ
た
が
、
禅
尼
は
と

り
わ
け
こ
の
法
を
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
し
た
の
で
法
華

一
乗
の
法
を
説
い
て
い
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
省
略
し
た

い
。

三

 

わ
が
国
に
十
宗
の
法
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
中
い
ず
れ
の
教
が
真
実
で
あ
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、

痴
兀
大
慧
は
説
い
て
い
う
の

に
。
十
宗
は
み
な
済
度
の
方
便
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
実

の
仏
法
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
各
自
が
習
い
学
ん
だ
教
法
を
実
の
仏
法
と
思
い
、

他

の
習
う
と
こ
ろ
は
仮
で
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
に
小
乗

の
学
者
は
大
乗
を
殿
正
法
の
説
と
そ
し
る
し
、

大
乗
の
学
者

は
小
乗
は
浅
近
で
あ
る
と
あ
ざ
け
つ
て
い
る
。
実
教
の
学
者
は
権
教
は
小
拙
で
あ
る
と
い
や
し
み
、

ま
た
密
教
の
学
者
は
顕
教
は
浅
略

で
あ
る
と
き
ら

っ
て
い
る
。
そ
し
て
禅
宗
の
学
者
は
諸
宗
は
み
な
教
内
の
教
え
で
あ
る
が
、
禅
宗
は
ひ
と
り
教
外
で
あ
る
と
ほ
こ
っ
て

い
る
。
た
が
い
に
ほ
こ
り
、
た
が
い
に
そ
し
っ
て
い
る
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
真
実

の
仏
法
は
大
小
権
実
顕
密
内
外
に
か
か
わ

り
な
く
、
八
宗
十
宗
の
教
え
は
み
な
済
度
の
方
便
で
あ
る
。

た
と
え
ぱ
江
海
を
わ
た
す
船
の
ご
と
く
、
病
を
い
や
す
薬
の
ご
と
く
、
ま

た
月
を
示
す
指
の
ご
と
く
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

各

々
が
な
ら
う
と
こ
ろ
の
法
を
実

の
法
と
思
い
、
密
教
者
は
仏
見
法
見
を
た
て
て
も
、
己
が
具
惑
未
尽
を
か
え
り
み
ず
に
自
身
即
仏

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
(荻
須
)
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と
思
い
、
己
が
造
悪
の
こ
と
は
仏
の
所
行
と
し
具
惑
の
こ
と
を
か
え
り
み
な
い
。

断
迷
開
悟
を
の
ぞ
む
も
の
は
小
乗

で
あ
る
と
い
や
し

ん
で
い
る
。
ま
た
因
果
迷
悟
邪
正
の
差
別
に
と
ら
わ
れ
る
も
の
は
自
身
即
仏

・
凡
聖
不
二
の
語
を
邪
見
と
そ
し
る
が
、
因
果
邪
正
迷
悟

が
あ
る
と
説
い
て
も
仏
陀
の
法
で
あ
る
し
、
自
身
即
仏

・
凡
聖
不
二
と
あ
か
し
て
も
、
こ
れ
は
如
来
の
教
え
で
あ
る
。
各

々
た
が
い
に

一
を
執
し

一
を
読
ず
る
こ
と
は
無
間
の
業
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
、

自
身
即
仏

・
凡
聖
不
二
と
深
く
信
じ
、
自
身
は
具
惑
未
尽

の
も
の
と
わ
き
ま
え
、
修
行
道
に
入
り
惑
障
を
の
ぞ
い
て
正
覚

の
如
来
と
ひ
と
し
く
な
ろ
う
と
願
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
を
正
当
大
乗

の
根
機
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

で
は
自
身
即
仏
と
信
じ
惑
障
を
か
え
り
み
て
修
行
の
道
に
入
る
と
は
い
か
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
、

痴
兀
は
天

　

き

台

の
教
理
を
示
し
て
い
る
。

一
切
の
諸
法
は
各
々

一
々
み
な
十
界
三
千
で
あ
る
。

空
仮
中
と
信
じ
て

一
心
三
観
を
修

す
る
こ
と
で
あ
る

が
、
要
は
離
念
無
心
の
修
行
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

天
台
の
教
理
に
示
す
よ
う
な
迷
い
を
除
か
な
く
て
も
、
深
悟
を
開
く

法
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
痴
兀
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

さ
と
り
を
深
く
き
わ
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
迷

い
を
多
く
の
ぞ
く

た
め
で
あ
る
と
い
い
、
小
乗
権
教
は
迷

い
を
の
ぞ
く
こ
と
が
す
く
な
い
か
ら
覚
も
浅
い
と
か
れ
は
い
う
。

す
な
わ
ち
小
乗
教
は
た
だ
見

思

の
惑
ば
か
り
を
の
ぞ
こ
う
と
し
て
い
る
。
見
思
の
惑
と
は
見
惑
と
思
惑
の
二

つ
で
あ
る
。
見
惑
と
は
貧
欲

・
瞑
志

・
愚
痴

・
僑
慢

・

疑

・
身
見

・
偏
見

・
邪
見

・
見
取
見

(勝
る
を
劣
る
と
思
い
、

劣
る
を
勝
る
と
思
い
執
す
る
)
・
戒
取
見

(因
に
非
ざ
る
を
因
と
計
る

心
)
の
十
を
い
い
、
こ
の
見
惑
は
迷
理
の
惑
と
い
わ
れ
、
仏
法
の
普
遍
的
真
理
に
迷
う
知
的
な
煩
悩
で
あ
る
。

ま
た
思
惑
と
は
迷
事
の

惑
と
い
い
事
象
の
迷
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
小
乗
教
は
見
惑
思
惑
を
の
ぞ
い
て
空
の
理
は
見
る
が
仮
諦
中
道
の
理
を
見
な
い
と
い
う
。

権

大
乗
は
見
思
の
惑
を
の
ぞ
い
て
真
空
の
理
を
見
、
塵
沙
の
惑
を
断
じ
て
仮
諦

の
理
を
見
、

無
明
の
惑
を
の
ぞ
い
て
中
道

の
理
を
見
る



こ
と
が
で
き
る
が
、
十
二
品
の
無
明
を
断
じ
て
ま
だ
三
十
品
を
の
こ
し
て
い
る
。
実
教
は
の
こ
り
の
三
十
品
も
み
な
尽
す
の
で
悟
り
も

深

い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
顕
教
の
実
教
も
見
思

・
塵
沙

・
無
明
の
三
惑
を
の
ぞ
い
て
三
諦
の
理
を
き
わ
め
見
る
と
は
い
う
も
の

の
、
微
細
な
妄
執
を
の
ぞ
い
て
い
な
い
か
ら
、
ま
だ
内
証
真
実

の
理
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
真
言
は
微
細
な
妄
執
を
の
ぞ
い
て

内
証
真
実
の
理
を
見
る
と
し
て
い
る
。
見
思
の
惑
を
粗
妄
と
い
い
、
塵
沙
の
惑
を
細
妄
と
な
づ
け
、
無
明
の
惑
を
極

細
妄
と
な
づ
け
る

が
、
真
言
は
さ
ら
に
微
細
妄
執
を
の
ぞ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
成
仏
の
遅
速
は
惑
障
の
多
少
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
教
法
の
深
浅
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

実
教
密
教
が
生
死
を
出
で
や
す
く

仏

に
な
る
こ
と
が
速
か
で
あ
る
所
以
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
教
法
が
深
か
け
れ
ば
発
心
修
行
の
智
慧
も
た
か
く
迷

い
を
の
ぞ
く
力
も
す

み
や
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
迷
い
の
根
本
は
凡
夫
を
い
と
い
て
聖
位
を
の
ぞ
み
、
迷
い
を
断
じ
て
悟
り
を
得
る
と
思
う
こ
と
で
あ
る

が
、
深
法
の
教
え
は
凡
聖
不
二
、
迷
悟

一
体
、
邪
正

一
如
、
善
悪
無
別
と
説
く
と
し
て
い
る
。

小
乗
の
教
で
は
三
界
六
道
の
流
転
は
造
業
感
果
に
よ
る
と
い
い
、
煩
悩
を
断
じ
て
業
を
つ
く
し
、

業
が
な
け
れ
ば
果
を
感
ず
る
こ
と

が
な
い
と
し
、
教
の
ご
と
く
つ
と
め
て
有
余
無
余
の
浬
葉
に
入
る
。
そ
し
て
身
心
と
も
に
灰
滅
し
空
寂
に
帰
す
る
を
楽
と
す
る
。

こ
の

場
合
有
を
は
な
れ
て
外
に
空
を
論
じ
て
い
る
。
権
大
乗
は

一
切

の
諸
法
は
因
縁
和
合
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
和
合
し
て
生
じ
た
も

の
は
自
性
が
な
い
。
自
性
が
な
い
か
ら
有
な
が
ら
こ
れ
空
と
教
え
る
。

こ
れ
は
天
台

の
通
教
の
心
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
み
な

三
界
の
中
の
六
道
を
知

っ
て
、

三
界
の
外
に
方
便
土

・
実
報
土

・
寂
光
土
等
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
塵
沙
無
明
の
迷
い
を
の
ぞ

く

こ
と
が
で
き
な
い
。
方
便
土

・
実
報
土
の
変
易
生
死
を
別
教
権
大
乗
は
諸
法
は
有
な
が
ら
空
な
り
と
し
、

そ
し
て
諸
法
は
真
如
よ
り

起
り
、
そ
の
諸
法
は
た
だ
空
に
し
て
み
な
真
如
無
相
寂
滅
真
空
の
体
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
実
教
は
差
別
の
諸
法

は
み
な
十
界
三
千

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

(荻
須
)
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の
妙
法
で
あ
る
か
ら
融
即
不
二
の
冥
寂
真
空
の
妙
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
別
教
も
円
教
も
万
法
は
真
如
よ
り
お
こ
る
と
す
る

も
、
別
教
は
性

(本
体
)
と
相

(現
象
)
と
を
各
別
に
あ
か
す
が
、
円
教
は
性
相
不
二
と
説
く
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四

次
に
密
教
の
立
場
を
説
い
て
い
う
に
は
、
顕
教
は
唯
理
秘
密
で
あ
り
密
教
は
事
理
倶
密
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

事
密
と
い
う
の
は
差

別
現
象
の
万
法
は
色
も
形
も
法
の
義
を
あ
か
し
て
お
り
、
円
教
で
い
う
ご
と
く
修
を
全
う
し
て
性
が
在
る
妙
法
と
い
う
の
で
は
な
く
、

差
別
現
象

の
当
体
に
つ
い
て
、

そ
の
色

・
形
は
仏
法
の
理
を
あ
ら
わ
す
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
形
に
は
方

・
円

.
三
角

.
半
月

.
団
形

の
五
形
が
あ
り
、
色
に
は
黄
白
赤
黒
青
の
五
色
、

五
大
は
地
水
火
風
空
で
あ
り
、
仏
に
は
大
日

・
阿
閤

・
宝
生

・
弥
陀

.
不
空
の
五
仏

が
あ
り
、
五
方
に
は
中
東
南
西
北
が
あ
り
、
五
季
に
は
土
用
春
夏
秋
冬
が
あ
り
、

こ
れ
ら
は
み
な
あ
げ
ら
れ
る
順
に
し
た
が

っ
て
対
当

さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
有
情
も
非
情
も
こ
の
五
形

・
五
色

・
五
仏

・
五
方

・
五
季

の
位
を
歴
て
自
然
に
法
爾
の
成
道
を
得
る
と
い
う
。

春
は
草
木
が
萌
芽
し
、
夏
は
繁
茂
し
、
秋
は
衰
え
し
ぼ
み
、
冬
は
枯
凋
す
る
。

こ
れ
を
迷
い
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
生
住
異
滅
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
悟
り
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
浬
桑
で
あ
る
。

ま
た
有
情
の
迷
い
の
生
老
病
死
も
生
住
異
滅
も
悟
り
の

立
場
か
ら
は
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
浬
薬
で
あ
り
、
法
は
た
だ

一
つ
で
、
迷
悟
不
二
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

で
は
真
言
密
教
に
お
い
て
は

迷

い
を
の
ぞ
い
て
悟
り
を
得
、
煩
悩
を
断
じ
て
菩
提
を
証
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
て
も
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
痴
兀
大
慧
は
密
教
を
体
相
用
の
三
つ
に
大
別
し
て
説
き
、
体
と
は
地
水
火
風
空
識
の
六
大
で
あ
り
、

相
と
は
大
三
法
掲
の
四

曼
で
あ
り
、
用
と
は
身
口
意
の
三
密
で
あ
る
と
い
う
。
六
大

・
四
曼
の
体
相
は
仏
知
見
の
立
場
か
ら
義
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

三
密



の
用
は
行
者

の
修
入
に
あ
た

っ
て
理
を
示
し
修
行
を
す
す
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

六
大
と
は
地
大

・
水
大

・
火
大

・
風
大

・
空
大

・
識
大
の
六
種
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
万
有

の
本
体
で
あ
る
根
本
要
素
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
こ
の
六
種
か
ら
作
ら
れ
、

す

べ
て
の
も
の
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
体
大
と
い
わ
れ
る
。
枯
木
集
に
は
写
真
の
よ
う
な
図
を
以
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ム

謝
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現
象

の
相
に
つ
い
て
は
四
曼
茶
羅
を
も

っ
て
示
し
て
い
る
。
曼
茶
羅
と
は
菩
提

・
正
覚
と
い
っ
た
悟
り
の
境
地
を
意
味
し
、
道
場
の

壇

に
仏
菩
薩
が
充
満
し
聚
集
し
た
も
の
を
図
絵
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
曼
奈
羅
に
四
種
が
あ
り
、
第

一
の
大
曼
奈
羅
と
は
諸
尊
を
総

集

し
た
壇
場
、
諸
尊
の
形
を
図
絵
し
た
も
の
で
曼
茶
羅
の
総
体
で
あ
る
か
ら
大
と
い
わ
れ
、
大
は
五
大
の
義
で
あ
る
と
い
う
。
枯
木
集

に
は
五
色

(黄

・
白

・
赤

・
黒

・
青
)
を
示
し
て
い
る
。

第
二
の
三
摩
耶
曼
茶
羅
と
は
諸
尊

の
手
に
持
す
る
器
杖
や
印
契
を
画
い
た
も

の
で
、
諸
尊

の
本
誓
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

枯
木
集
に
は
五
形

(方

・
円

・
三
角

・
半
月

・
団
形
)
を
示
し
て
い
る
。
第
三

の
法
曼
茶
羅
と
は
諸
尊
の
種
子
を
画
く
真
言
及
び

一
切
経
の
文
字
義
理
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
枯
木
集
に
は
阿
等
の
字
で
あ
る
と
示
し
て

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
(荻
須
)
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い
る
。
第
四
の
翔
磨
曼
茶
羅
と
は
諸
尊
の
所
作
を
示
し
た
も
の
で
、
鋳
造
の
形
像
が
こ
れ
に
あ
た
り
、

前
三
種
曼
茶
羅
の
動
作
、
作
用

を

い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
凝
兀
大
慧
は
い
う
。
こ
れ
ら
本
有
の
六
大
四
曼
は
仏
知
見
の
立
場
か
ら
は
凡
聖
迷
悟

へ
だ
て
あ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
行

者

の
立
場
か
ら
は
迷
執
を
の
ぞ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
、
所
信

の
本
尊
に
お
い
て
手
に
印
契
を
結
び
、
口
に
真
言
を
と
な
え
、
心

に
誓
い
を
観
じ
て
三
業
の
垢
を
の
ぞ
き
虚
空
無
垢
の
大
菩
提
心
に
い
た
り
、
仏
種
の
芽
を
生
じ
て
、

五
相
五
輪
の
観

に
入

っ
て
観
心
成

就

し
て
正
覚
を
と
る
も
の
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
仏
知
見
か
ら
す
れ
ば
凡
聖
不
二
で
あ
り
、
迷
悟

一
体
で
あ
る
が
、

い
ま
だ
迷
執
あ
る

行
者
入
道
の
立
場
か
ら
は
身
口
意

の
三
密
を
行
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
で
は
凡
を
あ
ら
た
め
て
聖
と
な
り
、
迷

い
を
の

ぞ

い
て
悟
り
を
得
る
と
い
う
な
ら
密
教
は
顕
教
と
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
痴
兀
は
説

い
て
い
う
。

顕
教
の
修
行

は

一
心
の
観
法
で
あ
る
か
ら
仏
に
な
る
こ
と
は
遅
い
が
、
密
教
の
修
行
は
三
密
の
行
法
で
あ
る
か
ら
仏
に
な
り
や
す

い
と
い
い
、

「唯

真

言
の
法
中
即
身
成
仏
故
、
是
れ
三
摩
地
法
を
説
く
。
諸
教
の
中
に
は
閾
け
て
書
か
ず
」
な
る
竜
猛
の
菩
提
心
論
の
句
を
示
し
て
い
る
。

五

し

禅
宗

の
転
迷
開
悟
は
い
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
禅
尼
が
問
う
た
と
こ
ろ
、
凝
兀
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

倶
砥
為
昌求
法
者
一竪
二
指
一、
秘
魔
為
=求
法
者
一捧
二
叉
一。
人
あ
り
て
如
何
是
仏
と
問
ひ
し
か
ぼ
、

或
禅
師
は
乾
尿
糠
と
答
ふ
。
人

あ
り
て
如
何
是
三
宝
と
問
ひ
し
か
ば
、
或
禅
師
は
禾
粟
豆
と
答
ひ
き
。
是
等
の
語
を
以
て
心
得
べ
き
な
り
。

倶

砥
は
南
嶽
下
五
世
の
法
孫
で
唐
末
の
禅
者
で
あ
る
。
婆
州
金
華
山
の
住
持
で
、
天
竜
和
尚
よ
り

一
指
頭
の
禅
を
得
、
凡
そ
詰
問
あ
れ



竺

指
を
竪
て
て
禅
を
挙
し
た
・
順
世
に
臨
ん
で

「わ
れ
天
重

指
頭
の
禅
を
得
≦

生
受
用
不
尽
」
と
い
い
示
寂
し
た
と
い
掴

ま

た
雲
門
は

「如
何
な
る
か
是
れ
仏
」
と
問
わ
れ
て
乾
騒

と
答
え
た
と
い
⑳

蔑

楓
と
は
糞
を
球

つ
へ
ら
の
こ
と
と
い
う
か
ら
凡
そ

概
念
に
あ
る
仏
と
は
異
る
答
え
で
あ
る
。
ま
た
馬
祖
下
の
三
角
総
印
は

「如
何
な
る
か
是
れ
三
宝
」
と
問
わ
れ

「禾
麦
豆
」
と
答
え
た

と

い
う
。
概
念
化
さ
れ
た
教
理
的
表
現
で
な
く
、
見
聞
覚
知
の
日
常
生
活
に
即
し
て
仏
法
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
擬
兀
が
示
し
た

こ
れ
ら
禅

の
話
頭
は
請
問
す
る
禅
尼
に
は
理
解
で
き
な
か

っ
た
。
す
べ
て
心
得
ら
れ
ず
と
い
っ
て
い
る
。

療
兀
は
さ
ら
に

「鶏
寒
ふ
し

て
木
に
上
り
、
鴨
寒
ふ
し
て
水
に
入
る
」

「あ
た
た
け
を
食
ふ
て
、
に
ご
り
酒
を
の
め
か
し
」

「河
水
は
淡
く
、

海
水
は
戯
し
し

「
母

の
た
ま
ひ
た
る
袴
子
、
父
の
た
ま
ひ
た
る
手
車
な
ど
の
語
を
以
て
直
指
し
た
が
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
し
て
枯
木
集

に
は
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。

問
、
只
慈
悲
を
以
て
、
是
法
を
心
得
る
や
う
に
、
よ
く
よ
く
こ
ま
か
に
の
べ
て
き
か
せ
よ
。

答
、
活
人
は
棺
に
入
り
、
死
人
は
か
い
で
行
く
。

問
、

い
か
な
る
逆
ま
ご
と
そ
。

答
、
喝
。

問
、
総
て
つ
い
に
知
ら
れ
ぬ
。

答
、
な
ん
ち
が
た
め
に
実
の
法
を
し
め
せ
ど
も
知
る
こ
と
な
し
。
法
の
轡
に
あ
ら
ず
、
汝
が
迷

の
厚
き
也
。

問
、
迷
と
云
ふ
は
何
物
ぞ
。

答
、
差
別
の
万
法
に
向
ひ
て
、
諸

の
分
別
の
妄
念
を
起
す
是
れ
也
。
し
か
れ
ば
し
つ
か
な
る
処
に
居
て
、
諸

の
分
別
妄
念
を
し
ば

凝
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

(荻
須
)

二
九
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二
九
六

⑨

ら
く
収
め
て
見
る
べ
し
。
必
ず
上
に
云
ふ
処
の
禅
師
の
語
は
、
お
の
つ
か
ら
知
ら
る
べ
き
也
。

い
っ
た
い
迷
い
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
凝
兀
の
い
う
に
は
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
差
別
の
万
法
に
向

っ
て
、

諸
の

分
別
の
妄
念
を
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
静
か
な
処
で
諸
の
分
別
妄
念
を
お
さ
め
よ
と
示
し
て
い
る
。

右
の
問
答
も
分
別

わ

と
う

の
妄
執
を
と
り
の
ぞ
く
作
略
で
あ
ろ
う
。
分
別
妄
念
の
迷
い
が
去
れ
ば
、
祖
師
の
示
す
話
頭
も
自
ら
わ
か
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

次
に
禅
門
の
修
行
が
教
門
の
修
行
と
異
る
点
を
指
摘
し
て
い
う
に
は
、

教
門
に
お
い
て
は
仏
性

の
あ
る
と
こ
ろ
を
心
中
で
あ
る
と
示

す
か
、
進
ん
で
明
め
さ
と
れ
と
教
え
る
の
で
あ
る
が
、

禅
門
に
お
い
て
は
宝
処
は
脚
下
で
あ
る
と
さ
と
す
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
脚

下
な
る
も
の
は
退
歩
し
て
見
よ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

脚
下
の
も
の
は
進
み
求
む
れ
ば
後
に
な
り
、
進
む
に
つ
れ
て
遠
ざ
か
り
見
え
ぬ

よ
う
に
な
る
。
禅
門
の
修
行
は
脚
下
の
も
の
を
退
き
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
禅
は
現
実
に
即
す
る
教
え
で
あ

る
。
現
実
の
脚
下
を
忘
れ
て
理
想
の
み
を
追
う
こ
と
は
禅
の
あ
り
方
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
療
兀
は
さ
ら
に
こ
と
ぼ
を
つ
づ
け

「
心
は

世
間
出
世
間
仏
法
世
法
皆
打
止
め
て
、
只
な
す
こ
と
な
く
、
し
わ
ざ
な
く
し
て

一
物
を
と
ど
め
ず
、

世
間
の
塵
労
妄
想
の
心
を
も
の
こ

さ
ず
、
し
わ
ざ
を
も
な
さ
ざ
れ
、

又
出
世
の
清
浄
無
相
の
観
法
修
行
を
も
な
さ
ざ
れ
、
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
只
飢
来
れ
ば
飯
を
喫
し
、

渇

し
て
は
水
を
飲
み
、
尿
を
ま
り
、

尿
を
ま
り
、
寒
く
ぼ
衣
を
か
さ
ね
、
熱
く
ば
衣
を
ぬ
ぎ
、
困
す
れ
ば
ね
む
り
、
さ
む
れ
ば
起
き
、

客
来
れ
ぱ
笑
語
し
、
帰
れ
ば
又
し
づ
ま
り
、
縁
に
し
た
が
ひ
節
に
ふ
れ
て
そ
む
く
こ
と
な
く
、
あ
ら
そ
ふ
こ
と
な
く
、
是
の
如
く
に
し

て
年
深
く
日
久
し
け
れ
ば
、
自
然
に
凡
情
蕩
け
て
、
別
に
聖
の
解
な
き
な
り
。

是
れ
を
退
歩
就
己
と
云
ふ
な
り
」
と

い
い
、
ま
た

「古

た
だ

人

は
任

性

迫

遙

、

縁

に
随

っ
て
放

膿

し
、

但

凡

心
を

尽

し
、

別

に
聖

解

な

し

と

い

い
、

達

磨

は
外

諸

縁

を
息

め
、

内

心

喘

ぐ

こ
と

な

く
、

⑨

心
培

壁

の
如

く

ん

ば

以

て

道

に

入

る

べ

し
」

と

い

っ
た
と

し

て

い
る

。



で

は

凡

を

厭

う

て

聖

を
願

い
、

世

間

を

す

て

て
出

世

間

に

つ
く

こ

と

す

ら
凡

情

に
し

た

が

い
世

間

に
堕

す

る

と

す

れ
ば

、

い
か

に

し

て

世

間

の
凡

情

を
脱

出
す

る

こ
と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

か
。

療

兀

は

い
う

「
心

を
古

人

の
語

の
上

に
お

い

て
、

思

い
を

余

縁

に
う

つ
さ

ず

守

り

つ
と

め

よ
」

と
。

そ

し

て
ま

た

い
う

「
い
ず

れ

の

一
言

一
字

で

も

よ

い
、

只
そ

こ

に
心

を

置

い

て
守

り

、

あ

の
字

こ

の
字

と

取

換

え

う

つ

っ
て

は

な

ら

な

い
」

と

い
う

の

で
あ

る
。

い
ず

れ

の
字

で

も

よ

い
が
、

し

か

し
無

字

を
守

れ

と

い

い
、

趙

州

の
無

字

を

す

す

め

て

い
る

。

無

只

是

無

と

心

に
覚

え

て
、

別

に

理

由

を

存

す

る

こ

と

な

か

れ
。

只
世

間

塵

労

妄

想

き

そ

ひ
起

ら

ば

、

只

心

を

無

字

の
上

に
置

き

て
無

と

ば

か
り

思

ふ

て
、
有

無

の
こ

と

わ

ざ

に
随

ふ

て
、

思

ひ

は

か

る

こ
と

な

か

れ
。

此
字

に
於

て
滋

味

を

つ
け

、

理

由

を

思

ひ

は

か

る

こ
と

な

か
れ

。

大

慧

禅

師

、

こ

の
無

の
字

に

於

て
、

不

レ用

7作

=破

除

想

一、

不

レ用

7作
二情

塵

想

一、

不
レ用

レ作
=仏

法

想

「、

不
7

用

レ作

二玄

妙

想

哨、

不

角

レ作

二等

悟

想

一、

取

レ要

言
乏

、

没
二滋

味

一、

無

=理

路

同。

只
飲

も

無

、

食

も

無

、

尿

も

無

、

尿

も
無

、
往

も

無
、

回
も

無

、

臥

も

無

、

起

も

無

、

時

々
刻

々
、

只

此

一
字

を

心

に

か

け

て

日
久

し
け

れ

ぱ

、

ね

む

り

て
も

驚

き

て
も

わ

す

れ
ず

な

る

也
。

た

と

ひ
初

め

は

こ
と

さ

ら

に
心

を

此

字

に

置

く

と

も

、

や

瓦
も

す

れ
ば

、

よ

し
な

き

こ
し

方

ゆ

く

す

ゑ

、

恋

し

恨

め

し

等

に

き
り

覚
え
ず
し
て
馳
せ
う

つ
る
な
り
。
此
時
久
し
か
ら
ず
し
て
無
の
字
を
挙
げ
て
心
を
置
き
、

よ
う
つ
の
妄
念
を

一
戴
に
さ
ら
り
と
打

⑩

戴
て
、
只
無
を
ば
か
り
守
る
べ
し
。
よ
く
く

二
心
な
く
守
ら
ば
、
必
ず
生
死

一
大
事
の
因
縁
を
あ
き
ら
む
べ
き
也
。

と
親
切
に
た
だ
無
字

一
字
を
守
れ
ば
生
死

一
大
事
の
因
縁
を
明
む
こ
と
が
で
き
る
と
示
し
て
い
る
。

し
か
し
無
字
を
守

っ
て
も
、
い
ま

だ

一
大
事
因
縁
を
明
め
な
い
中
に
生
死
到
来
し
て
死
す
る
と
き
は
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
対
し

「
百
丈
禅
師
は
道
眼
未
だ
精

明

な
ら
ず
ん
ば
、
を
し
ふ
る
に
西
方
を
以
て
し
、
す

蕊
む
る
に
弥
陀
の
名
字
を
以
て
せ
よ
と
云

へ
り
。
大
慧
禅
師
等
は
、

只
生
よ
り
死

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
(荻
須
)

二
九
七



二
九
八

に
至
る
ま
で
此
字
を
守
り
終
る

へ
し
。
般
若
く
ち
せ
ず
し
て
悪
趣
の
生
を
の
が
れ
、

人
天
の
主
を
失
は
ず
、
必
ず
仏
法
流
布
の
国
土
に

あ

ふ
て
、
つ
い
に
大
事
を
あ
き
ら
む
べ
き
な
り
と
云

へ
り
。
い
か
や
う
に
も
心
の
ひ
が
ん
に
任
す
べ
し
。
皆
是
れ
大
善
智
識
の
教
、
不
レ

⑪

可

〃疑

、

不

苛

レ疑
、

是

の
如

く

我

れ

伝

へ
し

め

せ

ど

も

、

只

理

ぼ

か

り

に
求

め

て
、

道

心

な

く

ば
徒

ら
事

な

り
L

と

い

っ
て

い

る
。

擬

兀

は
百

丈

や

大

慧

の
こ

と

ば

を

以

て

示

し

て

い

る
が

、

た

だ

理

ぼ

か
り

求

め

て

道

心

が

な

け

れ
ぱ

徒

事

で
あ

る
と

し

て

い
る

。

一』
ノ、

 

さ
き
に
述
べ
る
よ
う
に
療
兀
は
浅
法
と
深
法
と
に
分
け
、
浅
法
と
は
衆
生
と
諸
仏
と
の
隔
り
を
遠
く
教
え
る
の
が
浅
法
で
あ
り
、
迷

悟

生
仏
の
隔
り
を
近
く
教
え
る
の
が
深
法
で
あ
る
と
し
た
。

凡
夫
を
い
と
い
て
聖
位
を
の
ぞ
み
、
迷
い
を
の
ぞ
い
て
悟
り
を
得
る
と
隔

り
を
つ
け
て
説
く
の
は
浅
法
で
あ
る
が
、

凡
聖
不
二
、
迷
悟

一
体
、
邪
正

一
如
、
善
悪
無
別
と
説
く
の
は
深
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
仏
知
見
の
立
場
か
ら
い
う
こ
と
で
あ
り
、

修
行
者
の
立
場
か
ら
は
迷
執
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ

る
。
で
な
け
れ
ば
迷
即
悟
、
衆
生
即
諸
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
衆
生
の
所
行
の
外
に
諸
仏
の
所
行
も
な
く
、

坐
禅
観
法
も
無
用

で
あ
る
と
い
う
暴
論
誤
識
と
な

っ
て
来
る
。
す
な
わ
ち

「経
中
に
、
婬
欲
即
是
道
、
志
痴
亦
復
然
、
亦
云
、

和
須
蜜
多
、
婬
而
梵
行
、

祇
陀
末
利
、
唯
酒
唯
戒
、
提
婆
達
多
、
邪
見
即
正
、
又
屠
児
、
手
に
屠
刀
を
さ
蕊
げ
な
が
ら
開
悟
得
道
す
。
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
婬
欲

も
殺
生
も
飲
酒
も
邪
見
も
、
皆
是
仏
の
所
行
な
り
。
何
か
深
き
法
の
心
に
、
凡
夫
を
す
て
蕊
聖
を
も
と
め
、
迷
の
外

に
悟
り
を
得
ん
や

03

云
々
」
と
い
う
に
い
た
る
。
凡
聖
迷
悟
、

善
悪
邪
正
が
不
二
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
仏
知
見
に
約
し
て
い
え
る

こ
と
で
あ
る
が
、

そ

の
義
理
を
失

っ
て
行
者
の
知
見
と
す
る
な
ら
ば
無
間
の
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
婬
欲
即
是
道
、
患
痴
亦
復
然
と
い
う
経
文
は
三
毒

の



性

の
う
ち
に
、
十
界
三
千
の
性
相
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
い
う
の
で
あ
る
が
、

婬
欲
等
の
相
を
仏
道
と
い
う
の
で
は
な
い
と
嘆
き
悲
ん

で
療
兀
は
い
う
。

枯
木
集
の
真
言
密
教
を
説
い
た
段
に
お
い
て
も
、
体
の
地
水
火
風
空
識
の
六
大
や
相
の
大
三
法
掲
の
四
曼
は
仏
知
見
の
立
場
か
ら
義

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
密
の
用
は
行
者
の
修
入
に
あ
た

っ
て
の
理
を
示
し
た
も
の
と
な
し
、
行
者
の
立
場
か
ら
は
迷
執
を
の
ぞ

く
た
め
三
密

の
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
か
れ
は
枯
木
集
に
お
い
て
天
台
教
学
を
説
く
と
こ
ろ
に
聞
円
法
と
起
円
信
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
聞
円
法
と

は
六
識
分
別
の
妄

心
を
も

っ
て
、
善
知
識
の
示
す
語
や
経
文
を
弁
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
縁
心
分
別
の
妄
想
知
見
で
あ

っ
て
、

い
ま
だ
正
し
く
法

性
を
知
覚
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
経
文
に

「縁
心
法
を
聞
く
、
此
の
法
も
亦
縁
、
法
性
を
得
る
に
非
ず
」

と
い
う
が
、
こ

れ
は
た
だ
経
文
、
言
語
、
道
理
を
心
得
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
か
つ
て
か
れ
が
聖

一
国
師
の
禅
化
を
聞
い

て
憤
然
と
し
て
東
福
寺

へ
ゆ
き
、
国
師
と
対
決
し
て
問
答
徴
詰
し
た
と
き
、

国
師
に
提
蜥
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

「汝
何
ぞ
義
解
に

渉

る
や
」
と
い
わ
れ
、
改
衣
帰
禅
し
て
聖

一
の
門
下
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
義
解
す
る
こ
と
は
聞
円
法
で
あ
り
、
真
個
仏
法
を
手
に
い

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
聞
円
法
よ
り
さ
ら
に
起
円
信
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

起
円
信
と
は

一
切
の
法
に
お

い
て
分
別
す
る
こ

と
な
く
無
心
無
念
な
る
と
き
、
こ
の
無
心
無
念
の
心
地
と
平
等
無
相
の
実
理
と
が
相
応
し
て
法
性
を
見
、
仏
性
を
さ
と
る
の
で
あ
る
。

妙
法
は
思
慮
分
別
に
よ

っ
て
さ
と
る
の
で
は
な
く
、
無
念
分
別
の
と
き
相
応
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

十
界
三
千
の
妙
法
も

一
心
三
観
の

観
法
も
無
念
分
別
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

離
念
無
心
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
療
兀
は
最
後
に
禅
を
説
き
示
し
た
こ
と
は
先
述

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
無
字

一
字
を
守
れ
と
親
切
に
提
揖
す
る
と
こ
ろ
は
、

思
慮
分
別
の
義
解
を
斥
け
、
無
念
分
別
を
も

っ
て
仏
道

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

(荻
須
)

二
九
九
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〇
〇

を
究
め
ゆ
く
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
説
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ω

長
松

山
安
養
寺
記

(森

田
利
吉
著
)
三
重

の
文
化
三
八
号

・
大
慈
庵
仏
通
禅
師
行
状

・
本
朝
高
僧
伝
等
参
照

働

枯
木
集
巻
上

に
云
く
、
諸
法
と

云
は
十
界
な
り
。
云
く

一
、
地
獄
、
二
、
餓
鬼
、
三
畜
生
、
四
修
羅
、
五
人
中
、
六
天
上
、
七
声
聞
、
八
縁
覚
、

九
菩
薩
、
十
仏
陀
是

れ
な
り
。
此
十
界

に
各

≧
互

に
十
界
を
そ
な

へ
て
、
百
界
と
な
る
に

一
界
に
十
如

を
具
た
る
故
に
千
如

な
り
。
叉
是

に
国
土

世
間
、
衆

生
世
間
、

五
温
世
間

の
三
を
わ
く
れ
ば
三
千
世
聞
と
な
る
な
り
。
し
か
る
に
衆
生
は
迷
て
、
地
獄
は
唯

地
獄

な
り
、
乃
至
仏
界

は
唯
仏

界
な
り

と
、
各
別

に
執
す

る
が
ゆ

へ
に
、
隔
別
不
融
と
名
る
な
り
。
生
死
を
捨

て
浬
藁
を
得
る
と
思
な
り
。
是
は
此
れ
小
乗
権

教

の
意

な
り
。
今

の
法
華
経

は
地
獄

の
処

に
十
界
を
そ
な

へ
、
乃
至
仏
界
も
亦
然
な
り
、
互
に
十
界
を
そ
な

へ
て
、
彼

此
差
別
な
し
と
を
し
ゆ
る
な
り
。
是

に
よ

っ

て
地
獄
を

そ
れ
に
く

む
べ
か
ら
ず
、
乃
至
仏
界
を
ね
が

い
も
と
む
べ
か
ら
ず
、
只

一
切

の
法
に
分
別

の
を
も

ひ
な
か
れ
と
教
る
な
り
。

1
国
文
東
方

仏
教
叢
書

法
語

部
枯
木
集
巻
上
1

な

お
十
如

と
は
十
如
是

の
こ
と

で
、
百
界
に
は
各

々
十
如
是
が
具
せ
ら
れ
る
か
ら
千
如
是
と
な
る
。
如

是
と
は
百
界

の

一
切
法
が
具
有
す

る
真
如

の
こ
と
で
、

こ
れ
を
十
種

の
方

面
か
ら
見

る
か
ら
十
如
是
と

い
う
。

一
、
如
是
相

(
諸
法

の
形
相
)
、

二
、
如
是
性

(
諸
法

の
性
質
)
、
三
、
如
是

体

(諸
法

の
自
体
)
、

四
、
如
是
力

(
諸
法
自
体

の
有
す

る
力
用
)
、

五
、
如
是
作

(
外
面

に
力
用
を
顕
わ
し
た
作
業
)
、

六
、
如
是

因

(
作
業
が

結
果
を
招

く
直
接
原
因
と
な

る
面
)
、
七
、
如
是
縁

(
作
業
が
結
果
を
招
く
間
接
原
因
と
な
る

面
)
、
八
、
如
是
果

(
原
因
に
よ

っ
て
う
ま
れ
た
結

果
)
、
九
、
如
是
報

(業
因

に
酬

い
て
感
受
す

る
果
報
)
、
十
、
如
是
本
末
究
寛
等

(相
本

か
ら
報
末

に
い
た
る
ま
で

の
九
如
是
が
究
寛
し
て
等

し

い
こ
と
)

1
教
化
研
究
所
編

仏
教
概

論
1

㈹

問
、

天
台
宗

の
意
、
法
華
経

の
観
法

と
云
は
、

一
心
三
観
と
見

へ
た
り
。
只
離
念
無
心

の
観
法
な
ら
ば

三
観

の
理
は
欠
け
た
る
を
や
。

む

む

む

む

答
、
離
念
無
心

の
処
に
三
観

の
理
そ
な
は
る
な
り
。

問

、
三
観

者

一
切
諸
法
皆
空
な
り

と
観

じ
、
有
な
り
と
観

じ
、
非
有
非
空
な
り
と
観
ず

る
、
是
を
三
観
と
云
な
り
。
離
念
無
心

の
処
に
は
空
と
も

思
は
ず

、
有
と
も
思
は
ず

、
非
有
非
空

と
も
思

は
ず
、
何

ぞ
三
観

の
理
あ
り
と

云
や
。

答
、
若
有
と
思

ひ
、
空
と
思
ひ
、
非
有
非
空

と
思
を

三
観

と
云
は
ば
全
く
天
台
宗

の

一
心
三
観

の
義
に
は
あ
ら
ず
。
何
と
な
ら
ば
、
天
台

の

一
心

む

む

む

　

三
観

は
不
竪

不
横

の
三
観
な
り
と
あ
か
し
た
ま

へ
り
。

不
竪
の
ゆ

へ
に
た
て
さ
ま

に
も
な
ら
ば
ず
、
不
横

の
ゆ

へ
に
よ
こ
さ
ま
に
も
な
ら
ば
ざ
る



な
り
。
し
る
べ
し
、
空
仮

中
と
次
第

に

つ
ら
な
り
、
空
仮
中
と
同
時
に
な
ら
ば
ば
、
全
く

不
竪
不
横

の

一
心
三
観
に
は
あ
ら
ず

、
同

時
に
な
ら
ば

ず

し
て
、

三
観

の
義

は
そ
な

は
る
な
り
。
云
く
、
空
と
思
は
ざ
れ
ば
有

の
義

な
り
。
有

と
思

は
ざ
れ
ば
空

の
義
な
り
、
非
有
非
空
と
思
は
ざ
れ
ば

中

の
義

な
り
。
し

る
べ
し
、
離
心
無
念

の
処
に
是

の
如
く
次
第

に

つ
ら
な
ら
ず

、
同
時

に
な
ら
び
て
、

三
観

の
義
そ
な

は
る
な
り
。
云
云

i
枯
木
集
巻

上

(
国
文
東
方
仏
教
叢
書
法
語
部
)ー

働

枯
木
集
巻
下

(
国
文
東
方
仏
教
叢
書
法
語
部

・
禅
門
法
語
集
続
篇
)

㈲

景
徳
伝
燈
録
巻
十

一
、
無
門
関
第
三
則

㈲

無
門
関
第

二
十

一
則

紛

景
徳

伝
燈
録

巻
七

圖

枯
木
集
巻
下

働

同

上

㈲

同

上

⑳

同

上

圃

枯
木
集
巻
上

和
須
蜜
多
、
婬
而
梵
行

蜜
多
女
が
婬
而
梵
行
と
云
は
、
彼
女

は
権

化

の
大
士
也

。
婬

欲
門

よ
り
離

欲
際

の
法
門
を
覚
れ
り
。

こ
の
ゆ

へ
に
利
益
衆
生

の
門

に
出
る
時
、
却

て
叉
此
門

に
住
し
て

一
途

の
機
を

み
ち
び
く
な
り
。
こ

の
ゆ

へ
に
縁
あ

る
者
、
彼
女

に
ち

か
づ
き
、
手
を
と
り

口
を
す

ひ
身
を

ふ
れ
、
な
れ
睨
び

し
者
、
皆
開
悟
得
道
し
て
、
無
始
以
来

の
塵

労
妄
想

の
執
情

悉
く
除
る
。
当
世

な
り
と
て
も
、
さ
や
う

に
此

の
婬
欲

の
門
よ
り
覚
を

ひ
ら
き
、
執

情
蕩

こ
と
実
に
然
る

べ
し
。
若
さ
と
り

ひ
ら
か
ず

し
て
、
愛
欲

の
執
情

い
よ

い
よ
着

せ
ば
、
知
る

べ
し
、
是
即
輪
廻

の
業
因
流
転

の
繋
縛
也
。
然

る

に
今
代

の
学
者
直
に
此
交
通
冥
合

の
事

を
以

て
、
仏
法

の
覚

と
思

へ
り
。
誤
哉
。

紙
陀
末
利
、
唯
酒
戒

彼
酒
を
飲
ざ

る
時

は
、
瞑
惑
物
を
殺
し
物

を
そ
こ
な

い
、
酒
を
飲

ば
其

心
あ
は
れ
み
ふ
か
く
、
物
を
す
く

ひ
き
、

こ
の
ゆ

へ
に
酒
を
飲
は
持
戒
に

し

て
、
飲
ざ

る
は
破
戒
と
な

る
。
是
即
人
異
な
れ
ば
事
異
也
。
若
酒
を
飲
め
ば
、
悉

も
増
狂
し

き
心
も
を

こ
ら
ば
、
知

る
べ
し
、
酒
を
飲
ば
破
戒

擬
兀
大
慧
禅
師
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て

(荻
須
)
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二

の
因
縁
地
獄

に
を

つ
る
根

本
也

。
云
云

附

記

福
嶋
俊
翁
先

生
が
本
年
喜
寿
を
迎

え
ら
れ
、
頚
寿
記
念
論
文
集
が
編
纂
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
小
生
も

一
文
を
草
し
て
お
慶

び
申
し
あ
げ
、
学

恩

の
万
分

の

一
に
も
報

い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思

っ
た
が
、
時
あ
た

か
も
大
学
紛
争
に
日
夜
心
を
痛
め
、
禿
筆

は
思
う
よ
う
に
運

ぱ
ず
、
先

生
に
は
甚
だ
申
訳
な

い
次
第

で
あ

る
。
療
兀
大
慧
禅
師

の
塔
所
大
慈
庵
は
現
在
先
生
が
住
せ
ら
れ
る
東
福

寺
山
内
願
成
寺

に
合
併

さ
れ
た

の
で
、

先
生
に
ご
因
縁

の
あ

る
題
を
選

ん
だ
の
で
あ
る
。


