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こ

の
小
論
で
私
は
、
「
深
い
落
着
き
」

(漢
訳
で

「
三
昧
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も

の
)
と
か

「
深
い
思

い
」

(「禅
定
」
)
と
言
う
こ
と
の

究
極

が

一
体
ど
う
い
う
も

の
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。

私
が

「
深
い
落
着
き
」

「深

い
思
い
」

と
し
て
示
す
も
と

の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

(旨
語
鋤
爵
掛

a
ξ

習
弩

)
は
、
覚
者
の
教
え
で
は
究
極
を
表
わ
す
ば
あ
い
区
別
な
し
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
の
で
、
こ
こ
で

も
同
義
語
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

以
下

の
小
論
で
簡
単
に
究
明
す
る
よ
う
に
、
「
深
い
落
着
き
」
「
深
い
思
い
」
の
究
極
は
、
我
々
人
間
の
何
か
特
殊
な
状
態
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
こ
そ
我
々
の
も
と
も
と
の
あ
り
方
で
あ

っ
て
、
我
々
が
ふ
つ
う
の
あ
り
方
と
考
え
る
も
の
の
方
が
実

は
特
殊
な
状
態

で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
我
々
の
特
殊
な
あ
り
方
か
ら
の
解
放
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

へ
の
解
決
の
方
向

は
、

外
に
超
越
す
る
と
か
内
に
沈
潜
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
こ
の
ま
ま
に
留
ま
る
と
か
と
い
う
、
す
べ
て
何
か
で
あ
る
あ
り
方
が
破
綻
を
呈
し

た
そ

の
直
下
と
か
脚
下
と
か
本
来
の
私
と
か
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を

「
深
い
落
着
き
」
と
言
い
、
ま
た
こ
れ
が
単
な
る

静
止

で
は
な
く
、
我
々
の
ふ
つ
う
の
あ
り
方

(日
常
)
を
本
当
の
意
味
で
の

「
ふ
つ
う
」
(平
常
)

の
あ
り
方
で
は
な
い
と
す
る
根
源
的
批

判
と
、
こ
れ
を
本
来
の
あ
り
方
に
開
眼
さ
せ
る
願
い
を
発
動
し
て
く
る
も
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を
究
極

の

「深
い
思
い
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
究
極
の

「深
い
落
着
き
」
は
究
極
の

「
深
い
思
い
」
と
な

っ
て
働
く
の
が
自
然
で
、
両
者

は
別

の
も
の
で
は
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な

い
。
そ
う
い
う
究
極
の

「
深
い
落
着
き
」
「
深
い
思

い
」
が

我

々
人
間

の
本
当

の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右

の
よ
う
な
事
柄
の
究
明
を
私
は
、

漢
訳
で

『
入
樗
伽
経
』

と
呼
ば
れ
る
、

五
世
紀
初
め
の
イ
ン
ド

の
覚
者

の
教
え

の
テ
キ
ス
ト
、

『
ラ
ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』

に
よ

っ
て
進
め
て
行
き
た
い
。

私
が
特

に
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
取
上
げ
る
理
由
は
、
覚
者
の
教

え
以
外
の
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
宗
教
で
、
意
識
の
活
動
を
静
め
て

一
時
的

に
で
も
意
識
が
停
止
し
、
「
無
想
定
」
「
滅
尽
定
」
と
言
わ
れ
、

あ
る
い
は

..貯
聾
o
①.、
と
呼
ば
れ
る
状
態

に
入
る
こ
と
を
も

っ
て
究
極
と
す
る
修
行
法
、

つ
ま
り
四
段
階

に

「深

い
思

い
」
を
深
め
て
行

く
、

一
般
に

「
四
禅

〔定
〕」
と
言
わ
れ
る
方
法
を
、
こ
の
経
が
根
源
的
に
批
判
し
て
、
「如
来

の
深
い
思

い
」
(「如
来
禅
」)
を
究
極
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
が
中
国
の
禅
者
た
ち
の
修
行
の
指
標
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
経
は
、

究
極

の

「深
い
思
い
」
に
あ
る
如
来
が
迷
妄
に
苦
し
む
ふ
つ
う
の
人
間
を
直
指
し
て
、
そ
れ
が

「如
来
を
産
む
母
胎
」
(「如
来
蔵
」)
だ
と

す
る
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

「
如
来
の
深
い
思
い
」

に
お
い
て
始
め
て
、

ふ
つ
う
の
生
死
的
人
間

の
本
来
が

「如
来
を
産
む
母
胎
」

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
見
る

と
す
る

『
ラ
ソ
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
の
立
場
が
、
『華
厳
経
』
「如
来
性
起
」

の
章

の
有
名
な

一
節
、

「
如
来
の
智
慧
、
無
相
の
智
慧
、

無
擬

の
智
慧
具
足
し
て
衆
生
身
中
に
あ
り
、
た
だ
愚
凝

の
衆
生
、
顛
倒

の
想

に
覆
わ
れ
て
知
ら
ず
見

ず
信
心
を
生
ぜ
ず
。
そ
の
時
如
来
、
無
障
磯
清
浄

の
天
眼
を
も

っ
て

一
切
衆
生
を
観
察
し
、
観
お
わ

っ
て
か
く

の
如
き
言
を
な
す
。
奇

な
る
か
な
奇
な
る
か
な
、
云
何
ぞ
如
来
の
具
足
す
る
智
慧
、
身
中
に
あ
り
て
、
し
か
も
知
見

せ
ざ
る
。
我
ま
さ
に
か
の
衆
生
を
し
て
聖

道

を
覚
悟
せ
し
め
悉
く
永
く
妄
想
の
顛
倒
と
垢
の
縛
を
離
れ
し
め
ん
、
と
」
(弓
ρ

Z
9

ミ
c。
"
や

①
撃

9
)

と
深
く
通
じ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
如
来
を
産
む
母
胎
」
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
は
私
は
、

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

「仏
伝
」

に
由
来
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
あ
る
程
度
系
統

立
て
て
検
討
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
同
じ
く

「仏
伝
」

の
系
列

に
位
置
づ
け
ら
れ
る

『勇
ま
し
く

進

む
深
い
落
着
き
を
説
く
経
』
(『首
樗
厳
三
昧
経
』)

の
原
典
理
解
に
基
づ
き
、
「勇
ま
し
く
進
む
深
い
落
着
き
」
と
呼
ば
れ
る

「深

い
落
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着
き
」
「深

い
思

い
」
の
究
極

の
あ
り
方
を
、

一
そ
う
具
体
的
に
私
た
ち
の
現
実
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
求
め
て
行
き
た

い
。

小
論
の
最
後
は

『
大
乗
起
信
論
』
に
言
う

「真
如
」

の

「
深
い
落
着
き
」

の
簡
単
な
考
察
で
結
び
た
い
。

目

次

一

深

い
落
着
き

(旨
B
91爵

昼

コ
ニ
昧
」)
、
深
い
思
い

(飢
耳
91
昌
9目

「
禅
定
」)

の
究
極

は
、
我
々
の
究
極

の
あ
り
方

で
あ
る

二

『
ラ
ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
(卜
§
ミ
§
ミ
ミ

賜ミ
§
§
『
入
樗
伽
経
』
)
の
「如
来

の
深

い
思

い
」
(一9,臼
9、
σq
N
$
日

α
ず
団
叩

冨

8

「如
来
禅
」
)
は
、
中
国
禅
宗
の
伝
統
に
お
い
て
禅
宗
の
禅
と
み
な
さ
れ
て
い
る

三

『
ラ
ソ
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
の
四
種

の
深
い
思
い

(6讐
⊆
『<
己
冨
ぢ

α
ξ

習
9
§
)

四

「
如
来
の
深
い
思
い
」
と

「
如
来
の
母
胎
」

五

『大
き
な
出
来
事
』
(さ

ミ
§
%ミ
)

の
い
わ
ゆ
る

「
母
胎

に
住
す

る
如
来
」

か
ら

『勇
ま
し
く
進
む
深

い
落
着

き
を
説
く
経
』

　⑦
ミ

合
§
題

§
&

碧
§
91§

画
%
ミ
ミ
§

『
首

樗

厳

三

昧

経

』
)

へ
の
展

開

六

「
勇

ま

し
く

進

む

深

い
落

着

き

」

(
鈴

轟

日
σq
9
琶
9

ω"
ヨ
毬

げ
言
)

は
、

外

な

ら

ぬ
今

日

の
世

界

に
自

覚

さ

れ

る
べ

き

も

の
で
あ

る

七

補

足

『
大

乗
起

信

論
』

の

「
寂

」

(
鐙
言

9
ま

9
#

「
止

」
)

一

『
入

樗

伽

経

』

の
梵

本

卜
§

ミ

§
ミ
§

%
ミ
§
§

(
ラ

ン
カ

ー

に
代

表

さ

れ

る
未

覚

の
現

実

世
界

の
本
来

の
あ

り
方

に
悟

入

す

る

こ
と

を
説

く
経

)

は
、
第

二
章

に

一
〇

八

の
問

い

を
挙

げ

る
う

ち

の

一
つ
と

し

て
、

「
と

も

に
本

来

の
自

己

に
め
覚

め

る

こ
と

を
誓

う

も

の
」

た

ち

(
び
O
傷
げ
冨
拶
暮
く
91
げ
)

の

一
人

、

マ

ハ
ー

マ
テ

ィ

(]≦
筈

91
日
9
昌

大

慧

)

が

尋

ね

る
。

「
私

た

ち

は
、

ど

う

す

れ

ば

落

着

く

の

で
し

ょ
う

か
。
」
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(
1
)

。・
笛
ヨ
泣

ξ

讐
。
断
碧
冨

骨

6
剛#
9
昼

(
Z
且

。

。
窪
も

.
P
雷

戸

=

㊤
。
)

こ

の
質

問

は
、

分

析

す

れ
ば

次

の
二
点

か
ら

な

る
。

ω

自

・
他

、

生

・
死

の
不
安

に
苦

し

む

「
私

た

ち
」

(o
響

即
ヨ
)

の
本

来

の
あ

り
方

は
、

ど

ん
な

も

の
か
。

②

深

い
落

着

き

(
ωp
】B
餌
自
三
財
)

ま

た

は
深

い
思

い

(
α
げ
団
91
§

8
)

の
究

極

は
、

ど

の
よ

う

に

し

て
得

ら

れ

る

の
か
。

覚

者

・
世
尊

は
、

こ

の
経

で

は

一
〇

八

の
問

い

に
対

す

る
答

え

と

し

て

一
〇

八

の
対

句

を
挙

げ

ら

れ

た

こ
と

に
な

っ
て

い

る
。

実

際

に

は
対

句

の
数

は

一
〇

八

に
は

少

し
足

り

な

い
だ

け

で

な
く

、

ど

の
句

が

ど

の
問

い
に
答

え

る
も

の
で
あ

る

の
か
、

ま

た
そ

の
句

-

肯

定

.

否

定

の
対

句
1

を

ど

の
よ

う

に
解

す

る

こ

と
が

答

え

と

な

る

の
か

に

つ

い
て

の
説

明

は
、

一
切

な
さ

れ

て

い

な

い
。

私

は
、

こ

の
経

が

、

『金
剛
石
を
砕
く
空
智

の
究
極
を
説
く
経
』

(
ミ

ミ
ミ
譜
ミ
瀞91
㌣
ミ
§
も
ミ
魯§
ミ

賄ミ
ミ
ミ

『能
断
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
』)

の
立
場
を

踏
蔓

て
い
る
点
を
考
慮
捻

・
上
に
引
用
し
た
問
い
の
内
容
を
構
成
す
る
二
問
の
答
え
に
な
る
も

の
と
し
て
、
次

の
二
句
を
、
私
の
理

解

を
示

し

な
が

ら

引

用

し

た

い
。

ω

私

た

ち

は
本

来

無

相

で
す

。

そ

れ

ゆ

え

私

た

ち

が
私

た

ち

の
本
来

の
自

己

に
お

互

い

に
め
覚

め

る

こ

と

を
助

け
あ

う

よ
う

に
と

、

私

た

ち

の
無

相

の
自

己

が

こ
う

し

て

お
互

い

の
姿

を
仮

り

に
と

っ
て

い

る

の

で
す
。

息
#
9
℃
9
血
9
日
轟
9
葺
9
℃
9
ユ
曽
8
"
(
Z

し。
心
)

ま

た

は
、

(
3
)

。。
讐
2
巷

巴

9
8
凶
ω讐
2

巷

9
a

ヨ
.
(亥

。。
い
弘

一●)

②

私

た

ち

の
本

当

の
自

己

の
究

極

的

平

等

性

に

お

い

て
深

く

落

着

い

て
考

え

る

こ
と

は
、
何

か

に
お

い
て
落

着

き
何

か

を
深

く

考

、兄

る

と

い
う

こ
と

を

も
離

れ

て

い

ま
す

。

そ

れ

だ

か
ら

こ
そ

深

く

落

着

い

て
考

え

る

こ
と

に
な

る

の

で
す
。

(
4
)

住
ず
団
91
量

智

母

8
-巴

げ
績
91
§

℃
巴

9
ヨ
・
(2

も。
ρ

目
)

以

上

の
二

つ

の
表

現

を

合

わ

せ

る

こ

と

で
初

め

の
問

い
、

私

た

ち

は
ど

う

す

れ

ば

落

着

く

の

か
、

に
対

す

る
答

え

と

な

る
と

考

え

ら

れ

る
。

同

じ

こ
と

を

別

の
表

現

を

通

し

て
考

え

れ
ば

次

の
よ
う

に

な

る
。
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す
な
わ
ち
こ
の

『
ラ
ン
カ
1
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
を
私
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
た
ち
が
究
極
の
落
着
き
を
得

て
苦
悩

か
ら
解
脱
す
る
こ
と
に
な
る
理
由
と
し
て
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
私
た
ち
が
、
自
分
と
他
者
と
を
苦
し
め
る
の
は
私
た
ち
が

自
分

の
本
来
の
あ
り
方
に
無
知
な
た
め
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
本
来
は
虚
妄
、
迷
妄
を
離
れ
て
真
に
創
造
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

(
5
)

雷
爵
帥
σq
碧
p
σq
碧

ぴ
冨

幽
冨
望
9
〈
こ
凶
91
§

-
σq
o
$

6
甘

(
2

B

N

<
國
)

そ

の
二

は
、

私

た

ち

は
、
自

分

の
外

の
世
界

と

し

て

現

わ

れ

て

い
る

も

の
が

自

分

に
外

な

ら

な

い
と

悟

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

私

た

ち

の
分

別

の
根

拠

が

完

全

に
ひ

っ
く

り

返

っ
て

苦

悩

か

ら
解

脱

し

究
極

の
落

着

き

を
得

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

(
6
)

。。爵

9

欝
ム

錺
誘

き

昌

蒜

「
仔
キ
篤

&

獣
簿
p
9、
阜

く
涛
巴
B

ω蔦

珍
醸

甲
窓

円
碧

慧

昏

。
:
奪

o
訂

ρ

(
Z

8

q。
Ψ
<
一
)

『
ラ

ン
カ

ー

に
悟

入

す

る

こ
と

を
説

く

経

』

は
、

こ

の

よ
う

に
深

く

落

着

い

て
本

来

の
あ

り

方

に

め
ざ

め

て

い
る

こ
と

を

「
如

来

の
深

(
7

)

い
思

い
」
(鼠
費
節
σq
舞
9日

住
ξ

91§
β

Z

り
刈
1り
。。』
圏●
「如
来
清
浄
禅
」
「
如
来
禅
」)
と
名
づ
け
る
。
そ
の
理
由

は
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を

苦
悩

か
ら
解
放
し
た
い
と
い
う
慈
悲
な
い
し
人
類
の
本
来

の
誓
願
に
よ

っ
て
他
者

の
た
め
に
自
由
に
働
く
こ
と
が
こ
の
落
着
き
に
よ

っ
て

可
能

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
深
く
落
着
い
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
私
た
ち
の
本
来
の
自
己
と
い
う
も
の
が
別
に
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
深
い
落
着
き
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
に
よ

っ
て
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
姿
勢
あ
る
い
は
手
段
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
私
た
ち
の
本
当
の
あ
り
方
、
主
体
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
究
極
の
落
着
き
と
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
あ
り
方
で
あ
る
と

い
う
よ
り
は
目
的
そ
の
も
の
が
現
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
段
と
目
的
と
が
別
々
で
あ

っ
て
は
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
深
く
落
着
い
て
あ
る
こ
と
が
私
た
ち
の
究
極
の
あ
り
方
で
あ
る
苦
悩

の
滅

(三
「<
91
葛
ヨ
)
に
至
る
手
段
に
す
ぎ

な
い
な
ら
ば
、
目

標

に
至
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
究
極

の
落
着
き
と
い
う
も
の
が
単
な
る
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
現
実

の

時
と
所
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

上

に
述
べ
た
二
点
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
本
来
虚
妄
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
私
た
ち
が
本
当
の
自
己

の
本
来
の
自
由
を

悟
る
方
法
と
し
て
の
深

い
落
着
き
、
深
い
思

い
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
本
当
の
自
己
に
砥
か
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点

は
、
私
た
ち
が
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現
代
世
界
に
お
い
て
、
何
か
特
定
の
立
場
に
で
は
な
く
全
人
類
の
立
場
に
立
ち
、
歴
史
を
作
ら
れ
た
形

に
拘
束
さ
れ
ず
に
創
造
し
、
し
か

も
作
る
働
き
そ
の
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
図
す
る
上
で
、
ど
う
し
て
も
無
視

で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
以
下
に

「如

来

の
深
い
思
い
」
の
意
味
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

二

 

十
二
世
紀
の
終
り
ご
ろ
日
本

の
天
台
宗

の
僧
、
栄
西

(》

∪
●
=
由
山
巴
9

伝
統
的
に
ヨ
ー
サ
イ
ま
た
は
エ
イ

サ
イ
と
も
呼
ば
れ
る
)

が
二
回
に
わ
た
る
入
宋

(
=
一孚
Q。"
一一c。
刈1
㊤
一)
の
あ
と
日
本
に
禅
宗
の
禅
を
唱
導
し
始
め
た
。
し
か
し
聞
も
な
く
し
て
西
暦

一
一
九
四
年

(建
久
五
年
)

に
天
皇

の
政
府

は
国
内
に
禅
宗
が
独
立
し
た
宗
派
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
勅
令
を
発
し
た
。

栄
西
は
こ
れ
に

抗
議
し
て
自
分

の
考
え
を
政
府

の
役
人
に
伝
え
る
と
と
も
に
、

=

九
八
年

(建
久
九
年
)
漢
文
で

『
興
禅
護
国
論
』
を
記
し
、
朝
廷

に

提
出
し
て
、
結
果
的
に
は
先

の
禁
止
令
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
栄
西
の
こ
の
努
力
に
よ
っ
て
日
本
は
、
禅

の
真
理
に
自
ら
を

開
く
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の

『
興
禅
護
国
論
』

の
中
で
栄
西
は
、
『
入
樗
伽
経
』

の
四
種
禅

の
第
四
、
「
如
来
清
浄
禅
」
す
な
わ
ち
上
に
言
う

「
ラ
ン
カ
ー
に
悟

入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』

の

「如
来

の
深

い
思
い
」
こ
そ
は
禅
宗
の
禅

で
あ
る
と
し
て
、
何
度
も
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。

栄
西
の
こ
の
論
文

は

「十
門
」

に
分
け
ら
れ
、
そ
の
う
ち
第
三
門
で
二
回

(大
正
新
修
大
蔵
経
巻
八
十

Z
ρ

謡
お
ゆ
や

Q。
び
)、
第
六

門
で

一
回

(℃
●
δ

。
)
、
「
如
来
禅
」
こ
そ
は
禅
宗
の
禅
で
あ
る
と
述
べ
、
第
七
門
で
は

「仏
禅
」
と
い
い

(や

=

ぴ
)
、

ま
た
四
種

の

禅
の
さ
い
ご

「如
来
清
浄
禅
」
こ
そ
は
禅

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る

(や

這

び
)
。

ω

「
今
之
禅
宗
者
清
浄
如
来
禅
也
」

「問
日
此
禅
宗
於
戒
定
慧
中
何
耶
、
答
日
此
是
如
来
禅
也
不
立
文
字
也
」

②

「
謂
此
禅
宗
不
立
文
字
教
外
別
伝
也
…
其
証
拠
散
在
諸
経
論
中
、
且
出
少
分
以
成

一
宗
之
証
…
樗
伽
経
云
如
来
清
浄
禅
」

㈲

「又
樗
伽
経
有
四
種
禅
、

一
愚
夫
所
行
禅
、
二
者
観
察
相
義
禅
、
三
者
墓
縁
如
実
禅
、
四
者
如
来
清
浄
禅
、
謂
入
如
来
地
行
自
覚
聖
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智
相
、
是
禅
相
也
」

栄
西

は
、
自
分
を
釈
迦
牟
尼
の
弟
子
、
摩
詞
迦
葉
を
第

一
祖
と
す
る
中
国
禅
宗
の
臨
済
宗
黄
竜
派
第
五
十
三
世
と
称
す
る
。
栄
西
が

『
入

榜
伽
経
』
の

「
如
来
清
浄
禅
」
を
も

っ
て
禅
宗

の
立
場
と
し
た
こ
と
は
、
中
国
に
お
け
る
禅
宗
の
伝
統
を
示
す
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

中
国
で
は
馬
祖
道

一

(〉
.
U
・
刈Oり
も
c。
c。)

の
語
録
に
よ
れ
ば
、
馬
祖
は

『
入
楊
伽
経
』
の
説
く

「自
心
」
(ψ<
8
律
9ヨ
)
す
な
わ
ち
本

来

の
自
己
を
説
教
の
基
本
に
お
い
た

(『
四
家
語
録
』
巻

一
、

五
左
)
が
、

こ
の
本
来
の
自
己
に
め
ざ
め
た
人
の
あ
り
方
の
本
質
と
し
て

「如

来
清
浄
禅
」
を
挙
げ
る

(同
九
左
)
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
は
彼

の
い
わ
ゆ
る

「
平
常
心
」
す
な
わ
ち
、
煩
悩
の
波
を

「平
」
げ
恒
「
常
」

に
無
生
死
に
生
死
す
る
よ
く
落
着
い
た
自

「
心
」
と
し
て

「
生
死
心
」
を
克
服
し
た
あ
り
方
で
あ
る
。
(同
七
左
)

「
祖
師
禅
」
と
い
う
語
は

「祖
師
」

の

「禅
」
と
い
う
こ
と
で
中
国

の
禅
者

の
問
で
用
い
ら
れ
た
が
、

そ

の
中
国
禅
宗
の
初
祖
は
、

イ

ン
ド
か
ら

「如
来
禅
」
を
伝
え
る
た
め
に
第
六
世
紀
に
中
国
に
来
た
と
伝
え
ら
れ
る
菩
提
達
摩
で
あ
る
。
彼
が
遥

々
西
か
ら
中
国
に
や

っ

て
来

た
そ
の
真
意
は
何
か
を
問
う

「如
何
是
祖
師
西
来
意
」
が
、
中
国
禅
者
の
相
互
参
究
の
問
答
に
数
多
く
現
わ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
る
。

菩

提
達
摩
以
外
で
も
、
第
二
祖
慧
可
か
ら
第
六
祖
慧
能
に
い
た
る
五
人
の
伝
灯
の
禅
者
た
ち
も
、

「祖
師
」
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
。
日

本
の
曹
洞
宗

の
開
祖
と
さ
れ
る
道
元

(〉
●
U
・
這
O
O凸
q。
)
は
、

摩
詞
迦
葉
以
来
、
自
分

の
師
、
曹
洞
宗

の
如
浄
に
至
る
ま
で
の
、
正
法

眼
蔵
を
正
伝
す
る
す
べ
て
の
伝
灯

の
禅
者
を
祖
師
と
呼
ん
だ
。
(「
仏
経
」
「
仏
祖
」
参
照
)

こ
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、
「
祖
師
禅
」
の
語
が
イ
ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
、
そ
し
て
世
界

の
他

の
国

々
に
伝
え
ら
れ
て
行
く
「
如

来
の
深
い
思
い
」
「
如
来
禅
」
を
指
す
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
を
否
定
す
る
禅
者
が
中
国
に
現
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
馬
祖
道

一
の
第
三
世

に
当
り
濾
山
霊
祐

(謡

〒
cQ
紹
)
の
弟
子
の

一
人

で
あ
る
仰
山
慧
寂

(c。
O刈
IQ。
Q。も。
)
で
あ
る
。
仰
山
は
、
「如
来
禅
」
と

「祖
師
禅
」
と
を
比
較
し
て
如
来
禅
は
祖
師
禅

に
劣
る
と
し
た
。
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仰
山
の
師
、
濡
山

の
弟
子
に
香
厳
智
閑

(つー
○○り
cO)

が
あ
り
、
「
博
聞
利
弁
才
学
無
当
」
で
あ

っ
た
が
、
濾
山
か
ら
見
れ
ば

「
浮
学
未
達

根
本
、
未
能
制
其
詞
弁
」
で
あ

っ
た
の
で
、
父
母
か
ら
生
ま
れ
る
以
前

の

「未
識
東
西
本
分
事
」
を
言
え
と
師
か
ら
求
め
ら
れ
て
香
厳
は
、

言
葉
と
意
識
と
の
窮
す
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
だ
と
会
得
す
る
に
至
ら
ず
苦
し
ん
で
い
る
う
ち
に
、
香
厳
山
の
慧
忠
国
師

の
遺
跡
で
庭

の
草
木

を
取
除
く
作
業
中
、
瓦
礫
を
打
ち
と
ば
す
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
さ
い
香
厳
は
笑
い
を
こ
ら
え
切
れ
ず
に
吹
き
出
し
、
大
悟
し
て

偶
を
作

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
香
厳
は
悟
境
を
偶
に
表
わ
し
た
。

「
一
癬

の
中
に
何
と
、

外
と

い
う
も
の
が
な
い

こ
れ
は
修
行
し
て
守
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い

至
る
所
に
至

っ
た
跡
が
残
る
こ
と
な
く

聞
こ
え
ず
見
え
な
い
振
舞

い
こ
そ
は

十
方

の
達
道
の
人
々
が
皆
称
揚
し
て

こ
れ
こ
そ
上
々
の
は
た
ら
き
と
言
う
」

一
控
忘
所
知

更
不
自
修
持

処
処
無
躍
跡

声
色
外
威
儀

十
方
達
道
者

威
言
上
上
機

(『祖
堂
集
』
巻
十
九
、
中
文
出
版
社

窄
も。緯
び
)

仰
山
は
、
香
厳
が
こ
の
偶
を
予
め
作

っ
て
お
い
た
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
み
、
自
分

の
そ

の
疑

い
を
直
接
相
手
に
投
げ
か
け
て
即
席
で

別

に

一
偶
を
作
る
こ
と
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
香
厳
は
次

の
表
現
を
示
し
た
。

「去
年
は
そ
れ
ほ
ど
貧
し
く
な
・か
っ
た

今
年
に
な
っ
て
や

っ
と
貧

し
く
な

っ
た

去
年
は
錐
を
突
き
刺
す
だ
け
の
土
地
も
な
か
っ
た

今
年
は
、
そ
の
錐
も
な
い
」

去
年
未
是
貧

今
年
始
是
貧

去
年
無
卓
錐
之
地

今
年
錐
亦
無

(同

男
・
q。u9
)



こ
れ

に
対
し
て
仰
山

は
、
次

の
批
評
を
し
た
。

「
君

は
確
か
に
如
来
禅
の
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
が
、
祖
師
禅

の
あ
る
こ
と
は
ご
存
知
な
い
。
」

師
兄
在
知
有
如
来
禅
旦
不
知
有
祖
師
禅

(同
上
)

実

は
仰
山
が

「祖
師
禅
」

の
語
で
期
待
し
て
い
る
内
容
が
、
そ

の
語
調
か
ら
見
て
、
彼
の
却
け
た

『入
樗
伽
経
』
の

「如
来
禅
」
に
相

当
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
香
厳

の
偶
、
こ
と
に
初
め
の
偶
に
は
.
仰
山
の
言
う

「
祖
師
禅
」

の
意
図
す
る
も
の
が

表
現
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
差
支
え
な
い
。
仰
山
は
、

「祖
堂
集
』
巻
十
八
の

「第
三
、
宛
陵
僧
道
存
問
和
尚
」
に
答
え
る
彼

の
言
葉
か

(
8
)

ら
判
断
し
て
、
『
入
樗
伽
経
』
が
不
立
文
字
を
標
榜
す
る
こ
と
に
対
す
る
理
解
が
十
分
で
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

(唱
や

も。心
甲

も。
包
)
。
仰
山
が
如
来
禅
を
祖
師
禅
よ
り
も
低
く
位
置
づ
け
た
意
図
は
、
中
国
の
祖
師
た
ち
が
伝
え
た
禅

の
独
立
性
、
す
な
わ
ち
祖
師
西
来

の
本
質
と
し
て
の
祖
師
不
西
来
、
さ
ら
に
言
え
ば
現
在

の
一
刹
那

の
絶
対
現
在
性
、
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三

9「 如来の深い思い」

『
ラ

ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
第
二
章
の
四
種
の

「
深
い
思
い
」
の
内
容
は
、

私
の
説
明
を
も

っ
て

示
せ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
。
(Z

リ
デ
O
cO)

ω

「
未
覚
の
修
行
者
の
行
う
深
い
思
い
」

げ
91
冨
と
窓
畠
ユ
鍼
日

α
ξ

91
§
B
●

こ
れ

は
、
深
く
落
着
く
こ
と
の
第

一
段
階
で
あ
る
。
修
行
者
は

「個
人

の
無
我
」
(℃
仁
瓢
αq
巴
9ら
鉱
『91
一日
ぢ
ヨ
)
す
な
わ
ち
、
個
々
の
自
己

と
は
自
己
あ
る
い
は
非
自
己
と
い
う
何
か
で
は
な
い
あ
り
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
知
る
よ
う
に
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、

実
際

に
は
も
の
の
特
定

の
形
と
そ
れ
ら
に
共
通

の
性
質
と
の
無
常
、
苦
、
迷
妄
と
い
う
特
徴
に
捉
わ
れ
て
、
本
当
の
修

行
に
な

っ
て
こ
ず
、

指
導
者

の
言
葉
を
信
ず
る
段
階
を
出
る
こ
と
の
な
い

「声
聞
」
と
、
自
分
の
救
済
が
他
者
の
救
わ
れ
る
こ
と
と
別
で
は
な
い
こ
と
を
悟
ら
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な
い
個
人
主
義
的
な
修
行
に
終
始
す
る

「
独
覚
」
の
ど
ち
ら
か
に
留
ま
る
。
こ
の
段
階

の
修
行

の
究
極
は
、

一
時
的

に
す
べ
て
の
知
覚
と

思
考
と
を
な
く
し
て
し
ま
う

「滅
尽
定
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
修
行
者
は
こ
の
段
階
で
は
、
現
実

の
底
、

い
や
む
し
ろ
開
か
れ
た

現
実

の
無
底
性
、
無
根
拠
性
に
徹
す
る
こ
と
が
な
く
、
個
人
主
義
的
な
、
閉
じ
ら
れ
た
性
質

の
静
寂

に
留
ま
る
。

②

「
現
実
の
本
当
の
意
義
が
吟
味
さ
れ
る
深

い
思

い
」

9耳
冨

も
轟
三
8
養
日

山
身

91壼
§
.

修
行

の
第
二
の
段
階
で
は
、
修
行
者
は
第

一
に
、
他
の
宗
教
の
人
々
が
個
別
的
に
も
全
体
的
に
も
実
体
だ
と
し
て
捉
え
る
自
己
が
本
来
無

相

で
あ
る
こ
と
を
吟
味
し

(℃
§
σq
9寧
壼
富

g

畜
8
)
、
第
二
に
、
「
も
の
の
無
我
」
(き
巽
8
9
き
9
貯
91
一ヨ
葦
8
)
す

な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る

自
己
だ
け
で
な
く
他
の

一
切
が
何
も
の
か
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
離
れ
て
い
る
こ
と
を
吟
味
す
る
。
以
上

の
二
無
我
が
別
の
も
の
で

は
な
い

一
つ
の

「深
い
思
い
」
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
こ
と
が
、
次

の
段
階

で
あ
る
。

③

「
現
実

の
本
当
の
あ
り
方
に
よ
る
深

い
思

い
」

§

冨
什㌣
毘
鋤
ヨ
げ
9
轟
骨

仙
ξ
餌
§
幹

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
自
己
と
自
己
以
外
の
も
の
が
本
来
何
も
の
か
と
し
て
分
別
さ
れ
る
こ
と
を
離
れ
て
い
る
に
も
拘

ら
ず
実
体
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
分
別
が
起
る
の
に
対
し
て
、
修
行
者
が
両
者

へ
の
分
別
を
離
れ
て
究
極
の
あ
り
方
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

④
現
実

の
本
当
の
あ
り
方
を
悟

っ
た
人
々
が
体
現
す
る
究
極
が

「
如
来
の
深
い
思
い
」

で
あ
る
。
現
実
の
本
当
の
あ
り
方

(§
ぎ
鼠
「如
」

「
真
如
」)
を
悟

っ
た
人
が

「如
来
」

($
爵
91σq
碧
9廿

"如

の
現
在
"
)
で
あ
る
か
ら
、

第
三
の
段
階
と
こ
の
第
四
と
は
別

の
も

の
で
は
な

い
は
ず
で
あ
る
が
、
現
実
の
本
当
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
、
修
行
者
が
そ
こ
に
住
す
る
と
か
留
ま
る
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
限
り
、
そ

れ
は
現
実

の
本
当

の
あ
り
方
と
は
言
え
な
い
。

現
実

の
本
当

の
あ
り
方
が
修
行
者
と
別
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
修
行
者
の
主
体
と
な

っ
て
未
覚
者
の
解
脱
を
願
う
こ
と
が
そ

こ
に
本
質
的
な
契
機
と
し
て
含
ま
れ
て
き
て
そ

の
働
き
と
な
る

(。。碧
く
9
-び
鶴
似
爵
9
凸
く
㌣
嘆
9
嘗
血
げ
91爵
凶
伽
三
噌笹
91§

ム
葵
留
欝

β

Z
お
)



と
き
、
第
三
は
そ
の
ま
ま
第
四
と
な
る
の
で
あ
る
。

現
実

の
本
当

の
あ
り
方
が
主
体
と
な
っ
て
未
だ
め
ざ
め
な
い
も
の
を
め
ざ
め
さ
せ
る
働
き
を
起
す
こ
と
は
、
未
覚
者

の
理
解
を
超
え
る

(
9
)

(9
島
三
憲
-ω畏

く
㍗
貫
蔓
ρ-訂
蚕
届
鼻

Z

り。。)
と
言
わ
れ
、

こ
の
点
に
第
四
の

「深
い
思
い
」
が
第
三
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
て
く
る
理

由
が

あ
る
。
両
者

は
本
来
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
中
国
唐
代

の
禅
者
、
仰
山
が
理
解
し
て
お
れ
ぽ
、

「
祖
師
禅
」
と

「
如
来
禅
」
と
を
区
別
し
て
優
劣
を
つ
け
る
と
い
う
程
度

の
偏
狭
な

お
国
自
慢

に
堕
し
か
ね
な
い
性
質

の
も

の
で
な
く
何

か
も
う
少
し
私
た
ち
を
納
得
さ
せ
る
言

い
方
を
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

ユ1「 如来 の深 い思い」

四

『
ラ
ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
の
四
種
の

「
深
い
思
い
」
の
第

一
が

「
未
覚
の
修
行
者

の
行
う
深

い
思

い
」

と
特
徴
づ
け

(
10
)

ら
れ

る
こ
と
を
上
に
述
べ
た
が
、
こ
の
経
は
第
六
章

の

一
節
で
い
わ
ゆ
る

「
四
禅
」
(。
9ε
乙

ξ

習
聾

)
を
こ
の
段
階

に
含
め
る
。
経

の

該
当
箇
所
を
左
に
訳
出
す
る
。

如
来
の
母
胎
は
…
…
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
呼
ば
れ
る
が
、
…
…
こ
れ
は
そ
れ
を
自
我
と
し
て
捉
え
る
見
方
に
は
関
わ
り

の
な
い
も
の
で
あ
り
、

本
来
、
業

・
煩
悩
を
離
れ
て
い
ま
す
。

〔
こ
れ
が
め
ざ
め
て
こ
な
い
た
め
に
業

・
煩
悩
を
起
す
〕
ア
ー
ラ
ヤ
識

〔を
拠
り
所
と
す
る
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
〕
以
外
の
、
生
滅
す
る
刹
那
性
の
意

・
意
識
な
ど
の
七
は
、
楽
と
苦
を
受
け
と
め
る
主
体
で
も
な
く
解
脱
の
因
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
知
覚
能
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
尽
き
て
滅
す
る
ば
あ
い
に
、
滅
す
る
と
同
時
に
他
の
知
覚
諸
能
力
が
起
ら
な
い

た
め
に
、
自
分

の
智
慧
に
お
い
て
楽
と
苦
と
を
分
別
し
受
け
と
め
る
主
体
で
は
な
い
ま
ま
思
考
と
知
覚
と
が
な
く

な

っ
た
状
態
に
入

っ

た
修
行
者
た
ち
、
す
な
わ
ち

〔伝
統
的
な
〕
四
段
階
の
深
い
思
い
を
極
め
、

〔小
乗
の
教
義

の
中
で
簸
小
化
さ
れ
た
、
否
定
的
な
四
〕

諦

と

「、
思
考
と
知
覚

の
滅
を
頂
点
と
す
る
八
種
の
否
定
、
い
わ
ゆ
る
八
〕
解
脱
と
に
熟
達
し
た
修
行
者
た
ち
に
、
自
分
た
ち
は
現
実
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の
苦

楽

を
超

越

し

た

と

い
う

理

解

が

あ

る
。

〔
当

面

す

る
苦

楽

の
知

覚

が

か
れ

ら

に
〕

起

ら

な

い

か
ら

で
す

。

宣
夢

鋤
σq
舞
曾
σq
碧
び
ず
O
:

・
巴
避

9
く
冒

曾

㌣

超
ぢ
鐙
σ
億
戸8

・
:

91
樽目
磐

91
伍
キ
≦
三
く
慧
8
.蔓
9
葺
響
℃
轟

貫

阜

℃
輿

汰
仁
&

げ
魯

＼
欝
α
-碧

愚

三

く
管

91
P
91
⇒
唄
-舞

窟

弓

9
-巷

碧

碧

αq
碧

一
ヨ
碧

守

琴
碧

O
<
冒

91
墨

も
『
9
ぴ
貸

寓
巳

す
租

涛
91
三

ω
巷

欝

.
:

ω葵

冨

ム
ニ
算

冨

画
嘆

彗

ω9
僧

-

ぐ
a

接

91
鼠

鋤
ヨ
O
犀
饗
-犀
9、
轟
弓
9

即
・
:

＼
8
協

鶯

8

轟
℃
91
簿
91
轟

欝

営

曾

ぐ
9
血
写

轟

轟

日

℃
9
「
貯
紹
巻

凸
マ
&

げ
O

鶏
ヨ
碧

9
鼻

9
轟

-

碧

三

B

三

旨
ヨ
91
℃
彗

⇒
9

9ー
ヨ

8

ε
『
,
匹
げ
団
91
昌
9
あ
舞
養

-謀
目
O
厨
㌣

ざ

砥巴
91
昌
91
日

ぢ

σq
冒
似
日

三
ヨ
○
厨
㌣
び
⊆
価
α
臣
-び
ず
碧

9
蔓

苗
℃
轟
ギ

慧

8
昼
ミ

(
①

訂
9
嘗
惹

β

2

B

O
あ

曽

)

こ

の

「
深

い
思

い
」

に
あ

る
間

は
、

不
安

も

動
揺

も
消

え
失

せ
、

四
禅

お

よ
び

八
解

脱

の
最

後

で

は
知

覚

も

思

考

も

、

そ

れ

と

し

て
意

識

さ

れ

る

こ
と

の
な

い

「
滅

尽
定

」

が
実

現

す

る

と

さ

れ

る
。

そ

れ
が

な

お

「
未

覚

者

」

の

「
深

い
思

い
」

と

言

わ

れ

る
所

以

は
、

こ

の

経

の
表

現

を
使

え

ば

、

次

の
よ

う

に
な

る
。

す

な

わ

ち
私

た

ち

の
意

識

の
迷

妄

の
根

拠

で
あ

る

ア

ー

ラ

ヤ
識

が

転

じ

て
そ

の
根

拠

性

を

止

め

な

い
限

り

、

分

別

と

苦
悩

を
起

す

七
種

の
虚

妄

の
識

は

な
く

な

ら

な

い

か
ら

で
あ

る
。

巷

碧
91
<
慧
8

S

鎚
件冨

σq
碧
9
-σq
碧
び
冨

-鐙
び
費

あ
9
ぢ
欝
び
縁

8

91
冨
着

く
己
凶
91
屋

轟

画
ω
臨

鶏
讐

91
昌
91
ぢ

℃
轟
く
慧
亭

く
言

90
昌
91
昌
91
唇

三
δ

-

(
11
)

亀
ゴ
9
廿
＼
(　Z

B
一)

私
た
ち
の
落
着
き
を
求
め
る
修
行
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
未
覚
者
の
修
行
か
ら
始
ま
る
。
本
当
は
自
己
で
も
な
く
非
自
己
で
も

な

い
私
た
ち
の
本
来

の
自
己
を
求
め
な
が
ら
私
た
ち
は
、
実
際
に
は
個
人
主
義
的
に
自
ら
を
閉
ざ
し
実
体
化
し
た
自

己
を
追
求
し
て
壁
に

ぶ

つ
か
り
、
そ
こ
に
お
い
て
無
知
の
自
覚
を
通
し
て
、
単
に
私
個
人
だ
け
で
な
く

一
切

の
何
か
で
あ
る
も
の
が
何
も

の
で
も
な
い
自
己
で

あ

る
と
い
う
自
覚
に
進
む
。
後
者
す
な
わ
ち

「
も
の
の
無
我
」

は
前
者
す
な
わ
ち

「個
人
の
無
我
」
を
、
当
然
な
が

ら
そ
の
内
に
包
む
わ

け

で
あ
る
。

『
ラ
ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』
が
私
た
ち
が
本
来
の
自
己
に
め
ざ
め
る
た
め
に
提
起
す
る
工
夫
の
仕

方
は
、

幾
通
り
も
あ

る
。
八
種

の
識

(
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
他
の
七
識
)
、

五
種
の
真
理

(も
の
の
名
、

分
別
を
起
さ
せ
る
要
因
と
し
て
の
形
、
分
別
、
も
の
の
本
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来

の
あ
り
方
、
お
よ
び
本
来
の
根
源
的
全
体
智
)、

現
実

の
三
通
り
の
様
態

(残
り
な
く
実
体
化
さ
れ
分
別
し
執
着
す
る
あ
り
方
、

他

に

よ

っ
て
あ
る
虚
妄
な
あ
り
方
、
究
極
の
現
成
し
た
あ
り
方
)
、
お
よ
び
上
記
の
二
種

の
無
我
で
あ
る
。

経
は
、
五
種
の
真
理
が
あ
と
の
二

を
内
包
す
る
と
述
べ
る

(Z

B
cO)
が
、

実
際
に
は
四
通
り
の
究
明
が
お
互
い
に
他
を
包
み
あ
う
関
係
に
あ
る
と
考
え

て
よ
い
。

「
も
の

の
無

我
」

あ
る
い
は

「外

に
何
も
の
か
と
し
て
分
別
さ
れ
る
も

の
は
何
も
の
で
も
な
い
自
己
に
外
な
ら
な
い
と
徹
底

し
て
知
る
こ
と
」

(ω<
蝕

量

-<
蕾

冒

治
鶏
戯
蟄
§
ヨ
)

は
、
こ
の
経
の
究
極
の
究
明
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
事
に
関
し
て
経
の
表
現
を

一
つ
挙
げ
る
。

一
切

の
何
か
で
あ
る
も
の
は
、
知
る
こ
と
と
知
ら
れ
る
こ
と
と
を
離
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
分
別
が
起
る
の
は
、
何
も
の
か
と
し
て
現

わ
れ
て
あ
り
外

の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
あ
る
も
の
が
何
も
の
で
も
な
い
本
当
の
自
己
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、

分
別
が
止
む
の
は
そ
れ
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。

旨
帥
§
盲

塁
㌣
鼠
≦
犀
鼠
窪

。・費
く
践
冨
N奪
書

欝
誘
欝

ω<
9
6葺
勢
三
閃
巴
息

℃
碧
冒

習
卸
阜
く
涛
巴
窓
#
℃
轟
く
碧
翼

。
什9山
,碧
9び
&
叡

p
,

(
12

)

三
く
費
$
8
.
(Z

鵠
↑
)

こ
れ
は

「も

の
の
無
我
」
の
究
明
で
あ
る
が
、
こ
の
究
明
が
八
種
の
識
に
向
け
ら
れ
る
と
、

「
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
真

の
境
界
と
し
て
の
如
来

の
母
胎
」
(亥

B
悼
●
原
表
現
前
出
)
の
真
理
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
七
識
と
と
も
に
、
自
己
と
世
界
と
し
て
自
ら
を
現
わ
す
ア

ー
ラ
ヤ
識
は
、
本
来
分
別
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
真
理
で
あ
る
。
経
の
表
現
を
挙
げ
る
。

如
来

の
母
胎
に
は
自
己
と
自
己
の
対
象
と
い
う
分
別
は
な
い
が
、
そ
れ
が
必
ず
ま
ず
無
明
か
ら
起
る
七
種

の
識
を
伴

う
ア
ー
ラ
ヤ

(す

な
わ
ち
苦
悩

の
根
拠
の
)
識
と
し
て
現
わ
れ
る
。

糞

冨
αq
9欝
αq
霞
げ
ぎ

…

鐸
旨
珍
昌

養
-爵
こ
冨
ω・:
巴
9団
碧

冒
91
轟
慈

ぢ
鍬
び
鉱
ぎ

…

9
三
傷
望
甲
愚

冨
§
き
冨

邑

宣

膏
ω9
℃
穿

蕊

蟄

葛
-

(
13

)

掛

のぎ
9
●:
℃
舜
く
碧
欝
8

(2
博8
)

「
如
来
の
母
胎
」
と
は
如
来
の
働
き
の
無
限
の
源
、

如
来
を
産
む
も
の
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
下
に
示

す
よ
う
に
い
わ
ゆ

る
仏
伝
の

「覚
者

の
母
胎
」
と
な
っ
た
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
を
意
味
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
覚
者
の
宗
教

い
わ
ゆ
る
仏
教
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の
思
想

の
核
と
な
る
も
の
で
、
漢
訳
で

「如
来
蔵
」
と
訳
さ
れ
、
「
衆
生
」

の
本
来
の
自
己
、
真

の
主
体
を
意
味
す
る
。
「
如
来
の
母
胎
」

は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
来
の
あ
り
方
と
し
て

「無
相

の
自
己
」
と
も
言
わ
れ
る
。

(
14

)

91
冨
着
蕊
ゆ
91§
-σ
0
8
轟
日

伍
冨
『ヨ
9
鐡
誘
ヨ
・
(Z
嵩
本
"
)

「
母
胎
」
す
な
わ
ち

「産
む
働
き
」
の
語
が
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
理
由
は
、

本
当

の
自
己
の
自
覚
が
、

同
時

に
、
未
覚
者
を
覚

に
導
く
、
思
議
を
超
え
た
働
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
そ
の
本
来
の
無
相
の
自
己
に
還
る
と
い
う
こ
と
は
、
同

時

に
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
無
限
に
如
来

の
働
き
を
産
み
出
す

「如
来
の
母
胎
」
に
還
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
還
帰
す
る
働
き
が

起

る
も
と
で
あ
る
無
相

の
自
己
の
自
覚
が
、
「如
来

の
深

い
思

い
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「如
来

の
深
い
思

い
」
を
行
ず
る
も
の
、
す
な
わ

ち
如
来
こ
そ
は
、
未
覚
の
修
行
者
に
業
・
煩
悩
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
の
虚
妄
性
が
実
在

に
根
拠
を
も
た
な
い
「偶
来

の
も

の
」
(91αq
9
三
午

匡
①貯
-二
℃
欝
冴
冨
)
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
業

・
煩
悩
と
し
て
現
わ
れ
る
も

の
が
本
来
迷
妄
を
離
れ
て
い
る
こ
と
を
、

そ
し
て
却

っ
て
逆

に

そ
れ
が
如
来
を
産
み
出
す
働
き
す
な
わ
ち

「
如
来
の
母
胎
」
と
な
る
こ
と
を
、
掌
中
の
ア
ー
マ
ラ
カ
の
果
実
を
見
る
よ
う
に
明
了
に
見
て

と

る
、
と
言
わ
れ
る

(Z

PP
悼)
。
こ
の
よ
う
に
し
て

『
ラ
ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く
経
』

で
は

「如
来

の
母
胎
」

の
思
想
は
、

「
如
来
の
深
い
思
い
」
と
密
接
に
、
と
言
う
よ
り
は

一
体

の
も
の
と
し
て
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

「
如
来
の
母
胎
」
と

「如
来

の
深
い
思

い
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
う
少
し
神
話
的
表
現
を
借
り
て
考
え
て
み
よ
う
。

深
い
思
い
に
あ

る
如
来
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
そ
の
本
来
の

「
如
来
の
母
胎
」

に
還
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
了
に
見
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い

う
意
味
で
こ
の
如
来
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に

「
入
胎
」
し

「
住
胎
」
し

「出
胎
」
す
る
と

い
う
仕
方
で
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
来
の
あ
り
方
を
示

す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
仏
伝

『大
き
な
出
来
事
』

に
左

の
表
現
が
あ
る
。

す
べ
て
の
覚
者
は
、
母
胎
に
入
り
母
胎
に
住
し
母
胎
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
、
従

っ
て
生
母
を
も

つ
こ
と
、
そ
し
て
出
家
す
る
こ
と
、
求
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道

に
徹

す

る

こ
と

、

究

極

の
智

を
証

す

る

こ
と

が

、

自

つ

と

備

わ

っ
て

い

る
。

σq
碧

げ
鑓

く
9
ξ

習

午

路
壱

窓

旨
昌
縁

δ
p

。・
鋤
8
養

す
p
日
9

&

げ
簿

び
冨

く
き

F

αq
碧

ぴ
冨

虫

三
一
一-
。・9
ぢ

窓

暮

91
砥δ
9

智
鉱
,
旨
日

窓

弓

線
,β

冨
器

巳

-。・9
日

福

暮

縁
δ
9

び
壼

く
碧

島

。・9
ヨ
嵩

雰
p
日
喜

亀

ず
斜

普

三
量

ξ

9
目
巷

キ
捧
ぢ
℃
9
暮

91
恥
,8

び
冨

く
9
三

一
ω
"
ヨ
誘

訴
9
ぢ
び
二
匹
、

象

9ー
ド

く
同蔓

㌣
蟹
菅
窓

暮

線

-8

び
冨

く
き

葺

ω9
ヨ
養

冨
9
ぢ
9

ま

ぴ
菩

乙

富

p
豊

三
σq
9
8
㌣

。・9
ぢ

℃
9
言

線
δ
鯨

び
冨

≦

⇒
島

鶏
ヨ
看

パ
,

銘
ぢ

σ
=
山
仙
げ
帥
廿
・
(
さ

ミ

§

偽ミ
"
QQ
o
爵

暮

a

`
剖

℃
●
一
台

)

『大
き
な
出
来
事
』
の
こ
の
よ
う
な

き
わ
め
て
神
話
的
な
表
現
に
見
ら
れ
る
考
え
、

す
な
わ
ち
未
覚
の
衆
生
を
母
胎
と
す
る
如
来
と
は
、

ど
う

い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
如
来
は
、
自
ら
未
覚
の
衆
生
の
形
を
と

っ
て
衆
生
の
母
胎
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
如
来
、
す
な
わ
ち
め
ざ
め
た
現
実
で
あ

っ
て
、
衆
生
と
い
う
あ
り
方
の
未
覚
の
現
実
を
そ
の
本
来

の

あ
り
方
に
め
ざ
め
さ
せ
る
た
め
に
自
ら
衆
生
の
姿
を
と

っ
て
衆
生

の
母
胎
に
入
り
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
、
苦
悩
の
中
か
ら
出
家
し
成
道
す
る

わ
け

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
ば
あ
い
、
自
分
が
悟
り
を
開
く
こ
と
が
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分

の
成
道
が
衆

生
の
成
道
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
眼
目
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
如
来
が
衆
生
の
母
胎
に
入
る
こ
と
は
、
衆
生
が
如
来
の
母
胎
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
如
来
の
た
め
に
衆
生
の
胎
が
借
物
だ
と
い
う
、
サ
ー
ソ
ク
ヤ

(o。
帥
日
窪
嵩
)
的
二
元
論
と
は
全
く
異
な

る
も

の
で
あ
る
。

衆
生

の
母
胎
に
如
来
が

「降
神
」
す
る

(
ト
ゥ
シ
タ
の
神

々
の
世
界
か
ら
人
間
界

に
降
り
て
く
る
)
と
い
う
表
現
が
漢
訳
仏
伝
に
用
い

ら
れ

る
の
を
見
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
未
覚
の
現
実
が
自
己
の
本
来

の
あ
り
方
に
め
ざ
め
る
長
劫

の
修
行
の
究
極
す
な
わ
ち
そ
の
本
来
に

め
ざ

め
た
現
実
で
あ
る
如
来
が
、
そ
の
覚
の
働
き
と
し
て
未
覚
の
現
実
の
形
を
必
然
的

に
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
衆
生
の

母
胎

に
入
る
如
来
と
は
、
実
は

「入
る
」
と
い
う
必
要
も
な
い
こ
と
を
、
「
入
る
」
と
い
う
表
現
で
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

衆
生
そ

れ
自
体
す
な
わ
ち
未
覚

の
現
実
自
体
が
そ

の
本
来
の
あ
り
方
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
、
如
来

の
入
胎
と
い
う
神
話
的
表
現
を
借
り
て
仏
伝
作

者
が
言

い
現
わ
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
入
胎
し
た
如
来
は
、
母
胎
と
な

っ
た
衆
生
の
本
来

の
自
己
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
言
え
ば
、
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「
入
る
」
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

仏
伝

の
表
現
が
神
話
的
で
あ
る
の
は
、

こ
の

「
入
る
」
と
い
う
言
い
方
に
お
い
て
極
ま
る

と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
如
来
の
母
胎
」
と
い
う
語
が
仏
伝
に
由
来
す
る
た
め
、

こ
れ
を
仏
伝
の
表
現
に
戻
し
て
考
察
し
て
み
る
と
、

結
果
的
に
は
、
如
来
が

入
胎
す
る
と
い
う
表
現
も
実
は
不
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
未
覚
の
現
実
が
本
来
の
自
己
に
め
ざ
め
る
と
い
う
脚

銀
下
の
方
向
を
見
誤
ま
ら
せ
る
こ
と
に
な

っ
て
、
無
用
な
誤
解
を
招
く
恐
れ
の
多
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ

る
次
第
で
あ
る
。
我

々
は
仏
伝
の
神
話
的
表
現
の
深
い
意
図
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
逆
に
文
字
通
り
の
言
い
表
わ
し
方

に
拘
泥
し
て
肝
心
の

と

こ
ろ
を
見
失

っ
て
は
な
ら
な
い
。
従
来

「
如
来
蔵
」
と
漢
訳
さ
れ
た

「
如
来
の
母
胎
」
の
語
の
由
来
が
学
者
の
間

に
明
ら
か
で
は
な
か

っ
た
の
は
、
そ
の
資
料
を
提
供
す
る
経
典
や
論
書
が
神
話
的
表
現
を
切
捨
て
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
経

。
論
の
作
者
た
ち
に
は
、
こ
の
語
の
歴
史
的
由
来

は
余
り
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

『
ラ
ン
カ
ー
に
悟
入
す
る
.〕
と
を
説
く
経
』
の
作
者
も
、
「如
来

の
母
胎
」

の
語

の
神
話
的

・
周
辺
的
事
情
は

一
切
捨
象
し
て
、
現
実
の

宗
教
的
自
覚
の
構
造
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
の
語
を
ア
ー
ラ
ヤ
識

の
同
義
語

の
如
く
に
用

い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
未
覚
の
現
実
の
迷
妄

の
根
拠
と
さ
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識

に
お
い
て
、
深
く
落
着
き
深
く
思
う
如
来
は
、
め
ざ
め
た
現
実
す
な
わ
ち
如
来

の
自
己
を
そ
の
本
来
の
あ

り
方
と
し
て
見
る
か
ら
こ
そ
、

ア
ー
ラ
ヤ
識

の
覆
え
り
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
お
い
て

「
如
来

の
母
胎
」
を
見
る
如

来

は
、
自
己
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
お
い
て
自
己
を
見
る
如
来

は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
転
ず
る
働
き
そ

の
も
の
と
し
て
、
実

は
そ
れ
自
体

「如
来
の
母
胎
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
「深
く
思
う
如
来
」
に
お
い
て
、
そ
こ
に
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
転
ず

る

「
如
来
の
母
胎
」

が
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
わ
ぽ
、
見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
見
ら
れ
る
も
の
が
見
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
現
成
が
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一」
!、

 

め
ざ

め

た
現

実

が

未

覚

の
現

実

を

そ

の
本

来

の
無

相

の
自

己

に

め
ざ

め
さ

せ
る

た

め

に
、

自

ら
未

覚

の
衆

生

の
形

を

と

り

、

し

か
も

そ

の
衆

生

の
迷

妄

に
捉

わ

れ

な

い

で
自

由

に
働

く

と

い
う

あ

り

方

、
考

え

方

を
表

現

す

る
初

期

の
大

乗

経

典

に
、

『
勇

ま

し
く

進

む

深

い
落

着

き

を
説

く

経

』

が

あ

る
。

こ
れ

は
、

シ

ャ

カ

ム

ニ
の
生

死

そ

の
も

の
が

深

い
落

着

き

(旨
】8
91
α
ぼ
げ
)

の
究

極

の
あ

り

方

の

一
典

型

で

あ

る
と

見

る
考

え

を
基

本

に
し

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

と

も

に

め
ざ

め
る

こ
と

を
誓

う
も

の

の
修

行

の
第

十

地

が

、

そ

の
ま

ま

、

未

覚

の
衆

生

の
覚

を
助

け

る

た

め

に
自

ら

未

覚

の
衆

生

と

な

っ
て
生

死

の
苦

を

苦

し

み
、

し

か

も

ど

の
よ
う

な
形

に
も

留

ら

な

い
あ

り

方

を

そ

の
内

容

と

す

る

の

で
あ

る
。

か
れ

ら

が

生

死

の
形

を

と

る

こ
と

が

そ

の
ま

ま
、

深

い
落

着

き

に
あ

る

こ
と

で
あ

る
。

深

く

落

着

い

た
主

体

が

生

死

の
相

を
と

る
も

の

で
あ

る

か
ら

、

そ

の

こ
と

を
知

っ
て
強

い
感

動

を
受

け

る
未

覚

の
衆

生

の
立

場

か

ら
言

っ
て
、

こ
れ

こ
そ

は
本

当

に

勇

壮

な
前

進

(
◎o蝿
『
P
ぢ
曜
αq
勢
5
P
9
)
で
あ

る

。
し

か

も

そ

れ
自

体

は
、
勇

壮

さ

も
前

進

と

い
う

こ

と
も

な

い
深

い
落

着

き

で
あ

る
。

以

下

に

こ

の
経

か

ら
幾

つ
か

の
表

現

を

拙

訳

で
引

用

す

る
。

覚

者

・
世

尊

曰

く

「
と

も

に

め
ざ

め

る

こ
と

を
誓

う

も

の
た

ち

が

深

い
落

着

き

に
あ

る

と
き

、

か

れ

ら

は

す

べ

て

の
覚

者

の
国

土

の

徳

の
不

思

議

さ

を

顕

わ

し
、

決

し

て
死

に

入
り

こ
む

こ
と

は
し

な

い
。
」

(Z
冒
σq
8
9

0
俳
Ψ
U
o
-窪
αq
o
び
吋
9
.㌧
αQ
団
霞

日
ま
o
鼠
昌

く
o
邑

o
昌
"
U
ゴ
母
日
9

団
器
。。
。。

一㊤
Q。
一
"
<
o
一.
N

日
o
×
二

G。
ド

や

螂
①
令

↑

原

文

略
)

「
こ

の
深

い
落

着

き

の
中

に
あ

っ
て

か

れ

ら

は
、

欲

・
色

・
無

色

の
三
界

に
振

舞

い
、

し

か
も

覚

の
世

界

の
本

性

で
あ

る
智

を
捨

て

る

こ

と

は

な

い
。
」

(
同

上

)

「
か
れ

ら

は
戒

を
受

け

な

い
。

し

か

も

か

れ

ら

は
戒

の
本
性

を
逸

脱

す

る

こ

と
が

全

く

な

い
。

た
だ

衆

生

を

導

く

た

め

に

か
れ

ら

は
、

戒

を
受

け

戒

を

守

り

ま

す
。
」

(
心
包

1
一"
弥出
p
)
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「
か
れ
ら
は
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
善
を
行
う
姿
を
現
わ
し
な
が
ら
、
善
も
悪
も
、
ど
ち
ら
も
究
極
と
は
し
な
い
。
」
(ら包
l
q。Ψ
〈
同量
9)

「
か
れ
ら
は
、

死
の
姿
を
現
わ
し
な
が
ら
生
、

死
、
あ
る
い
は

一
世
界
を
去

っ
て
他
の
世
界

に
流
転
す
る
と
い
う

こ
と
を
離
れ
て
い
ま

す
。」
(心
い
〒
幽)

「
か
れ
ら
は
、

一
切

の
も
の
が
本
来
の
平
等
性
に
お
い
て
深
く
落
着
い
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
自
ら
落
着
き
深
く
思

う
と
い
う
修
行
を
吟
味
し
、
人
々
に
説
き
ま
す
。
落
着
く
修
行
に
落
着
か
な
い
人
々
を
導
く
た
め
に
か
れ
ら
は
、
自
ら
深
く
思
う
姿
を

現
わ
し
ま
す
が
、
し
か
も
真
理

の
世
界
に
散
乱
を
起
す
も
の
を
か
れ
ら
は
見
ま
せ
ん
。
平
等
性
に
お
い
て
落
着
き
な
が
ら
往
来
し
、
起

居
し
、

歩
き
、

ま
た
伏
臥
し
ま
す
。

か
れ
ら
は
、

そ

の
た
め
に
深
い
落
着
き
に
あ
る
こ
と
を
失
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
(ホ
〒
♪

爵

嵩
§
)

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、

と
も
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
誓
う
も
の
た
ち
は
、
深
く
落
着
い
て
勇
ま
し
く
進
む
と
い
う
あ
り
方
の
中
で
、

未
覚

の
ふ
つ
う
の
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
行
為
を
現
わ
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
行
為
か
ら
解
脱
し
て
い
ま
す
。」
(&
Pl
一)

こ

の
深
い
落
着
き
に
住
す
る
こ
と
に
関
し
て
こ
の
経

は
、

一
シ
ャ
ク
ラ

(
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
ラ
)
神

「
メ
ー
ル
山
頂
」
(ζ
o箋
-訟
窪
9
轟
)

に
次

の
表
現
を
き
口
わ
せ
て
い
る
。

「
何

一
つ
と
し
て
依

っ
て
立
つ
べ
き
堅
固
な
地
盤
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
か
ら
、

私
は
こ
の
勇
ま
し
い
前
進
と
い
う
名
の
深
い
落

着
き

に
住
す
る
も

の
を
見
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
深
い
落
着
き
に
お
い
て
あ
る
、
と
も
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
誓
う
も
の
た
ち
は
何
も

の

に
も
住
し
な
い
か
ら
で
す
。
か
れ
ら
が
何
も
の
に
も
住
し
な
い
以
上
、
か
れ
ら
が
捉
わ
れ
る
も
の
も
な
く
…
…
ま
た
こ
れ
が
自
分
の
も

の
だ
と
し
て
他
に
示
す
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。」
(&
U
山
)

こ
う
い
う
あ
り
方
は
、

い
か
に
も
神
話
的
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
は
、

一
切

の
人
、

一
切

の
も
の
の
究
極

の
あ
り

方

で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
悟
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
。
こ
の
経
か
ら
今

一
箇
所
の
引
用
文
を
掲
げ
る
。

「
こ
の
深
い
落
着
き
に
お
い
て
…
…
ひ
と
は
、

一
カ
ル
パ
時
に
無
数
カ
ル
パ
時
が
含
ま
れ
、

す
べ
て
の
土
地
が

一
つ
の
土
地
で
あ
り
:
.



…
そ
し
て

一
つ
の
土
地
が
す
べ
て
の
土
地
で
あ
る
こ
と
、
…
…

一
衆
生
の
身
体
は
衆
生
全
体

の
身
体
を
代
表
し
て
お
り
…
…
す
べ
て
の

覚
者
の
土
地
は
虚
空
に
等
し
く
、
そ
し
て

一
人
の
身
体
に

一
切

の
覚
者

の
土
地
が
現
在
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
の
で
す
。」
(虞
c。
lq。
"
爵
)

『勇

ま
し
く
進
む
深
い
落
着
き
を
説
く
経
』
が
展
開
す
る

「勇
ま
し
く
進
む
深
い
落
着
き
」

の
、

上
に
引
用
す
る
よ
う
な
特
徴
が

決
し
て

見
当
違
い
の
、
現
実
離
れ
し
た
古

い
経
説
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
私
は
、
久
松
真

一
と
い
う
方
に
僅
か
な
期
間
、
皮
相
な

仕
方

で
は
あ

っ
た
が
接
す
る
こ
と
を
通
し
て
確
信
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
久
松
先
生
は
そ
の
全
生
涯
を
も

っ
て
、
恐
ら
く
先
生

の
表
現
に

何
ら

か
の
形
で
接
し
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
書
か
れ
た
も

の
を
通
し
て
接
す
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の
人
々
に
、
同
じ
確
信
を
も
た
ら
さ

れ
る

こ
と
と
思
う
。

さ
ら
に
、

こ
の
経

の
挙
げ
る
よ
う
な
深
い
落
着
き
の
特
徴
と
い
う
も
の
は
、
実
は
特
定
の
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
特
徴
こ
そ
は
、

一
切
の
何
か
で
あ
る
も
の
の
本
来
の
、
究
極
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
こ

れ
を
、
現
代
生
活
に
は
関
わ
り
の
な
い
古
代
の
外
国
の
経
典
の
言
葉
と
解
し
て
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
代

の
我

々
に
と

っ
て
も

っ

と
も
急
を
要
す
る
こ
と
は
、
久
松
先
生
を
中
心
に
作
ら
れ
た
あ
る
団
体
が
表
明
す
る

「
人
類
の
誓

い
」
が
述
べ
る
よ
う

に
、
本
当
に
落
着

き
自

ら
慈
悲
的
存
在
と
な

っ
て
、
性
、
階
級
、
人
種
、
国
家
の
所
属
な
ど
を
差
別
す
る
こ
と
な
く
全
人
類

の
立
場
に
立

ち
、
作
ら
れ
た
歴

史
を
超
え
て
、
歴
史
を
超
え
た
歴
史
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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七

私
た
ち
の
本
当
の
自
己
へ
の
確
信
を
起
す
大
乗

の
論
書

『大
乗
起
信
論
』

は
、

広
い
意
味
で

『
ラ
ソ
カ
ー
に
悟
入
す
る
こ
と
を
説
く

経
』

の
注
釈
と
し
て
六
世
紀

の
半
頃
中
国
に
現
わ
れ
た
。
こ
の
論
書

の
も
と
が
サ
ソ
ス
ク
リ
ヅ
ト
文
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
漢
訳

さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
が
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
に
お
い
て
覚
者
の
宗
教

の
哲
学
を
代
表
す

る
も

の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
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こ
の
論
書
は
、
「真
如
」
と
呼
ば
れ
る
深

い
落
着
ぎ
な
い
し
深
い
思
い
を
提
曝
す
る
ひ

真
如
と
は
、

私
た
ち
と
世
界
と
の
究
極
の
あ
り

方

を
意
味
す
る

、、富
臣
曾
91..
の
訳
語
で
あ
り
、
苦
悩

の
滅
を
意
味
す
る
..口
罵
く
91怠

目
.、と
同
義
の
語
で
あ
る
。
こ
の
深
い
落
着
き
の
修
行

は
、
「寂
」
、、鐙
ヨ
舞
冨
昼
..
(論
の
訳
語
は

「
止
」)
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
論
の
漢
文
表
現
を
拙
訳
で
引
用
す
る
。

も
し
も
寂
を
修
行
し
た
い
な
ら
ば
、
静
か
な
処
に
お
い
て
結
跡
朕
坐
し
て
自
分
を
整
え
よ
。
坐
中
、
呼
吸
に
頼

っ
て
は
な
ら
な
い
。
ど

の
よ
う
な
形
に
も
頼

っ
て
は
い
け
な
い
。
空
虚

に
頼

っ
て
も
い
け
な
い
。
地
、
水
、
火
、
風
に
頼

っ
て
も
い
け
な

い
。
視
覚
、
聴
覚
、

そ
の
他
の
知
覚
、
あ
る
い
は
意
識
に
頼

っ
て
は
い
け
な
い
。
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
、
起
り
次
第
除
き
な
さ
い
。
除
こ
う
と
い
う
思
い

を
も
除
き
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら

一
切

の
何
か
で
あ
る
も
の
は
、
も
と
も
と
そ
れ
ら

の
特
徴
を
離
れ
て
い
て
、
ど
の
刹
那
に
も
起
ら
ず
、

ど
の
刹
那
に
も
滅
し
な
い
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
、
自
分
の
外
に
あ
る
も
の
を
認
め
て
の
ち
、
そ
れ
ら
を
除
こ
う
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
君

自
身
を
除
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
君
の
思
い
が
散
乱
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
と
り
戻
し
て
全
体
が
全
体
自
身
を

思
う
よ
う
に
し
な
さ
い
。
全
体
が
全
体
自
身
を
思
う
と
は
、
あ
る
も
の
は
私
で
あ

っ
て
そ
の
外
に
世
界
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
し
か
も
こ
の
私
は
、
私
と
い
う
特
徴
を
も
離
れ
て
い
て
、
ど
の
刹
那
に
も
私
な
ど
と
い
う
も
の
を
把
む
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

君
が
坐
か
ら
立

っ
て
往
く
と
か
来
る
、
進
む
と
か
立
止
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
る
ば
あ
い
に
は
、
つ
ね
に
こ
の
寂
を
修
し
て
、

そ
れ
に
従

っ
て
よ
く
観
察
し
な
さ
い
。
こ
の
修
行
に
入

っ
て
お
れ
ば
、
修
行
は
ま
す
ま
す
力
つ
よ
く
鋭
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
真

如

の
深

い
落
着
き
を
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
落
着
き
は
、
煩
悩
を
抑
え
本
当
の
自
己

へ
の
確
信
を
強
め
、
ほ
ど
な
く
し
て
退
失
す
る
こ

と
が
な
く
な
り
ま
し
ょ
う
。

(『大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
三
十
二
、
Z
9

一①
①
ρ

℃
宰

αδ
l
Uc。
も。)

こ
の
論
書
は
、
「寂
」
を
説
明
す
る
た
め
に
右

の
一
節
を
述
べ
る
の
で
、

寂

の
修
行
を
真
如
の
深
い
落
着
き
と
い
う
目
標
に
達
す
る
た



21「 如来の深い思い」

め
の
手
段
と
し
て
説
明
す
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
本
当

の
と
こ
ろ
は
、
寂
を
修
し
て
真
如
の
深
い
落
着
き
を
証
す
る
も
の
は
、
そ
の
真

如
の
深
い
落
着
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
寂
を
修
す
る
主
体
が
真
如
の
深
い
落
着
き
で
あ

っ
て
、
方
法
と
目
標

と
は
こ
こ
で
は

一

で
あ

る
。
『起
信

の
課
題
』
(理
想
社
、

一
九
八
三
年
)

の
中
で
久
松
真

一
博
士
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

な
お
引
用
文
中
で
は
私
の
訳
語

「寂
」

は

「止
」、
「深
い
落
着
き
」
は

「三
昧
」
と
、

『起
信
論
』
テ
キ
ス
ト
の
用
語

が
そ
の
ま
ま
使
わ

れ
て
い
る
。
(℃
℃
・
。。
望
c。O
)

「止

は
単
な
る
否
定
、

単
な
る
死
滅
、

単
な
る
寂
静
で
も
な
く
、
単
な
る
所
観

の
境
で
も
な
く
し
て
、
能
生
に
し
て
所
依
な
る
唯

一
の

主
体
で
あ
る
。
止
は
単
な
る
観
照
の
対
象

で
は
な
く
し
て
む
し
ろ
主
体
で
あ
る
。」

「止

を
修
す
る
と
言
え
ば
、
止
を
対
象
的
に
観
察
す
る
こ
と
の
よ
う
に
や
や
も
す
る
と
考
え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、

そ
れ
は

そ
う
で
は

な
く
し
て
、
止
が
主
体
的
に
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
止
が
主
体
的

に
な
る
こ
と
が
真
如
三
昧
と
か

一
行

一
相
三
昧
と
か
い
う

こ
と
で
あ
る
。」

コ

切
の
諸
仏
の
法
身
と
衆
生
と
平
等
無
二
で
あ
る
と
は
、

止

の
主
体
性
を
あ
ら
わ
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

止
が
主
体
的
で
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
真
如
三
昧
が
能
く
無
量
三
昧
を
生
ず
る
と
は
い
え
な
い
。
無
量
三
昧

は
、
真
如
三
昧
を
体
と
す
る
と
こ
ろ
の
用
で
あ
る
。

真
如
が

一
切
三
昧

の
根
本
処
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。L

「
止
を
修
す
る
者
は
、

形
色
に
依
ら
ず
空
に
依
ら
ず
、

地
水
火
風
に
よ
ら
ず
、
な
い
し
見
聞
覚
知
に
依
ら
ず
、

一
切

の
諸
想
も
念
に
随

っ
て
皆
除
き
、
ま
た
除
想
を
も
遣
る
、
と
い
わ
れ
る
の
は
、
止
は
時
間
空
間
以
前
で
あ
る
か
ら
、
時
間
空
間
的
に
は
修
せ
ら
れ
ず
、
か

え

っ
て
時
間
空
間
的
な
る
も
の
を
収
摂
し
、
そ
の
根
源
で
あ
る
時
空
を
越
え
た
元
時
空
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

の
み
修
せ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
」

「
修
止
と
し
て
の
端
坐
は
、
…
元
時
空
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
時
空
を
越
え
な
が
ら

一
切
時
空
に
遍
在
す
る
坐
で
あ
る
。
」

「
止

よ
り

一
切
の
三
昧
の
起
動
す
る
方
向
と
し
て
い
わ
ゆ
る
時
間
が
成
り
立
ち
、

一
切
三
昧

の
行
ぜ
ら
れ
る
広
が
り
と
し
て

い
お
ゆ
る
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空
間
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
」

「
起
動
に
よ
っ
て
初
め
て
起
動
の
根
源
で
あ
る
絶
対
主
体
的
覚
体
と
し
て
の
止
が
い
わ
ゆ
る
時
間
空
間
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
時
間
空
間
は
止
が
、
止
の
起
動
面
か
ら
見
ら
れ
た
る
両
面
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
」

『起
信
論
』
の
表
現
に
戻

っ
て
考
え
る
と
、

こ
の
論
書
は

「寂
」
を
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
修
行
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

す
な
わ
ち
、

寂

の
み
を
修
す
れ
ぽ
君
は
、
気
持
が
沈
ん
だ
り
積
極
性
が
な
く
な

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
善
を
行
う
心
を
失

い
大
悲

を
捨
て
る
こ
と
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
君
は
観
察

(〈
一℃
p
⑫
碧
91「観
」
)
す
な
わ
ち
苦
、
空
、
無
常
、
大
悲
、

大
願
を
観
ず

る
こ
と
を
修
す
る
必

要
が
あ
る
。
(目

も。N

U
c◎P
o
)

結
珈
鉄
坐
し
て
寂
を
修
し
て
い
る
と
き
以
外
は
、
君
は
何
を
す
べ
き
か
何
を
し
て
は
い
け
な
い
か
を
つ
ね
に
観
察
す
べ
き
だ
。
(いQ。し。

9
)

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
し
か
し
初
心
者
に
対
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
上
掲
の
引
用
文
で
久
松
博
士
も
言
及
し
て
お
ら

れ
る
通
り

『起
信
論
』
は
述
べ
る
。

真
如
は
深
い
落
着
き
の
源
で
あ
る
こ
と
を
君
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
修
す
れ
ば
次
第
に
無
量
の
種
類
の
深
い
落
着
き
を
生
じ

て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
(目

も。P

U
c。
P
σ
)

こ

の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
寂
は
観
察

の
主
体
で
あ
る
。
寂
と
観
察
と
の
両
者
は
、
相
互
に
補
い
あ
う
関
係
に
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
自
己

と
自
己
の
働
き
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
体
と
そ

の
働
き
と
い
う
関
係
が
、
す
で
に
引
用
し
た

「
勇
ま
し
く
進
む
深
い
落

着
き
」
、

す
な
わ
ち
、

生
死
を
離
れ
た
自
己
が
生
死
を
自
己
の
働
き
と
し
て
と
る
、
と
い
う
考
え
方
と
し
て
展
開
す

る
の
で
あ
る
。
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後

記

拙
論

「如
来

の
深
い
思
い
」
は
、
も
と
も
と
今
年
三
月
十
日
-
十
六
日
イ
ン
ド
、
タ
ミ
ー
ル
州
カ
ン
チ
ー
プ
ラ
ム
市
の
タ
ミ
ー
ル
大
学
哲

学
学
部
主
催

の
第

一
回
国
際

セ
ミ
ナ
ー

「禅
と
密
教
」
(一)
ず
畜
§
＼
oず
9
昌
＼
N
o⇒
9昌
自
日
9三
臥
6
㊥
`
似
窪
ず
冨
8
)

で
発
表
す
る
た
め
に
英

文
で
書
き
記
し
た
論
文
の
前
半
部
を
国
内
向
け
に
少
し
修
正
し
て
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
半
部
は
、
久
松
真

一
先
生
の
簡
単
な
紹
介

と
、

一
九
六
四
年

一
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
た

「
坐
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
座
談
会
で
先
生
が
さ
れ
た

「本
当
の
坐
」

の
ご
説
明
の
要
約

(15

)

 紹

介

と

を
含

む
国

外

向

け

の
も

の

で
あ

る

の

で
、

こ

こ

で

は
省

略

し

た
。

坐

に

つ

い
て

の
久

松

先

生

の
ご

説

明

は
、

平

易

な

表
現

で
坐

と

い
う

も

の

の
究

極

を

衝

く

本

質

的

な

解

明

に
な

っ
て

お
り

、
読

む

者

を

本

当

の
意

味

で
開

眼

す

る
も

の
と

な

っ
て

い

る
。
拙

論

は
、

久

松

先

生

の
深

い
ご

教

示

へ
の
感

謝

を

こ

め

て
記

す

も

の

で
あ

る
が

、

そ

れ

に
よ

っ
て
同

時

に
、

久

松

先

生

と

の
生

涯

の

い
わ

ば

二

人

三
脚

の

姿

勢

を

「
禅

浄

双
修

」

の
表

現

に

こ

め

て

お
ら

れ

る

か

に
思

わ

れ

る
藤

吉

慈
海

教

授

の
こ

学
恩

へ
の
感

謝

の
意

を
表

明

す

る
も

の
で

あ

る
。

(
一
九

八
六

・
三

・
一
二
)

(註
)

「
如
来
心
阿
梨
耶
識
如

来
蔵
諸
境
界
」
、

(Z
o
.
①
謬
"
9
り
o
)
「
如
来

(
1
)

(宋
訳
、
日
一ρ

2
p

曾
ρ

心
。。
O
。
)
「
云
何

三
昧
心
」
、

「
魏

蔵
蔵
識
」
。

訳
、
Z
P

9

ポ

巳
り
σ
)

「何

因
得
定

心
」
、

(唐
訳
、

Z
o
・
①
認

"
い

(6
)

(
Z
o
・
①
刈ρ

い
露

9
)
「
自
心
現
知
外
義
、
妄

想
身
転
、
解
脱
」
、

り
一9
)
「
三
昧

心
何
相
」
。

(
Z
ρ

①
刈
ポ

♂
り
9
)
「
如
実
能
知
唯
自
心
見
外
所
分
別
、

心
廻
転
故
、

(
2
)

『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
Z
o
」

P

ま
占
ざ

一㊤
。。
一
を
参
照
さ

是
故
我
説
名
為
解
脱
」
、
(
Z
o
・
⑦
鵡

"
爵

一ぴ
)
「
了
知
外
境
自

心
所
現
、

れ
た
し
。

分
別
転
依
名
為
解
脱
」
。

(
3
)

(
Z
o
・
㊦
刈ρ

心
。。
悼
。
)
「
心
句
非
心
句
」

「
衆
生
句
非
衆
生
句
」
、

(7
)

(
Z
o
・
①
刈
ρ

お
悼
9
)
「
如
来
禅
」

「如
来
清
浄
禅
」
、
(
Z
o
・
爵

一り

(
他

二
訳
省
略
)

"

U
も。
q。
9
)
「
諸
仏
如
来
禅
」
「
如
来
禅
」
「
究
寛
仏
浄
禅
」
、
(Z
o
.
①
謁

"

(
4
)

(
Z
o
・
①
刈ρ

堪
◎。
P
。
)
「
禅
句
非
禅

句
」

(他

二
訳
略
)

①
O
悼
9
)

「諸
如
来
禅
)
「
如
来
清
浄
禅
」
。

(
5
)

(
2
0
.
曾
ρ

巳
O
。
)
「
如
来
蔵
蔵
識
」
、
(2
0
.
①
ご

"
い
い
討
)

(
8
)

『
祖

堂
集
』
巻
十

八
、
仰
山
慧
寂

の
項

で
、
仰
山

は
『携

伽
経
』
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と
禅

と
の
関
係

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
主
張

す
る
。
す

な
わ
ち
、
質

問
者
、
道
存
が
、
ボ
ダ
イ
ダ

ル

マ
は
イ

ン
ド
か
ら
中
国

に
『樗
伽
経
』

を
将
来
し
た
と

い
う
学
者
た
ち

の
説
が
あ
る
と
し
て
、
,そ

の
こ
と

の

真
偽
を
仰
山

に
尋
ね
る
。
仰

山

は
、
歴
史
的

に
そ

の
考

え
が
根
拠

の

な

い
こ
と
を
言
う

一
方

で
、
そ
も
そ
も
ダ

ル
マ
が
中
国

に
や

っ
て
来

た
理
由
が
、

人

々
が

「
三
乗
」

「
五
姓
」

と
い
う
よ
う

な

教
義

の
論

争

に
終
始
し

て
根
本

の
覚
を
無
視

し
て

い
る
こ
と
を
憂

え
て
、
人

々

を
そ

の
迷

い
か
ら
解
放
す
る
た

め
で
あ
る
か
ら
、

さ
ら
に
別

の
教
義

を
主
張
す

る
よ
う
な
考
え
で

『携

伽
経
』

と
い
う

テ
キ

ス
ト
を
将
来

し
た
な
ど
と

い
う

こ
と

は
、
あ
り
え
な

い
と
言
う
。

そ

し
て
六
祖

が
、

「
ど
う

い
う
形

も
な
い
本
源
心
性
」

を
自
分

は

「
識
」

っ
て
い
る
と
言

っ
た
神
会

を
杖

で
打

っ
た
、

と
い
う
話

を
引

い
て
仰
山

は
、
ダ

ル

マ
が
経
典
を
将

来
し
た
な
ど

と
い
う

も

の
は
ダ

ル

マ
祖
師
を
購
む
き
馬
鹿

に
す
る
も

の
だ
、

と
し
て
こ
れ

を
却
け

る
。

質
問
者
が
ダ

ル

マ
の
い
わ
ゆ
る

「
借
教
悟
宗
」

の
語

の
意
味

を
尋

ね
る
と
、
仰
山

は
、
言
葉

の
上
だ
け

で
終
始

し
て
い
て
は
始

ま
ら
な

い
、
「
口
が
光
を
放

つ
」

と

こ
ろ
、
す
な
わ
ち
本
当

に

「
義

を
知

る
」

と
こ
ろ
が
出

て
こ
な

い
と

い
け
な

い
、
と
言
う
。

そ
し
て

「
悟
宗
」

と

い
う

こ
と

は
、

六
祖

の
言
葉

で
は

「
善
も
悪
も
す

べ
て
思
量

す
る

こ
と

な
く
し
て
自
然

に
得
入
す

る
も

の
で
、

そ
れ
自
体

は
深

く
落
着

き
、

そ
の
故

に
妙
用

は
無
尽
だ
」

と
言

っ
た
、

と
し
て
、

こ
こ
に
修

行

の
要
点
が
あ

る
と
仰
山

は
言
う
。

仰
山
が

六
祖

の
言
葉
を

引

い
て
く
る
点
が
、

質
問
者

の

『
楊
伽

経
』

に
関
す

る

「
借
教
悟
宗
」

の
質

問
と
重

な

っ
て
く
る
筈

で
あ

る

が
、
仰
山

は
飽
く
ま

で
単
な
る
言
葉

に
終
始

す
る

こ
と
を
却
け

る
意

味

で
、
質
問
者

の
質

問

に
応

対
し
続

け
る
。

道
存

の
質

問

は
、
ダ

ル
マ
が

『樗

伽
経
』

を
将
来

し
た
は
ず

だ
と

い
う

こ
と
を
相
手

に
認

め
さ
せ
よ
う
と
す
る

こ
と
に
拘

わ
る
た
め
、

そ
れ

に
応
じ

て
仰

山

の
答
え
も
、
質

問

の
主
旨

と
は
大
き

く
ず

れ
て

く

る
。

道
存

は
言
う
、

「
ダ

ル
マ
和
尚
が

『
娚

伽
経
』

を
将

来
さ
れ
な
か

っ
た
と
言
わ
れ

る
が
、
馬
祖

大
師

を
は
じ
め
と
し
て
諸
方

の
老
宿
が

た
び
た
び

『
携
伽
経
』

を
引

用
さ
れ
る

の
は
、

一
体

ど
う

い
う
意
味

が
あ

る
の
で
し

ょ
う

か
。」

こ
れ

に
対
し
て
仰

山
は

『
楊
珈
経
』

の

重
要
な

二
、

三
の
概
念

、
仰

山

の
い
わ
ゆ
る

「
そ
れ
ら
し

い
箇
所
」

(
経
上
有
相
似
処
)
を
指
摘
し
て
、
そ

ん
な
も

の
も
、

ダ

ル
マ
祖
師

が

イ
ン
ド

か
ら
来
ら
れ
た

こ
と

の
根

本

の
意

図
だ
と
す
る

こ
と
を
却

け

る
。
道
存

の
こ
の
質

問

に
対
す
る
仰

山

の
答

え
を
私

の
訳
文

で
左

に
示
す
。

仰
山

「
従
来
相
承
し

て
説
く
と

こ
ろ
は
、
ダ

ル
マ
和

尚

は
真

実
を

説

か
れ

る
と
き

に
こ
の
中
国

の
衆
生
が
そ

の
深

い
主
旨
を
信

じ
な

い

こ
と
を
恐
れ

て
た
び

た
び
『
楊
伽
経
』
か
ら
引

用
を
さ
れ
た
。

そ

の
さ

い
こ
の
経

に
あ

る
そ
れ
ら
し

い
箇
所
を
手
が

か
り

に
さ
れ
た
。
例
え

ば
、
如
来
が
人

々
を
真
実

に
導
く
方
法
と
し

て
何
ら
か

の
表

現
を
媒

介

に
す

る
道

(傷
。鐙
鼠

壱
碧
冨

凸
9
嵩

灯
「説

通
」
)

と
、
自
己

に
本
来

備
わ

っ
て
い
る
、
根

源

に
還
る
道

(。。箆
亀
ぽ
餅
U
雷
・℃
鎚
身
ρ
〈
9
鴇
げ
鋤
U
㌣

§

嘱
呂

い
ω〈
9
。。箆
爵

》
巨
甲
§

団
p昼

「
宗
通
」
)
と
を
、
す
べ
て

の
如

来

は
も

っ
て
お
ら
れ

る
、
表
現
を
媒
介

に
す
る
道

は
無
知

な
人

々
を
誘
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導
す

る
道

で
あ
り
、
本
来
備
わ
る
道
は
修
行
者

の
道

で
あ

る
、

こ
の

こ
と
を
聴

い
て
修
行
者
も
無

知
者
も
大

い
に
得

る
と
こ
ろ
が

あ
る
、

他
方
、
伝
統
的
な
宗
教

の
祭

司

で
あ

る
バ
ラ

モ
ン
が
覚
者

に
三
十

六

の
質

問
を
し

て
き
て
、

こ
れ

に
応

対
さ
れ
る
世
尊

は
、
す

べ
て
こ
れ

ら
を

「
世
間

に
た
ん
溺
す

る
も

の
」

(δ
冨
嵩

雷
昼
)
と
し
て
却
け

ら

れ

た
、
と

い
う
箇
所
が
あ

る
。

ま

た
別

の
そ
れ
ら
し

い
箇
所
と
し

て
は
、
我

々
の
覚
は
何
ら
か

の

機
会

に
悟

る
も

の
で
あ

る
が
、
そ
れ

は
本
来

の
我

々
の
あ
り
方

に
外

な

ら
な

い
こ
と
が
、
例
え
ば
地
中

の
金
、
銀
な
ど

の
よ
う
で
あ
り
、

こ
れ

は
如
来
が
世

に
出

る
出
な

い
に
拘
ら
ず
常
住

で
あ
り
、

覚
者

の

出
現

の
有
無

に
拘
ら
な

い
、
と

い
う
表
現

で
あ

る
。

こ
う

い
う
表
現

は
、
全
く
暇

つ
ぶ
し

の
人
間

の
言
う

こ
と
で
あ
り
、

そ

ん
な

と
こ
ろ
に
ダ

ル

マ
祖
師
が
わ
ざ
わ
ざ
中
国

へ
伝
え

に
来
ら
れ

た
意
図
が
あ

る
わ
け

は
な

い
。

…
と

に
か
く
ダ

ル

マ
和
尚
が

『
携
伽

経
』

を
イ

ン
ド
か
ら
こ

の
中
国

に
将
来

さ
れ

た
な
ど
と

い
う

こ
と

は

聞

い
た
こ
と
が

な
い
。

よ
く
聞
く
が

よ
い
。
も
し
も
本
当

に
禅

の
道

を
学
ぶ

つ
も

り
な
ら
、
今

こ
こ
で
落
着
き
、

は

っ
き
り
と
さ

せ
な
さ

い
。
ど
う

し
て
も
根
本

の
と

こ
ろ
が
分

ら
な

い
と
し

て
も
、
根
本

の

教

え
に
関

わ
る
こ
と
に
、
あ

り
も

せ
ぬ
こ
と

を
言

っ
て
は
い
け
ま

せ

ん
。
動
機
が

よ
い
か
ら
と
言

っ
て
も
、
結
果

は
、
ま
ず

い
こ
と

に
な

る
の
で
す
。
」

仰
山
が
上

に
六
祖

の
言
葉
を
取
上
げ

て
い
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
、

『
携
伽
経
』

の
表
現
も
同
じ
立
場

か
ら
取
上
げ

て
よ

い
は
ず

で
あ

る

が
、
そ
れ
を

し
な

い
の
は
、
文
字

の
詮
索

に
捉
わ
れ
て
生

死

の
大
事

を
見
失

う

こ
と

に
最

大

の
問
題
点

を
見

る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

「
如
来

禅
」

と

「祖
師
禅
」

と

の
区
別
も
、
恐

ら
く
直
感
的
な
も

の
で
、
概

念

の
吟
味

を
す
る
と

い
う
立
場

で
は
な
い
と
考
え

ら
れ

る
。
そ
れ

は

そ
れ
と
し

て
、
仰

山

の
言
葉
は
十
分

理
解

で
き

る
、
重
要
な
立
場

の

表
明

で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

(
9
)

こ
こ
で

「
自
内
証

の
智

の
三

つ
の
特
徴

の
安

ら
ぎ

を
得
、
衆
生

を
浬
薬

に
導
く

は
た
ら
き

は
、
未
覚
者

の
理
解

を
超

え
る
」

と
言

わ

れ

る
も

の
は
、
同
じ
く
第

二
章

(Z

お

)
で
三
種

の
、
覚
者

の
智

の

特
徴
と
言
わ
れ

る
次

の
も

の
を
指
す
、
す
な
わ
ち
、
覚
者

の
智

は
、

ω

顕
わ
れ

た
形
を
離
れ

て
い
る
こ
と

(艮
矧
び
冨

。。p
山
欝

留
萄

日

「
無
所
有
相
」
。

②

一
切

の
覚
者
が
自
己

の
誓
願

を
推
進

す
る
も

の
で
あ

る
こ
と

(「
一
切
諸
仏
自
願
処
相
」
、

サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
は
拙
稿
本
文

に

引
用
)
。

㈲

自
内
証

の
覚

者

の
智

を
悟

る
こ
と

(鷲
彗
轟

叶日
璋
養
-魯
㌣

§

-σq
p
苧
宣
犀
留
雷

8

「
自
覚
聖
智
究
寛

之
相
」
1
漢
訳

は
宋
訳

Z
o
・
①
刈
ρ

《
。。
0
9

の
み
挙
げ
他

二
訳

は
省
略
)
。

と
い
う
特
徴
を
も

つ
と

さ
れ

る
。

こ
の
う
ち
第

二
の

「
自
己

の
誓
願

を
推
進
す

る
」
と

い
う
特
徴

は
極

め
て
重
要

で
あ
り
、

こ
れ
が
イ

ン

ド
以
来
禅
宗
と
言
わ
れ

る
も

の
の
究
極

の
三
つ
の
特
徴

に
含

ま
れ

て

い
る
こ
と

を
、
我

々
は
見

の
が
し

て
は
な
ら
な

い
。

(
10
)

(
Z
ρ

露
ρ

巳
O
ぴ
)

如
来

之
蔵

…
為
識
蔵
…
離
於
我
論
、
自
性

無
垢
畢
寛
清
浄
、
其
余
識
有
生
有
滅
、
意
意
識
等
念
念
有
七
…
不
覚

苦
楽

不
至
解
脱

…
彼
諸
受
根
滅
次
第
不
生
、
除
自
心
妄
想
不
知
苦
楽
、
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入
滅
受
想
正
受
想
第

四
禅

、善
真
諦
解
脱
、
修
行
者
作
解
脱
想
、
不
離
。

(
2
0
●
①
N
ポ

い
い
①
げ
。
)
阿
梨
耶
識
者
、
名
如
来
蔵
、
…
離

於
我
過
、

自
性
清
浄
、

余
七
識
者
、

心
意
意
識
等
念
念
不
住
、
是
生
滅
法

…
能

得

苦
楽
故
、
能
離
解
脱
因
故
、

…
因
諸
根
滅
尽
故
、
不
生
次
生
故
、

余
自
意
分
別

不
生
苦

楽
受
故
、
是
故

入
少
想
定
滅
尽
定
、
入

三
摩
践

提
四
禅

実
諦
解

脱
、

而
修
行
者
生
解
脱
相
、
以
不
知
転
滅
虚
妄
相
故
。

(
2
0
・
①
謬

"
2
0
。
)
如
来
蔵

…
名
為
蔵
識
…
本
性
清
浄
…
離
於
我

論
、
其

余
七
識
、
意
意
識
等
念
念
生
滅

…
起
苦
楽
受
、
名
相
纒
縛
…

諸
取
根
滅

不
相

続
生
、
自
慧
分
別
苦
楽
受
者
、
或
得
滅
定
、
或
得
四

禅

、
或
復
善

入
諸
諦
解
脱
、
便
妄
生
於
得
解
脱
想
、
実
未
捨
。

英
文
著
書

目
国
国
即
〉
<
>
U
》

】≦
国
U
一日
〉
目
一〇
Z

(月
冨

弓
。
亭

昌
。。覧
く
碧

冨

Q◎
$
けo

d
5
ぞ
興
吻剛ぞ

弓
「o
ω。。
"

一り
c。
O
)

の
中

で

U
罫

≦
ぎ
ω8
⇒
ド
●
内
ぎ
αq

は
、
ゆ
離
&

冨

σq
げ
o
蟹

に
依

っ
て
、
ビ

ル

マ
の

上
座
部
仏
教

の
冥

想
修
行

と

の
関
連

で

「
四
禅
」

を
取
上
げ
、

「
四

禅
」
が
外
教

者

の
修
行
方

法
で
あ
り
な
が

ら
上
座
部

の

「
止
観
」

の

中

に
取
入
れ
ら
れ
て

い
て
、

両
者

を
区
別
す

る
も

の
は
僅

か
に
上
座

部

の

「無
常

、
苦
、
無
我
」
観

だ
け

で
あ

り
、
止
観

の
究
極

は
浬
藥

で
あ

る
け
れ
ど
も
、
本
質
的

に
浬
薬

と

「
四
禅
」

の
究
極

で
あ

る
滅

尽
定
と

は
ど
う
違
う

の
か
、

と

い
う
疑

問
を
残

し
た
ま

ま
で
議
論
を

結

ん
で
お
ら
れ
る
。

(
H
)

(
2
0
・
①
Nρ

巳
O
ぴ
)
不
転
名
如
来
蔵
蔵
識
、
七
識
流
転
不
滅
。

(
】4
0
。
①
刈
一

い
い
①
6

》

)
如
来
蔵
識
不
在
阿
梨
耶
識
中
、
是
故
七
種
識

有
生
有
滅
、
如
来
蔵
識
不
生
不
滅
。

(
Z
o
・
①
謬

"
①
6

6)
未
転
、
如
来
蔵
中
蔵
識
之
名
、
若
無
蔵
識
七

識
則
滅
。

右

三
訳

の
う

ち
第

一
が
正
確
、
第

二
は
原
文
を
離

れ
た
説

明
、
第

三
は
第

一
と
第

二
を

つ
き

ま
ぜ

た
よ
う
な
も

の
で
、
前

二
訳
よ
り
劣

る
も

の
と
な

っ
て

い
る
。
本
稿
引
用

の
三
訳

の
各

々
を
見

て
も
、
第

一
訳

の
正
確
さ
が

め
だ

つ
。

(
12
)

(Z
o
.
①
刈ρ

U
諮

鶴
)
「
智
及
爾
炎

一
切
諸

法
悉
皆
寂

静
、

不
識

自
心
現
妄

想
故
妄

想
生
、
若
識
則

滅
」
、
(7
嗣o
・
①
刈
一

U
伊り
9

〕

)

「
無
法

可
知
能
知

故
、

大
慧
、

以

一
却
法
本
際
来
寂
静
、

大
慧
、

不
如
実

知
唯
自

心
見
虚
妄
分

別
、
是
故
生
於
分
別
之
心
、
如
実
知
者
不
生
分

別
」
、
(
Z
o
・
①
謬

"
露

一
σ
)
「
知
与
所
知
悉
皆
寂
滅
、

大
慧
、

一
切
諸

法
唯

是
自

心
分

別
所
見

、
不
了
知

故
分
別

心
起
、
了
心
則
滅
」
。

(13
)

(
Z
ρ

①
刈
ρ

包
O
び
)
「
如
来
之
蔵
…
離
我
我
所
、

名
為
識
蔵
、

生
無

明
住
地
与
七
識
倶
…
生
」
、
(Z
。
・
①
刈
ご

U
い
①
σ
占
)

「
阿
梨
耶
識

者
、
名
如
来
蔵
而
与
無
明
七
識
共
倶

…
生
」
、
(ワ
帽o
●
①
刈
悼

①
一り
o

り

)

「如

来
蔵
…
離

我
我
所
…
名
為

蔵
識

生
於

七
識
無
明
住
地
」
。

(14
)

(
Z
o
●
①
δ

〕
心
◎。
心
9
)

「
蔵
識
境

界
法
身
」
、
(2
0
・
①
ご

"
鴇
も。
9
)

「
阿
梨
耶
識
…
境

界
…
法
身

」
、

(Z
o
●
①
謬

"
紹
心
ぴ
)

「
蔵
識
…
法
身

境

界
」
。

(
15
)

こ
の
セ
ミ
ナ
ー

に
出
席

す
る
た
め
出
発

の

一
ケ
月
前

か
ら
申
請

し

て
い
た
入
国
許
可
が
遂

に
受
け
ら
れ
ず
、
原
稿

だ
け

を
送

っ
た
と

こ
ろ
、

三
月
十
四

日
午

後

に

マ
ド
ラ

ス
の
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー
カ
ナ

ン
ダ
大

学

の
哲
学
教
授

U
さ

囚
・
Q。
き

畠

器
・・き

が
代
読
し

て
く
だ
さ

っ
た

と
、
主
催
者

の
タ
ミ
ー
ル
大
学
哲
学
学
部
長

U
撃
囚
・
閑
●
Z
き

冒
苧

号
昌

か
ら
ご
報
告

い
た
だ

い
た
。

セ
ミ
ナ
ー
で

発
表

さ
れ
た

論
文
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(
計

十

三

点

)

と

特

別
講

演

(
三

件
)

と

は
、

セ
、ミ
ナ

ー

の
報

告

と

し

て
印

刷

さ

れ

送

付

さ

れ

て

く

る

と

の

こ
と

で

あ

る
。

次

に

そ

れ

ら

の
題

名

を

訳

出

し

て
掲

げ

る
。

特

別

講

演

、

ω

「
密

教

の
最

近

の
研

究

概

観
」

(U
「●
Z
舞

自

山
轟
§

島

切
冨

亨

欝
9

四
蔓

ρ

O
巴
09

欝

d
巳
<
●)
。

②

「
ボ

デ

ィ
ダ

ル

マ
、
そ

の
生

涯

と

思

想
」
(U
昏
oo
9
9
窪
量

§

昌
畠

]≦
ξ

爵
γ

器
巳
》
〉
昌
伍
ξ

9

d
巳
く
.)。

㈲

「
マ

ニ
メ

ー
カ

ラ

イ

と

仏

教
」

(U
二

囚
●
U
.
目
三
歪

§

〈
=
『

冨

轟

ω～

ぎ

8
吋§

島
o
昌
巴

一
昌
巴

ε
8

♂

『
目
9
8
崔

QQ
ε
匹
一〇
ω)
。

発

表

論

文

、

ω

「
廻

向

の
概

念

」

(入

沢
崇

氏

、

龍

谷

大

学

)
。

②

「
初

期

日
本

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト
学

者

の
密

教

の
根
」

(U
「・
ω
・

○
ゲ
o
⊆
α
穿

計

d
三
く
●
o
h
U
⑦
一三
)
。

③

「
初

期

パ

ー

リ
文

学

の
中

に
見

ら

れ

る
禅

定
」
(
U
さ

】≦
9
冨

鴇

目

≦
彗

ざ

d
巳

く
.
o
{

U
o
ヨ

陣)
。

ω

「
パ

!

リ

ア
ビ

ダ

ン

マ
に

お
け

る
禅

定

」

(ζ

罫

国
9
<
ぎ
ユ
「9

団
9
口
計

U
o
一臣

d
口
ぞ
.)
。

⑤

「
ボ
デ

ィ
ダ

ル

マ

の
教

え
と

中

国

の

禅

宗

」

(O
『
.

『
9
二
冨

い
p
窪

話

U
9
三

d
三
く
.)
。

⑥

「Oo
置
ユ
プ
9

ω
p
轟
ず
p
℃
p
匹
9

の
思

想

」

(U
円
・

<
博
置
冨
犀
萌日

詑

罫

国
・
O
呂

・
σq
ρ

≦

N
冨
銘

αq
p
轟

ヨ
)
。

⑦

「禅

仏

教
」
(U
『●
Z
ヨ
ヨ
ρ
U
9
母
り
O
p
仁
ぽ
9
二
d
巳
く
り
〉
ω。。鋤
8
)
。

⑧

「
タ

ミ
ー

ル
文

学

中

の
密

教

」

(U
「・
ω
.
Z
.
囚
9巳

器
≦
9
9
記

目
凶
ヨ
嵩

d
巳
く
・)
。

⑨

「
初

期
仏
教

に
と
く

に
見

ら
れ
る
、

哲
学
的
究
明
を
起

す
働

き
と
し

て
の
苦
」

(寓
5

国
9
ヨ

内
二
8
輿

国
讐
§
β

o。
二
く
o
〒

犀
讐
器
≦
碧
9。
d
巳
く
じ)
。

⑩

拙
稿

「
現
代
世
界

に
と

っ
て
重
要
な
深

い
思

い
を
覚
者

の
教

え

ほ
ど
う
見

る
か
」
。

⑪

「
タ
ミ
ー
ル
州

に
お
け

る
図
像
学

の
発

展

に
対
し

て
与

え

た

密
教

の
影
響
」

(U
『●
閃
鉱
⊆

囚
9
嵩
伍
O
ω。。Ψ
日
9
ヨ
一一
d
昌
ぞ
)
。

⑫

「
タ
ミ
ー
ル
叙
事
詩

マ
ニ
メ
ー
カ

ラ
イ

の
起

源

へ
棚

る
」

(彦

坂

周
氏
、
マ
ド

ラ
ス
国
際

ア
ジ

ア
研
究
所
所
長
、
仏
教
学
教
授
)
。

開
会
挨
拶
者

は
、
国
会
議
員

ロ
ー
ケ
ー
シ

ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
博
士

だ

っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。


