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大
慧
禪
に
お
け
る
悟
境
に
つ
い
て
の
一
試
論

―
「
寂
滅
現
前
」
を
手
が
か
り
と
し
て
―
（
前
）

中
西

久
味

は
じ
め
に

大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
。
以
下
賜
號
の
大
慧
を
使
用
）
は
、
い
わ
ゆ
る
看
話
禪
を
確
立
し
、
南
宋
初
期
に
臨
濟
の
正
宗
を

復
興
し
、
臨
濟
の
再
來
と
も
稱
さ
れ
た
禪
僧
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
禪
風
は
當
時
の
禪
門
を
席
捲
す
る
と
と
も
に
、
ひ
ろ
く
士

大
夫
層
に
も
深
刻
な
影
響
を
與
え
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
そ
の
禪
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
な
い
し
姿
勢
を
確
認
し
て

お
き
た
い

。
(1)

た
と
え
ば
、
大
慧
は
「
人
々
は
み
な
此
處
に
や
っ
て
き
て
參
禪
す
る
と
言
う
が
、
わ
し
は
あ
ん
た
た
ち
に
問
い
た
い
。
禪
と
は
ど
の
よ

う
に
參
ず
る
も
の
な
の
か
」
と
問
い
か
け
つ
つ
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
言
う
。「
そ
も
そ
も
、
死
は
一
刻
の
猶
豫
も
無
く
た
ち
ま
ち
訪

れ
、
生
死
の
こ
と
は
一
大
事
で
あ
る
（
無
常
迅
速
、
生
死
事
大
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
の
れ
自
身
の
重
大
事
に
つ
い
て
は
わ
け
も
分
か
ら

ず
（
己
事
未
明
）
、
師
を
探
し
求
め
て
そ
の
こ
と
に
け
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
必
ず
や
お
の
れ
自
身
を
明
々
白
々
に
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わ
か
り
、
安
樂
の
境
界
を
手
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
こ
と
に
兒
戲
で
は
な
い
の
だ
」

。
大
慧
に
よ
れ
ば
、
生
死
事
大
と
は
「
生
じ
て

(2)

來
處
を
知
ら
ず
、
死
し
て
去
處
を
知
ら
ざ
る
」
こ
と
。
己
事
未
明
と
い
う
の
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
參
禪
す
る
か
ぎ
り
、
も
っ
と
も
切
實

か
つ
根
源
的
な
問
い
で
あ
る
自
ら
の
生
死
の
由
來
を
つ
き
つ
め
、
そ
の
源
を
根
絶
し
、
生
死
の
苦
か
ら
脱
却
し
、
本
來
の
自
分
自
身
を
悟

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
禪
門
で
こ
の
よ
う
に
説
く
の
は
、
あ
え
て
異
と
す
る
に
は
當
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
慧

は
、
自
ら
の
生
死
に
眞
っ
向
か
ら
對
峙
す
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
突
き
つ
け
る
。
そ
の
禪
は
な
に
よ
り
も
生
死
關
頭
に
あ
っ
て
威
力
を
發

揮
し
、
生
死
に
太
刀
打
ち
し
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
兒
戲
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
附
け
加
え
て
み
る
と
す
れ
ば
、
お
の
れ
自
身
を
生
死
に
縛
り
付
け
、
生
死
の
存
在
を
支
え
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
ら
の

心
で
あ
る
。
思
量
分
別
・
見
聞
覺
知
・
心
意
識
・
生
滅
心
な
ど
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
も
の
の
、
す
べ
て
生
死
の
心
（
生
死
心
）

で
あ
り
妄
心
妄
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
心
を
打
破
し
、
卽
今
の
意
識
を
根
こ
そ
ぎ
斷
ち
切
り
、「
人
人
本
有
し
、
箇
箇
天
眞
な
り
」

と
示
さ
れ
る
、
も
と
も
と
具
わ
っ
て
い
る
本
來
面
目
・
本
地
風
光
に
目
覺
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
大
慧
禪
の
示
す
悟
境
と
な
ろ
う
。

で
は
、
生
死
の
心
を
打
破
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
大
慧
の
指
示
は
た
と
え
ば
「
必
須
ず
熾
然
た
る
生
滅
の
中
に
於
い

か

な

ら

て
驀

地
に
一
跳
し
て
跳
出
す
べ
し
」

。
瞬
時
と
し
て
閒
斷
休
止
す
る
こ
と
な
く
生
滅
す
る
心
を
斷
ち
切
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
卽
今
の

ま
っ
し
ぐ
ら

(3)

一
念
に
躍
り
こ
み
、
直
下
に
一
念
を
打
破
し
、
悟
り
へ
と
飛
躍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
こ
で
第
二
念
を
生
じ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
と

た
ん
に
も
う
生
死
の
心
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。「
迷
悟
は
衆
生
の
一
念
閒
に
在
り
。
一
念
迷
え
ば
便
ち
沈
淪
を
受
け
、
一
念
悟

れ
ば
當
體
寂
滅
す
」、「
若
し
如
今
一
念
を
越
え
ず
、
脚
跟
下
に
頓
に
知
見
を
亡
ず
れ
ば
、
便
ち
祖
師
と
手
を
把
り
て
共
に
行
か
ん
」、「
須
得

い

ま

と

す

べ

か

ら
く
這
の
一
念
子
を
嚗
地
に
一
破
し
て
、
方
め
て
生
死
を
了
得
し
、
方
め
て
悟
入
と
名
づ
く
」

な
ど
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一

は
じ

は
じ

(4)

念
の
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
し
く
參
禪
者
當
人
が
「
身
命
を

放

つ
處
」、
身
命
を
賭
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
噴
地
一
發
し
、
心

な
げ
う
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意
識
、
氣
息
を
滅
絶
す
る
時
、
是
れ
佛
な
り
」
、「
只
だ
噴
地
一
發
を
以
て
準
的
と
爲
す
の
み
」

と
指
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
則
公

(5)

案
に
全
身
全
靈
を
集
中
す
る
看
話
と
は
、
參
禪
者
の
こ
の
噴
地
一
發
（
氣
合
い
一
發
）
の
悟
入
を
促
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
段
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
か
く
て
、
く
り
か
え
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
當
人
が
自
見
自
明
自
證
自
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
佛

法
は
言
語
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
文
字
言
語
で
傳
授
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
大
慧
は
ま
た
言
う
、「
わ
し
は
い
つ
も
修
行

僧
た
ち
に
説
い
て
い
る
。
こ
の
わ
し
の
禪
（
妙
喜
禪
）
に
參
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
一
生
か
け
て
も
分
か
ら
ぬ
と
わ
き
ま
え
て
こ
そ
よ
ろ
し

い
。
も
し
速
效
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
（
あ
ん
た
た
ち
を
）
誤
ら
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
。（
わ
し
は
）
こ
れ
ま
で
人

に
與
え
る
佛
法
な
ぞ
無
く
、
た
だ
人
の
た
め
に
道
し
る
べ
と
な
っ
て
き
た
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
だ
、
と
」

。
(6)

も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
悟
境
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
斟
酌
す
る
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
試
み
に
大
慧
が
自

ら
の
悟
境
を
語
る
に
さ
い
し
て
用
い
て
い
る
「
寂
滅
現
前
」、
寂
滅
が
目
の
あ
た
り
に
出
現
す
る
と
い
う
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の

一
端
の
み
を
窺
っ
て
お
く
に
す
ぎ
な
い
。

（
一
）

い
う
ま
で
も
な
く
、
大
慧
禪
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
は
大
慧
そ
の
人
の
境
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
い
わ
い
に
大
慧
は
自
ら
の
悟
入

に
つ
い
て
折
に
ふ
れ
て
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
三
た
び
の
重
要
な
局
面
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
六
十
九
歳
の
頃
に
阿
育
王
寺

(7)

で
説
か
れ
た
「
姜
機
宜
請
普
説
」（
『
普
説
』
二
・
四
二
一

a
）
の
な
か
で
は
そ
れ
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
普
説
で
は
眞
實
の
無
心
を
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「
寂
滅
現
前
」
と
し
て
示
し
て
い
る
が
、
大
慧
自
身
の
境
界
も
そ
れ
を
目
安
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
長
文
で

あ
る
た
め
分
段
し
て
適
宜
省
略
し
、
ま
た
必
要
な
箇
所
に
傍
點
を
附
し
て
引
用
し
て
お
く
。

（
一
）
山
僧
〈
大
慧
〉
參
禪
す
る
こ
と
十
七
年
、
茶
裏
飯
裏
、
喜
時
怒
時
、
靜
時
亂
時
、
未
だ
嘗
て
閒
斷
せ
ず
。
一
旦
、『
薰
風
南
よ

り
來
り
、
殿
閣
微
涼
を
生
ず
』
に
因
り
て
、
忽
然
と
し
て
道
を
悟
る
。
悟
了
す
と
雖
然
も
、
只
是
だ
寂
滅
現
前
す
る
能
わ
ず
。
悟
處

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

い

え

ど

た

に
坐
在
す
る
が
爲
な
り
。
圓
悟
先
師
〈
圜
悟
克
勤
〉
曰
く
、『
惜
し
む
可
し
、

你
死
了
し
て
活
く
る
を
得
る
能
わ
ず
。
言
句
を
疑
わ
ざ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
ん
じ

る
は
、
是
れ
を
大
病
と
爲
す
。
見
道
ず
や
、
崖
に
懸
か
り
て
手
を
撒
し
、
自
ら

肯

っ
て
承
當
と
す
。
絶
後
再
び
甦
れ
ば
、
君
を
欺

し

ら

は
な

う
け
が

わ
が
こ
と

き
得
ず
、
と
。
須
ら
く
這
箇
の
道
理
あ
る
を
信
ず
べ
し
』。

こ

（
二
）（
圜
悟
）
乃
ち
『
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
し
』
を
擧
し
、
纔
か
に
口
を
開
け
ば
便
ち
云
う
、『
不
是
』
。
…
…
（
大

慧
）
因
り
て
問
う
て
曰
く
、『
見
説
く
、
和
尚
〈
圜
悟
〉
當
時
五
祖
〈
五
祖
法
演
〉
の
處
に
在
り
て
、
曾
て
此
の
話
を
問
う
と
。
知
ら
ず
、

と
く
な
ら

如
何
が
答
え
た
る
』。
…
…
先
師
〈
圜
悟
〉
乃
ち
曰
く
、『
我
れ
問
う
、
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
き
な
る
時
は
如
何
。
祖
〈
五

祖
〉
云
く
、
描
く
も
也
た
描
き
成
ず
、
畫
く
も
也
た
畫
き
就
ず
。
忽
ち
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
に
遇
う
時
は
如
何
。
祖
云
く
、
相
い
隨
い

ま

え

え

來
た
る
な
り
』。
山
僧
〈
大
慧
〉
纔
か
に
擧
す
る
を
聞
く
や
、
便
ち
理
會
し
得
た
り
。
先
師
曰
く
、『
只
だ

你

の
因
緣
を
透
り
得
ざ
る

な
ん
じ

を
恐
る
る
在
り
』。
遂
に
一
絡
索
の
誵
訛
の
公
案
を
連
擧
す
る
も
、
我
に
三
轉
兩
轉
し
一
箇
に
截
ら
れ
、
太
平
無
事
の
人
の
路
を
得

な

て
便
ち
行
く
が
如
く
に
し
て
、

更

く
滯
礙
無
し

。
先
師
〈
圜
悟
〉
曰
く
、『
如
今
方
め
て
我
れ

你

を
誤
ら
ざ
る
を
知
道
な
り
』。
…

ま
っ
た

い

ま

は
じ

な
ん
じ

し

る

(8)

…
此
れ
從
り
便
ち
浪
濤
狗
踏
翻
し
て
橫
説
竪
説
し
、
更
く
天
下
の
老
和
尚
の
舌
頭
を
疑
わ
ず
。
蓋
し
法
源
の
去
處
を
知
得
し
、
起
倒

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

の
處
を
知
得
す
。
然
れ
ど
も
亦
た
未
だ
大
自
在
を
得
ず
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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（
三
）
後
ち
虎
丘
に
到
り
て
『
華
嚴
經
』
を
閲
す
る
に
因
り
て
、
菩
薩
の
第
八
不
動
地
に
住
す
る
に
至
る
や
、「
卽
ち
一
切
の
功
用

行
を
捨
し
、
無
功
用
法
を
得
。
身
口
意
業
の
念
務
皆
な
息
み
、
報
行
に
住
す
。
…
…
（
菩
薩
）
衆
生
を
見
る
に
、
身
は
四
流
中
に
在

り
。
救
度
せ
ん
が
爲
め
の
故
に
、
大
勇
猛
を
發
し
、
大
精
進
を
起
こ
す
。
勇
猛
精
進
を
以
て
の
故
に
、
不
動
地
に
至
る
。
既
に
此
こ

に
至
り
已
わ
れ
ば
、
一
切
の
功
用
、
皆
な
息
ま
ざ
る
靡
し
」

と
す
。
這
裏
に
到
り
て
方
始
め
て
寂
滅
現
前
し
、
大
自
在
を
得
た
り
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

は

じ

(9)

便
ち
解
く
東
を
拈
り
て
西
と
作
し
、
有
を
指
し
て
無
と
爲
し
、
大
脱
空
を
説
き
、
一

に
只
今
口
に
信
せ
て
説
き
將
ち
去
る
が
似
し
。

よ

と

お

お

ぼ

ら

ま
こ
と

い

ま

ま
か

ご
と

盡
く
這
裏
從
り
得
來
た
れ
り
。

こ

こ

他
の
箇
所
を
も
參
照
し
な
が
ら
纏
め
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）
宣
和
七
年
（
一
一
二
五
）
の
五
月
、
大
慧
が
三
十
七
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
師
の
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
―
一
一
三
五
）
が

開
封
の
天
寧
寺
の
上
堂
で
、
雲
門
文
偃
（
八
六
四
―
九
四
九
）
が
諸
佛
出
身
處
（
諸
佛
の
悟
り
の
根
源
）
を
問
わ
れ
て
、「
東
山
が
水
上
を
行

く
」
と
答
え
た
問
答
を
と
り
あ
げ
て
言
っ
た
、「
も
し
天
寧
な
ら
そ
う
で
な
い
。『
ど
う
い
う
の
が
諸
佛
出
身
處
で
し
ょ
う
か
』
と
問
わ
れ

わ

し

た
ら
、『
薰
風
南
よ
り
來
り
、
殿
閣
微
涼
を
生
ず
』
と
答
え
る
」

。
大
慧
は
こ
れ
を
聞
い
た
と
た
ん
に
大
悟
し
た
の
で
あ
っ
た

。

(10)

(11)

こ
の
と
き
の
大
悟
は
し
ば
し
ば
「
忽
然
と
し
て
漆
桶
を
打
破
す
」、
ふ
い
に
眞
っ
黑
な
漆
の
桶
（
無
明
煩
惱
の
暗
黑
の
蔽
い
）
を
ぶ
ち
破
っ

た
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。「
從
前
の
許
多
の
無
明
煩
惱
を
一
時
に
斷
じ
了
り
、
當
下
に
寂
滅
」
し
た

、
す
な
わ
ち
、
迷
い
の
心
が
一
擧
に

(12)

滅
却
し
、
卽
座
に
寂
滅
の
境
界
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
大
慧
は
「
こ
こ
で
忽
然
と
し
て
妄
念
が
斷
ち
切
ら
れ
（
前
後
際
斷
）
、
さ
な
が
ら

も
つ
れ
た
絲
の
束
が
一
刀
の
も
と
に
バ
ッ
サ
リ
と
斷
ち
切
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
た
ち
ま
ち
全
身
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ
た
」
と
も
述
懷

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
境
界
は
同
時
に
ま
た
「
淨
裸
裸
の
處
に
坐
在
す
」、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
眞
っ
裸
の
と
こ
ろ
に
坐
り
こ
ん
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で
い
た
と
も
形
容
さ
れ
て
い
る

。
す
な
わ
ち
、
妄
心
妄
念
は
滅
却
し
た
が
、
そ
の
滅
却
し
た
寂
滅
の
と
こ
ろ
に
坐
り
こ
ん
で
い
た
に
す

(13)

ぎ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
普
説
中
で
、「
悟
處
に
坐
在
す
」、
悟
了
し
た
け
れ
ど
も
、
な
お
悟
っ
た
と
こ
ろ
に
坐
り
こ
ん
で
い
た
と

言
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
大
慧
は
當
時
の
思
い
を
「
自
分
は
今
現
在
入
手
し
た
境
界
に
據
る
だ
け
で
、
も
う
快
活
だ
。
こ
の
う
え
分

か
る
こ
と
な
ぞ
と
て
も
で
き
な
い
と
思
っ
た
」

と
吐
露
し
て
い
る
が
、
憶
測
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
寂
滅
の
と
こ
ろ
を
快
活
と
す
る
意

(14)

識
が
な
お
拂
拭
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
は
た
し
て
圜
悟
は
こ
れ
を
、「
惜
む
可
し
、
你
死
了
し
て
活
く
る

を
得
る
能
わ
ず
」、
惜
し
い
こ
と
に
そ
の
境
界
で
は
死
に
き
っ
た
ま
ま
で
生
き
ら
れ
て
い
な
い
と
批
評
し
、
ま
た
、
な
お
言
句
に
ぶ
ら
さ

が
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
か
く
て
さ
ら
な
る
參
究
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
だ
「
寂
滅
現
前
す
る
能

わ
ず
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
續
い
て
お
よ
そ
半
年
の
閒

、
圜
悟
の
も
と
で
「
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
し
」「
忽
ち
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
に
遇
う
時
は

(15)

如
何
」
の
話
則

を
與
え
ら
れ
て
參
究
し
た
が
、
そ
の
閒
、
口
を
開
こ
う
と
し
た
と
た
ん
に
す
べ
て
「
不
是
」
と
退
け
ら
れ
、
大
げ
ん
こ

(16)

つ
を
食
ら
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
げ
く
、
圜
悟
が
か
つ
て
そ
の
師
の
五
祖
法
演
（
？
―
一
一
〇
四
）
の
も
と
で
こ
の
話
則
を
參
究
し

た
と
き
に
交
わ
さ
れ
た
問
答
の
内
容
を
問
い
、
五
祖
が
こ
の
話
則
に
附
け
た
語
を
聞
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
分
か
っ
た
と
言
う
。

た
だ
し
、
そ
の
さ
い
の
彼
自
身
の
境
界
に
つ
い
て
大
慧
は
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
こ
の
普
説
中
に
「
法
源
の
去
處
を
知

得
し
、
起
倒
の
處
を
知
得
す
」、
法
源
の
あ
り
か
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
諸
法
の
起
滅
す
る
こ
と
を
知
り
え
た
と
言
っ
て
い
る
の
が
手
が
か

り
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
っ
て
な
憶
測
は
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
が

、
さ
き
の
圜
悟
の
批
評
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
言
句
を
發
す
る

(17)

き
わ
、
す
な
わ
ち
寂
滅
の
と
こ
ろ
に
意
識
を
し
ぼ
り
あ
げ
た
あ
げ
く
、
そ
の
き
わ
み
に
こ
の
「
有
句
無
句
」
の
話
則
が
何
ら
か
の
觸
媒
と

な
っ
て
、
寂
滅
が
ハ
ラ
リ
と
拔
け
、
法
源
を
感
得
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
死
ん
だ
と
評
さ
れ
た
悟
り
の
寂
滅
の
と
こ
ろ
を
改
め
て
突
き
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つ
め
て
、
そ
の
寂
滅
を
も
脱
却
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
法
源
を
感
得
し
て
蘇
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
と
ま
れ
、
圜
悟
は
こ
こ
に
至
っ
て

「
如
今
方
め
て
我
れ
你
を
誤
ら
ざ
る
を
知
道
な
り
」
と
言
い
、
大
慧
の
徹
證
を
認
め
て
い
る
。
の
ち
圜
悟
が
大
慧
に
授
け
た
「
臨
濟
正
宗

記
」
の
跋
文

で
は
、
こ
の
時
の
大
慧
の
修
行
の
あ
り
さ
ま
を
語
る
と
と
も
に
、
彼
が
「
浩
然
と
大
徹
」
し
た
と
記
し
て
い
る
。

(18)

殘
念
な
が
ら
詳
し
く
は
知
り
え
な
い
が
、
大
慧
は
か
く
て
、
こ
と
さ
ら
に
ひ
ね
っ
て
い
る
よ
う
な
難
解
な
公
案
も
自
在
に
操
れ
る
境
界

に
到
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
な
お
い
く
ら
か
疑
念
が
拂
拭
し
き
れ
ず
釋
然
と
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
な
お
「
亦
た
未
だ
大

自
在
を
得
ず
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
三
）
さ
ら
に
、
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）、
四
十
歳
の
と
き
、
大
慧
は
蘇
州
虎
丘
山
に
留
ま
っ
て
一
夏
を
過
し
て
い
た
。
そ
の
と
き

あ

ん

ご

『
華
嚴
經
』
を
讀
ん
で
い
て
、
十
地
品
に
お
け
る
第
七
地
の
菩
薩
が
無
生
法
忍
を
得
て
、
さ
ら
に
第
八
不
動
地
に
入
っ
て
無
功
用
法
（
努

力
を
用
い
ず
と
も
あ
る
が
ま
ま
で
修
行
實
踐
で
き
て
い
る
こ
と
）
を
得
る
一
節
、
こ
の
普
説
で
は
「
卽
ち
一
切
の
功
用
行
を
捨
し
、
無
功
用
法
を

得
」
云
々
と
引
用
さ
れ
る
箇
所
に
到
っ
て
、
大
悟
徹
底
し
た
の
で
あ
っ
た

。
そ
れ
は
「
布
袋
を
打
失
す
」、
心
身
と
い
う
袋
を
喪
失
し
た

(19)

と
形
容
さ
れ
て
お
り
、
意
識
の
底
が
拔
け
お
ち
た
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
言
語
な
ど
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
大
自
在
と
な
っ
た

と
い
う
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
「
寂
滅
現
前
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
普
説
中
で
は
そ
の
境
界
が
こ
と
さ
ら
に
説

明
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、
大
慧
は
別
に
こ
の
『
華
嚴
經
』
の
一
節
を
解
釋
し
て
、
第
八
地
の
菩
薩
は
生
死
の
心
を
斷
ち
切
り
、

「
世
閒
心
既
に
滅
し
、
寂
滅
心
卽
ち
現
前
す
。
寂
滅
心
既
に
現
前
す
れ
ば
、
則
ち
塵
沙
の
諸
佛
の
説
く
所
の
法
門
一
時
に
現
前
す
。

、
、
、
、
、
、
、
、

法
門
既
に
現
前
す
る
を
得
れ
ば
、
卽
是
ち
寂
滅
の
眞
境
界
な
り
」（
『
語
錄
』
二
二
「
示
妙
智
居
士
」・
九
〇
五

a
）

す

な

わ

と
い
う
境
界
に
至
っ
た
の
だ
と
敷
衍
し
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
自
身
の
「
寂
滅
現
前
」
の
境
界
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ

れ
よ
う
。
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こ
う
し
て
、
「
寂
滅
現
前
」
は
、
た
だ
悟
っ
た
寂
滅
の
と
こ
ろ
に
安
住
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
大
悟
徹
底
し
て
自
在
無
礙
と
な
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
本
來
面
目
・
本
地
風
光
に
目
覺
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
大
慧

自
身
の
悟
入
を
ふ
ま
え
て
實
際
に
確
認
さ
れ
る
境
界
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）

「
寂
滅
現
前
」
と
い
う
語
は
も
と
も
と
經
文
に
由
來
し
て
お
り
、『
華
嚴
經
』
十
地
品
の
菩
薩
が
第
八
不
動
地
に
到
る
一
節

、
お
よ
び

(20)

『
首
楞
嚴
經
』
六
の
觀
音
菩
薩
の
耳
根
圓
通
を
説
く
章
に
出
る
。
ま
た
禪
門
で
は
、『
涅
槃
經
』
聖
行
品
の
偈
中
の
「
生
滅
滅
已
、
寂
滅

爲
樂
」
を
解
説
し
た
六
祖
慧
能
の
言
葉
に
見
え
て
い
る

。
三
者
と
も
に
大
慧
が
重
視
す
る
箇
所
で
あ
り
、
と
り
わ
け
『
華
嚴
經
』
十
地

(21)

品
は
、
上
述
の
よ
う
に
こ
れ
に
因
っ
て
彼
が
大
悟
徹
底
し
た
一
節
で
も
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
三
者
の
う
ち
大
慧
が
直
接
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
『
首
楞
嚴
經
』
で
あ
り
、
觀
音
菩
薩
が
聞
中
で
三
摩
地
（
定
）
に
入

り
、
空
觀
を
徹
底
し
て
寂
滅
現
前
に
到
っ
た
こ
と
を
説
く
次
の
一
節
で
あ
る
。

「
初
於
聞
中
、
入
流
亡
所
。
所
入
既
寂
、
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
。
如
是
漸
增
、
聞
所
聞
盡
。
盡
聞
不
住
、
覺
所
覺
空
。
空
覺
極
圓
、

空
所
空
滅
。
生
滅
既
滅
、
寂
滅
現
前
。（
初
め
聞
中
に
於
い
て
、
流
れ
を
入
れ
て
所
を
亡
ず
。
所
入
既
に
寂
な
れ
ば
、
動
靜
の
二
相
、
了
然
と
し

て
生
ぜ
ず
。
是
く
の
如
く
し
て
漸
增
し
、
聞
所
聞
盡
く
。
盡
聞
に
も
住
せ
ざ
れ
ば
、
覺
所
覺
空
な
り
。
覺
を
空
じ
て
極
圓
な
れ
ば
、
空
所
空
滅
す
。
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生
滅
既
に
滅
し
、
寂
滅
現
前
す
。
）
」（
大
正
十
九
・
一
二
八
b
）

こ
の
う
ち
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
觀
音
菩
薩
が
悟
っ
た
の
は
こ
の
法
門
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
慧
は
竹
篦
で
禪
牀
を
一
擊
し
、
そ
の
響
き
は
竹
篦
に
も
禪
牀
に
も
耳
根
に
も
搜
し
あ
た
ら
な
い
と
指
摘
し
た

し
っ
ぺ
い

う
え
で
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
甚
麼
に
因
り
て
喚
び
て
『
流
れ
を
入
れ
て
所
を
亡
ず
』
と
作
す
や
。
元
初
に

你

聞
性
に
迷
却
す
る
が
爲
に
、
忽
然
と
し
て
禪
牀

な

に

な
ん
じ

を
擊
つ
の
響
き
を
聞
得
す
る
や
、
卽
ち
響
底
は
是
れ
聲
塵
な
ら
ざ
る
を
知
り
、
忽
然
と
し
て
流
れ
を
入
る
。
纔
か
に
流
れ
を
入
る
る

や
、
便
ち
自
家
の
不
動
不
響
不
變
の
性
を
見
、
聞
底
聲
塵
便
ち
滅
す
。
元
初
の
動
相
靜
相
も
亦
た
滅
す
。
動
相
靜
相
既
に
滅
す
る
に
、

却
っ
て
寂
滅
の
處
に
坐
在
す
る
、
之
を
定
性
の
聲
聞
と
謂
う
。
…
…
如
今
學
道
の
人
、
多
是
く
箇
の
動
相
不
生
を
得
る
も
、
却
っ
て

い

ま

お

お

淨
躶
躶
赤
洒
洒
の
處
に
坐
在
す
。
舊
に
依
り
て
是
れ
病
な
り
。
須
是
ら
く
動
相
も
也
た
不
生
、
靜
相
も
也
た
不
生
た
る
べ
し
。
便
ち

す

べ

か

ま

是
れ
『
生
滅
既
に
滅
し
、
寂
滅
現
前
す
る
』
な
り
」（
『
普
説
』
一
「
松
林
臻
長
老
請
普
説
」・
四
〇
六

b
）

ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
普
説
は
き
わ
め
て
分
か
り
づ
ら
い
。
經
文
の
「
入
流
亡
所
」
の
う
ち
、「
流
れ
を
入
る
」
と
は
、
一
般
に
、
お

お
よ
そ
外
の
音
聲
（
聲
塵
）
を
對
境
と
し
て
流
轉
起
滅
す
る
聞
の
作
用
を
入
定
に
よ
っ
て
心
の
内
に
返
す
こ
と
。
大
慧
も
同
樣
で
あ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
、「
流
れ
を
入
る
」
と
、
そ
の
と
た
ん
に
、
自
分
自
身
の
不
動
不
響
不
變
の
聞
性
（
聞
く
こ
と
の
本
性
）
に
目
覺
め
、
そ
こ
で

は
た
ち
ま
ち
聞
く
こ
と
（
聞
底
）
も
音
聲
（
聲
塵
）
も
と
も
に
滅
却
す
る
と
す
る
ら
し
い
。「
所
を
亡
ず
」
と
は
そ
の
滅
却
の
こ
と
と
解
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
、
流
轉
起
滅
し
て
い
た
聞
の
作
用
が
入
定
に
よ
っ
て
外
の
音
聲
を
對
境
と
せ
ず
に
滅
却
し
、
さ
ら
に
、
聞
性
に

目
覺
め
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
作
用
を
起
こ
し
て
い
た
聞
く
こ
と
も
音
聲
も
と
も
に
滅
却
す
る
と
す
る
ら
し
い
。
後
者
で
は
あ
る
い
は
耳
根
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聲
塵
が
と
も
に
滅
却
す
る
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
憶
測
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
動
相
の
不
生
・
靜
相

の
不
生
と
さ
れ
る
ら
し
く
、
經
文
の
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
の
二
句
に
相
當
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
經
文
の
二
句
は
生

滅
心
（
こ
こ
で
は
聞
の
作
用
）
が
寂
滅
し
、
そ
の
寂
滅
も
滅
却
す
る
こ
と
を
示
す
と
も
さ
れ
て
、
た
だ
ち
に
經
文
の
「
生
滅
既
滅
、
寂
滅
現

前
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
、「
寂
滅
現
前
」
と
同
義
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
知
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
觀
音
菩
薩
の
悟
境
は
直

接
に
は
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
の
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
寂
滅
現
前
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

殘
念
な
が
ら
、
こ
の
普
説
だ
け
で
は
經
文
の
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
が
「
寂
滅
現
前
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
判
然
と
し
な
い
。

大
慧
は
こ
の
「
初
於
聞
中
」
以
下
の
一
節
を
別
に
取
り
あ
げ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
補
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
い
ま
原
文
の

ま
ま
引
用
し
て
お
く
。
傍
點
部
分
は
經
文
で
あ
る
。

○
「
初
於
聞
中
、
入
流
亡
所
。
所
入
既
寂
、
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
。
動
相
不
生
、
則
世
閒
生
滅
之
法
滅
矣
。
靜
相
不
生
、
則
不
爲
寂

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

滅
所
留
係
矣
。
如
於
此
二
中
閒
、
不
住
動
相
、
亦
不
爲
靜
相
所
困
、
則
觀
音
所
謂
生
滅
既
滅
、
寂
滅
現
前
。」（
『
語
錄
』
二
十
四
「
示

、
、
、
、

、
、
、
、

莫
宣
敎
」・
九
一
三

b
）

○
「
馬
祖
〈
馬
祖
道
一
〉
當
胸
一
蹋
蹋
倒
、
水
潦
〈
水
潦
和
尚
〉
忽
然
大
悟
。
不
覺
起
來
、
呵
呵
大
笑
。
祖
曰
、
你
見
箇
甚
麼
道
理
。
潦

曰
、
百
千
法
門
無
量
妙
義
、
只
向
一
毛
頭
上
、
便
識
得
根
源
去
。
這
箇
敎
中
謂
之
入
流
亡
所
、
所
入
既
寂
、
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
。

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

纔
得
箇
入
處
、
便
亡
了
定
相
。
定
相
既
亡
、
不
墮
有
爲
、
不
墮
無
爲
。
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
、
便
是
觀
音
入
理
之
門
。」（
『
語
錄
』

、
、
、
、

、
、
、
、

十
七
・
八
八
二

b
、『
普
説
』
五
・
五
〇
四

d
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」）

○
「
楞
嚴
曰
、
初
於
聞
中
、
入
流
亡
所
。
所
入
既
寂
、
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
…
…
空
覺
極
圓
、
空
所
空
滅
。
生
滅
既
滅
、
寂
滅
現
前
。

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
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如
今
諸
方
有
一
般
禪
師
、
只
理
會
靜
、
敎
人
坐
在
黑
山
下
鬼
窟
裏
、
更
不
説
悟
門
。
如
何
説
他
觀
音
菩
薩
圓
通
境
界
、
生
滅
既
滅
、

又
不
坐
在
既
滅
處
、
須
要
寂
滅
現
前
。」（
『
普
説
』
三
「
程
總
幹
請
普
説
」・
四
六
二

c
）
(22)

い
ず
れ
も
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
の
二
句
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
動
相
の
不
生
を
生
滅
心
の
寂
滅
と
し
、
さ
ら
に
靜
相
の
不
生
は

そ
の
寂
滅
に
執
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
動
相
の
不
生
を
有
爲
法
（
世
閒
生
滅
法
）
に
墮
ち
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
靜
相
の
不
生

を
無
爲
法
（
出
世
閒
寂
滅
法
）
に
も
墮
ち
な
い
こ
と
で
あ
る
、
な
ど
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
句
は
、
生
滅
心
を
滅
却
し
、
さ
ら
に

そ
の
滅
却
に
も
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
言
う
と
解
釋
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
寂
滅
現
前
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、「
寂
滅
現
前
」
は
、「
古
聖
〈
觀
音
菩
薩
〉
得
了
し
、
便
ち
得
處
に
於
い
て
、
生
滅
心
を
滅
却
し
、
亦
た
寂
滅
の
地
に
住
在
せ
ざ

る
、
之
を
寂
滅
現
前
と
謂
う
」

と
、
悟
り
き
っ
て
生
滅
心
（
生
死
心
）
を
滅
却
し
、
さ
ら
に
そ
の
滅
却
し
た
寂
滅
の
と
こ
ろ
に
も
坐
り
込

(23)

ま
な
い
こ
と
を
示
す
と
要
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
っ
た
い
、
大
慧
當
時
の
『
首
楞
嚴
經
』
解
釋
は
一
般
に
長
水
子
璿
の
注
解
に
從
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
子
璿
は
、
そ
の
緻
密
な
議

論
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、
こ
の
一
節
を
、
人
空
・
法
解
脱
・
俱
空
不
生
・
無
生
忍
を
そ
れ
ぞ
れ
説
く
と
段
階
的
に
解
釋
す
る
。
ま

た
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
に
つ
い
て
も
、
聞
く
作
用
の
對
境
と
し
て
の
聲
塵
が
起
滅
動
靜
せ
ず
無
相
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
聲
塵

の
寂
滅
を
言
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
句
は
た
だ
聞
く
と
い
う
生
滅
心
の
滅
却
の
段
階
で
の
み
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
る

。
大
慧
は
子
璿
を
評
價
し
て
い
た
け
れ
ど
も

、
經
文
に
ま
っ
た
く
獨
自
の
讀
み
込
み
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
經

(24)

(25)

文
の
解
釋
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
の
境
界
を
も
と
に
經
文
を
掬
い
取
っ
た
と
い
う
の
が
實
情
で
あ
ろ
う
。
逆
に
ま
た
敎
證
に
裏
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
慧
は
さ
き
の
よ
う
に
彼
の
悟
境
の
輪
郭
を
鮮
明
に
し
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
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○

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
大
慧
の
經
文
に
對
す
る
獨
自
の
讀
み
込
み
は
、
觀
音
菩
薩
と
同
樣
に
音
聲
を
契
機
と
し
て
悟
入
し
た
唐
末
の
香
嚴

智
閑
の
「
悟
道
頌
」、
お
よ
び
『
華
嚴
經
』
入
法
界
品
に
出
る
善
財
童
子
の
求
道
に
よ
っ
て
さ
ら
に
補
強
さ
れ
て
い
る
。
香
嚴
と
善
財
の

悟
入
は
『
首
楞
嚴
經
』
の
「
入
流
亡
所
」
と
同
樣
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
寂
滅
現
前
」
に
至
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る

。
(26)

周
知
の
よ
う
に
、
香
嚴
は
瓦
礫
が
竹
を
擊
っ
た
音
で
大
悟
し
、
そ
の
さ
い
「
悟
道
頌
」
八
句
を
述
べ
て
い
る

。
大
慧
は
そ
の
う
ち
の

(27)

第
一
句
「
一
擊
も
て
所
知
を
忘
ず
」
の
み
に
着
目
し
、
そ
の
他
の
七
句
は
注
釋
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す
。
か
つ
ま
た
、「
一
擊
も
て
所
知

を
忘
ず
る
、
是
れ
を
流
れ
を
入
れ
て
入
る
る
所
な
し
と
名
づ
く
」
と
言
い
、
こ
の
句
は
「
入
流
亡
所
」
と
同
義
で
あ
る
と
す
る
。
竹
を
擊

っ
た
音
聲
を
聞
い
た
の
は
「
流
れ
を
入
る
る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
音
聲
（
聲
塵
）
に
相
應
し
て
聞
が
作
用
し
た
の
で
は
な
く
、

音
聲
を
方
便
と
し
て
自
己
の
本
來
面
目
に
目
覺
め
た
の
だ
と
解
釋
す
る
。
か
く
て
、
ふ
つ
う
難
解
に
見
え
る
「
悟
道
頌
」
の
こ
の
第
一
句

は
、
一
擊
の
音
を
聞
い
た
と
た
ん
に
大
悟
し
、
同
時
に
そ
の
悟
っ
た
こ
と
を
も
直
ち
に
忘
失
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
喝
破
す
る
。

か
つ
ま
た
、
「
香
嚴
は
悟
處
に
既
に
消
息
を
絶
し
、
父
母
よ
り
未
生
の
時
の
事
、
頓
爾
に
現
前
す
」
と
し
て
、
こ
の
悟
っ
た
こ
と
を
も
忘

失
す
る
や
、
忽
ち
父
母
未
生
以
前
の
本
來
面
目
が
目
の
あ
た
り
に
出
現
し
た
の
だ
と
説
い
て
い
る

。
(28)

ま
た
、
善
財
童
子
は
善
知
識
た
ち
を
巡
禮
し
て
彌
勒
菩
薩
の
も
と
に
到
る
と
、
彌
勒
が
安
處
す
る
毘
盧
遮
那
大
樓
閣
に
入
る
こ
と
を
請

い
、
彌
勒
の
彈
指
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
門
よ
り
入
る
。
そ
れ
を
『
華
嚴
經
』
の
經
文
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
時
彌
勒
菩
薩
、
前
詣
樓
閣
。
彈
指
出
聲
、
其
門
卽
開
、
命
善
財
入
。
善
財
心
喜
、
入
已
還
閉
。
見
其
樓
閣
、
廣
博
無
量
、
同
於
虛
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空
。
…
…
（
時
に
彌
勒
菩
薩
、
前
み
て
樓
閣
に
詣
る
。
彈
指
し
て
聲
を
出
だ
す
や
、
其
の
門
卽
ち
開
き
、
善
財
に
命
じ
て
入
ら
し
む
。
善
財
心
に
喜

び
、
入
り
已
っ
て
還
た
閉
ず
。
其
の
樓
閣
を
見
る
に
、
廣
博
無
量
に
し
て
、
虛
空
に
同
じ
く
、
…
…
）
」（
八
十
卷
本
『
華
嚴
經
』
七
九
・
大
正

一
〇
・
四
三
五

a
）。

大
慧
は
、
こ
の
う
ち
「
入
り
已
っ
て
還
た
閉
ず
」
と
、
善
財
が
樓
閣
に
入
る
と
そ
の
門
が
ふ
た
た
び
閉
じ
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ

ま

を
「
便
ち
是
れ
觀
音
菩
薩
の
入
流
亡
所
底
の
消
息
」
と
解
釋
す
る
。
そ
こ
で
經
文
の
こ
の
箇
所
は
、
ま
ず
「
彈
指
し
て
聲
を
出
だ
す
」
に

、
、
、
、

つ
い
て
、「
只
だ
這
の
一
彈
指
、
便
ち
是
れ
當
人
一
念
相
應
し
一
生
成
佛
底
の
時
節
な
り
」
と
説
き
、
こ
の
彌
勒
の
彈
指
こ
そ
善
財
が
一

念
相
應
し
て
現
在
生
に
お
い
て
成
佛
を
果
た
し
た
そ
の
瞬
閒
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
「
善
財
心
に
喜
ぶ
」
と
言
う
の
は
善
財
が
悟
入
し
た

こ
と
。「
入
り
已
っ
て
還
た
閉
ず
」
と
し
て
樓
閣
の
門
が
ふ
た
た
ぴ
閉
じ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
悟
入
の
消
息
が
絶
た
れ
た
こ
と
を
示
す
と

と
も
に
、
あ
わ
せ
て
、「
所
證
の
處
、
既
に
消
息
を
絶
す
。
卽
是
ち
方
便
門
を
捨
て
、
自
ら
本
來
面
目
を
見
る
」
と
し
、
そ
の
消
息
が
絶

す

な

わ

た
れ
た
の
は
、
方
便
が
棄
て
ら
れ
て
本
來
面
目
に
目
覺
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。
經
文
で
は
續
け
て
、
善
財
童
子
は
樓
閣
中

で
諸
佛
や
彼
が
巡
っ
た
五
十
三
善
知
識
の
證
悟
の
境
界
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
が
、
ふ
た
た
び
彌
勒
の
彈
指
の
聲
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
境

界
は
幻
夢
や
影
像
に
す
ぎ
な
い
と
告
げ
ら
れ
、
三
昧
よ
り
起
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
や
や
解
釋
の
ブ
レ
が
見
う
け
ら

れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
本
來
面
目
の
表
出
と
見
な
さ
れ
て
い
る

。
(29)

こ
う
し
て
み
る
と
、
生
滅
心
が
寂
滅
し
た
境
界
に
安
住
し
な
い
と
す
る
「
寂
滅
現
前
」
は
、
よ
り
具
體
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
悟
入
し

た
と
た
ん
に
そ
の
悟
入
を
も
忘
失
し
、
同
時
に
そ
れ
が
、
本
來
面
目
・
本
地
風
光
に
目
覺
め
た
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

○
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大
慧
は
あ
わ
せ
て
、「
寂
滅
現
前
」
な
い
し
「
動
靜
二
相
、
了
然
不
生
」
の
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
實
例
と
し
て
數
人
の
祖
師
の
悟
入

の
あ
り
さ
ま
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

。
そ
の
う
ち
最
も
注
目
し
て
い
る
の
は
、
雲
門
文
偃
の
一
喝
の
も
と
に
大
悟
し
た
洞
山
守
初
（
九

(30)

一
〇
―
九
九
〇
）
の
場
合
で
あ
る
。
傳
え
ら
れ
る
資
料
に
そ
れ
ぞ
れ
字
句
の
異
同
が
あ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
大
慧
が
參
照
し
て
い
た
可
能

性
の
あ
る
『
宗
門
統
要
集
』
一
〇
・
洞
山
守
初
章
（
禪
學
典
籍
叢
刊
一
）

に
據
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

(31)

洞
山
が
雲
門
の
も
と
に
到
っ
た
。
雲
門
が
問
う
た
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
」。
洞
山
が
答
え
た
、「
査
津
の
渡
し
か
ら
で
す
」
。「
さ

き
の
夏
安
居
は
ど
こ
に
居
た
の
か
」。「
湖
南
の
報
慈
寺
で
す
」。「
い
つ
彼
處
を
離
れ
た
の
か
」。「
八
月
二
十
五
日
で
す
」。
雲
門
「
あ

ん
た
に
三
度
の
棒
を
く
ら
わ
す
と
こ
ろ
だ
が
、
ま
あ
見
の
が
し
て
や
ろ
う
」。（
到
雲
門
。
門
問
、
近
離
甚
處
。
師
云
、
査
渡
。
夏
在
甚
處
。

云
、
湖
南
報
慈
。
門
云
、
甚
時
離
彼
中
。
云
、
八
月
二
十
五
。
門
云
、
放
汝
三
頓
棒
。）

洞
山
は
翌
日
、
雲
門
の
も
と
に
參
じ
て
質
問
し
た
、
「
昨
日
は
和
尚
に
三
度
の
棒
を
食
ら
う
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
が

私
の
過
ち
で
し
ょ
う
か
」。
雲
門
「
こ
の
ご
く
つ
ぶ
し
め
。
江
西
湖
南
で
も
そ
の
よ
う
に
談
合
し
て
い
た
の
か
」。（
師
明
日
却
上
問
訊
、

昨
日
蒙
和
尚
放
三
頓
棒
、
不
知
過
在
甚
處
。
門
云
、
飯
袋
子
、
江
西
湖
南
便
與
麼
商
量
。）

洞
山
は
言
下
に
悟
っ
た
。
か
く
て
言
っ
た
、「
以
後
は
人
氣
の
無
い
と
こ
ろ
に
庵
を
結
び
、
一
粒
の
米
も
畜
え
ず
、
一
本
の
苗
も
植

え
ず
、
あ
ち
こ
ち
に
往
來
す
る
善
知
識
を
接
待
し
、
彼
の
た
め
に
釘
を
ひ
き
ぬ
き

楔

を
拔
き
と
り
、
…
…
」。（
師
於
言
下
有
省
。
遂
云
、

く
さ
び

他
時
異
日
、
向
無
人
煙
處
、
卓
箇
庵
子
、
不
畜
一
粒
米
、
不
種
一
莖
菜
、
接
待
十
方
往
來
善
知
識
、
盡
與
伊
抽
釘
拔
楔
、
…
…
）
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こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
則
で
あ
り
、
ま
ず
、
雲
門
の
「
汝
に
三
頓
の
棒
を
放
す
」
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い

る

。
と
こ
ろ
が
大
慧
は
せ
い
ぜ
い
「
雲
門
の
意
圖
を
わ
か
る
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
は
憶
測
す
る
し

(32)
か
な
い
が
、
雲
門
は
「
わ
し
の
問
う
て
い
る
の
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
、
本
來
の
面
目
は
ど
う
な
の
だ
」
と
叱
責
し
た
の
で
も
あ
ろ
う

か

。
(33)そ

れ
は
さ
て
お
き
、
大
慧
が
も
っ
ぱ
ら
注
視
し
て
い
る
の
は
洞
山
の
大
悟
の
と
こ
ろ
で
あ
る

。
こ
の
箇
所
は
こ
こ
で
は
「
師
於
言
下

(34)

有
省
。
遂
云
、
他
時
異
日
、
向
無
人
煙
處
、
卓
箇
庵
子
、
云
々
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
範
圍
で
は
あ
る
が
、
現
在
知
ら
れ
る

そ
の
他
の
資
料
で
も
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
慧
は
、
こ
の
箇
所
を
取
り
あ
げ
る
さ
い
に
は
自
ら
の
見
解
に
も
と
づ
い
て
敷
衍
し

け

ん

げ

て
お
り
、
も
っ
と
も
詳
し
い
場
合
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
洞
山
於
言
下
大
悟
、
忽
然
寂
滅
現
前

、
便
忘
其
所
證
、
亦
無
道
理
可
呈
。
但
低
頭
禮
拜
而
已
。
雲
門
云
、
你
見
箇
甚
麼
便
禮
拜
。

、
、
、
、
(35)

山
〈
洞
山
〉
云
、
某
甲
從
今
日
去
、
向
十
字
街
頭
、
不
蓄
一
粒
米
、
不
種
一
莖
菜
、
接
待
往
來
、
…
…
」（
『
普
説
』
三
「
程
總
幹
請

普
説
」・
四
六
二

d
）

洞
山
は
大
悟
し
た
と
た
ん
に
寂
滅
現
前
し
、
悟
っ
た
こ
と
も
忘
失
し
て
、
た
だ
頭
を
下
げ
て
禮
拜
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
付
け
加
え
て
い

る
。
こ
れ
は
恣
意
的
に
付
け
加
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
洞
山
の
寂
滅
現
前
の
と
こ
ろ
を
見
き
わ
め
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
は
何
處
な
の
か
。
大
慧
は
つ
づ
け
て
雲
門
の
「
そ
な
た
は
何
を
見
て
禮
拜
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
、
そ
の

洞
山
の
答
え
が
、
も
と
の
問
答
に
あ
る
よ
う
に
、「
某
甲
、
今
日
よ
り
去
ち
、
十
字
街
頭
に
（
「
人
煙
無
き
處
に
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）

、

の

(36)

一
粒
の
米
も
蓄
え
ず
、
一
本
の
莖
も
種
え
ず
、
往
來
を
接
待
し
、
…
…
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
答
え
こ
そ
注
視
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
悟
っ
た
け
は
い
は
微
塵
も
無
く
、
す
で
に
悟
り
の
な
か
に
あ
っ
て
爲
人
攝
化
す
る
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「
寂
滅
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現
前
」
の
あ
り
さ
ま
で
あ
ろ
う
。
大
慧
は
こ
の
答
え
を
「
既
に
悟
了
し
、

便

ち
自
己
の
庫
藏
を
打
開
し
、
自
己
の
家
珍
を
運
出
す
」
と

た
ち
ま

言
い
、
本
來
の
面
目
に
目
覺
め
て
そ
れ
が
表
出
し
た
も
の
と
し
、
ま
た
「
一
道
の
眞
言
を
念
じ
た
」
も
の
と
し
て
手
放
し
で
讚
え
る
の
で

あ
る

。
(37)

こ
の
ほ
か
、
水
潦
和
尚
、
鼓
山
神
晏
（
晉
の
天
福
中
示
寂
）
、
灌
谿
志
閑
（
？
―
八
九
五
）
な
ど
の
悟
入
の
あ
り
さ
ま
が
指
摘
さ
れ
る
。

水
潦
和
尚

は
馬
祖
道
一
の
一
蹴
り
に
よ
っ
て
大
悟
し
、
思
わ
ず
起
き
あ
が
っ
て
呵
々
大
笑
し
た
。
鼓
山
神
晏

は
雪
峰
義
存
に
胸
ぐ
ら
を

(38)

(39)

つ
か
ま
れ
て
了
悟
し
、
た
だ
手
を
あ
げ
て
ユ
ラ
ユ
ラ
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
灌
谿
志
閑

は
臨
濟
義
玄
に
ひ
っ
つ
か
ま
え
ら
れ
、「
つ

(40)

か
み
と
り
ま
し
た
（
領
領
）
」
と
の
み
言
っ
た
。
程
度
の
差
は
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
悟
入
し
た
と
た
ん
に
そ
れ
を

忘
失
し
た
、
あ
る
い
は
そ
の
悟
り
に
執
着
し
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
と
も
に
、
馬
祖
道
一
の
上
堂
の
語
「
胡
亂
に
し
て
自
從
り
後
ち
三
十
年
、
鹽
醬
を
少
か
ず
」

、
い
い
か
げ
ん
に
は
じ
め
て
、

よ

か

(41)

も
う
三
十
年
、
鹽
や
味
噌
に
は
事
缺
き
ま
せ
ん
、
が
示
さ
れ
る
。
悟
っ
た
け
は
い
も
無
く
、
悠
々
自
適
の
あ
り
さ
ま
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

大
慧
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
祖
師
門
下
に
人
の
鼻
孔
を
穿
つ
底
、
盡
く
遮
の
一
句
子
從
り
來
る
」

、
わ
が
禪
門
で
人
の
鼻
面
を
つ
か
ん
で
引

こ

(42)

き
ま
わ
す
の
は
、
す
べ
て
こ
の
馬
祖
の
一
句
か
ら
出
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
雲
門
文
偃
が
一
路
涅
槃
門
（
『
首
楞
嚴
經
』
の
語
。
諸
佛
が
涅
槃
に
到
る
一
つ
の
路
）
を
問
題
に
す
る
話
則
を
取
り
あ
げ
、
扇

子
を
つ
ま
み
上
げ
て
指
示
し
た
、「
扇
子
勃
跳
し
て
三
十
三
天
に
上
り
、
帝
釋
の
鼻
孔
を
築
著
き
、
東
海
の
鯉
魚
は
一
棒
を
打
し
、
雨
ふ

つ

る
こ
と
盆
の
傾
く
が
似
き
に
相
い
似
た
り
」

、
扇
子
は
三
十
三
天
に
ま
で
ピ
ョ
ン
と
飛
び
上
が
っ
て
帝
釋
天
の
鼻
っ
柱
を
ど
っ
つ
き
、

(43)

東
海
の
鯉
魚
が
（
天
を
？
）
棒
で
ひ
と
打
ち
す
れ
ば
土
砂
降
り
の
雨
、
と
い
う
語
が
示
さ
れ
る
。
言
葉
を
絶
し
た
と
こ
ろ
で
沒
蹤
跡
で
あ

り
な
が
ら
の
縱
橫
無
盡
の
は
た
ら
き
ぶ
り
を
言
う
の
で
あ
ろ
う

。
(44)
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馬
祖
の
上
堂
も
雲
門
の
扇
子
も
と
も
に
大
慧
が
極
め
て
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
悟
境
の
自
在
無
礙
な
あ
り
さ
ま
の
象
徵
と
し
て
し
ば

し
ば
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
續
く
）

注（
１
）
本
稿
で
は
、『
大
慧
普
覺
禪
師
語
錄
』（
『
語
錄
』
と
略
稱
）
は
大
正
藏
第
四
七
卷
所
收
の
も
の
を
、
ま
た
『
大
慧
普
覺
禪
師
普
説
』

（
『
普
説
』
と
略
稱
）
は
卍
字
藏
經
三
一
套
五
册
所
收
の
も
の
を
底
本
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
頁
數
の
み
記
す
。
あ
わ
せ
て
、
前
者
に

つ
い
て
は
宮
内
廳
藏
開
元
寺
版
大
藏
經
所
收
の
宋
版
、
後
者
に
つ
い
て
は
東
洋
文
庫
藏
の
五
山
版
の
四
卷
本
『
普
説
』
（
禪
學
典

籍
叢
刊
四
）
を
、
必
要
に
應
じ
て
參
照
す
る
。
ま
た
、『
正
法
眼
藏
』
は
卍
字
續
藏
二
編
二
三
套
一
册
所
收
の
も
の
を
使
用
し
、

頁
數
の
み
記
す
。

（
２
）『
語
錄
』
十
三
（
八
六
四

c
）・
『
普
説
』
五
（
四
九
〇

b
）
の
「
定
光
大
師
請
普
説
」。
原
文
は
「
諸
人
總
道
、
來
這
裏
參
禪
。

我
且
問
爾
、
禪
作
麼
生
參
。
既
爲
無
常
迅
速
生
死
事
大
、
己
事
未
明
、
求
師
決
擇
。
要
得
自
己
明
白
心
地
安
樂
。
不
是
兒
戲
」。

な
お
「
生
死
事
大
、
無
常
迅
速
」
は
、
も
と
永
嘉
玄
覺
が
そ
の
師
の
六
祖
慧
能
に
答
え
た
語
。『
傳
燈
錄
』
五
な
ど
に
出
る
。
大

慧
は
そ
の
話
則
を
『
正
法
眼
藏
』
三
下
（
七
一

a
）
に
收
め
て
い
る
。

（
３
）『
語
錄
』
二
六
「
答
富
樞
密
（
第
二
書
）」（
九
二
二

a
）。
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（
４
）
以
上
は
『
普
説
』
一
「
妙
圓
居
士
張
檢
點
祖
燈
請
普
説
」（
三
九
五

c
）
、『
語
錄
』
十
九
「
示
東
峰
居
士
」（
八
九
一

c
）
、『
語

錄
』
二
六
「
答
富
樞
密
」（
九
二
一

c
）。

（
５
）『
語
錄
』
二
二
「
示
妙
心
居
士
」（
九
〇
三

b
）、
同
「
示
曾
機
宜
」（
九
〇
六

b
）。

（
６
）『
語
錄
』
二
二
「
示
曾
機
宜
」（
九
〇
六

c
）。
原
文
は
「
老
僧
常
與
衲
子
輩
説
。
要
參
妙
喜
禪
、
須
是
辦
得
一
生
不
會
始
得
。
若

要
求
速
效
、
則
定
是
相
誤
。
何
以
故
。
只
爲
從
來
無
法
與
人
、
但
爲
人
做
得
箇
指
頭
路
底
漢
子
耳
」。

（
７
）
拙
稿
「
『
大
慧
普
覺
禪
師
年
譜
』
譯
注
稿
」（
一
）・
（
二
）（
『
比
較
宗
敎
思
想
硏
究
』
十
四
輯
・
十
五
輯
、
二
〇
一
四
年
・
二
〇
一

五
年
）
參
照
。

（
８
）
こ
の
原
文
「
被
我
三
轉
兩
轉
截
一
箇
、
如
太
平
無
事
人
得
路
便
行
、
更
無
滯
礙
」
は
、『
語
錄
』
十
七
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」

に
「
被
我
三
轉
兩
轉
截
斷
、
如
箇
太
平
無
事
時
得
路
便
行
、
更
無
滯
礙
」（
八
八
三

b
）
に
作
る
。
お
そ
ら
く
テ
キ
ス
ト
に
混
亂

が
あ
ろ
う
。
な
お
開
元
寺
版
『
語
錄
』
で
は
十
七
卷
を
缼
く
。

（
９
）

八
十
卷
本
『
華
嚴
經
』
三
十
八
（
大
正
一
〇
・
一
九
九

a
）。

（

）『
語
錄
』
十
七
（
八
八
三

a
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

b
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
に
「
若
是
天
寧
卽
不
然
。
如
何
是
諸
佛

10

出
身
處
。
薰
風
自
南
來
、
殿
閣
生
微
涼
」。
圜
悟
が
提
示
し
た
二
句
は
、
唐
の
柳
公
權
が
文
宗
と
の
聯
句
の
さ
い
に
附
け
た
句
。

大
慧
は
の
ち
こ
の
雲
門
の
問
答
を
取
り
あ
げ
た
さ
い
、
圜
悟
が
提
示
し
た
柳
公
權
の
二
句
に
代
え
て
、
王
勃
の
「
滕
王
閣
序
」
の

二
句
「
落
霞
與
孤
鶩
齊
飛
、
秋
水
共
長
天
一
色
」
を
示
し
て
い
る
（
『
普
説
』
二
・
四
三
〇

b
）。

（

）

こ
の
時
の
大
悟
に
つ
い
て
は
、
前
注
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
の
ほ
か
、
多
く
の
箇
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

11
（

）『
普
説
』
一
「
妙
圓
居
士
張
檢
點
祖
燈
請
普
説
」（
三
九
六

a
）。

12
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（

）『
語
錄
』
十
七
（
八
八
三

a
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

b
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
に
「
向
這
裏
忽
然
前
後
際
斷
。
譬
如
一

13

綟
亂
絲
將
刀
一
截
截
斷
相
似
。
當
時
通
身
汗
出
」、「
雖
然
動
相
不
生
、
却
坐
在
淨
裸
裸
處
」。
な
お
、
大
慧
の
場
合
、「
前
後
際
斷
」

は
、
直
接
に
は
華
嚴
宗
の
澄
觀
の
「
一
念
不
生
、
前
後
際
斷
」
に
由
來
す
る
。

（

）
前
注
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
に
「
老
漢
自
言
、
我
只
據
如
今
得
處
、
已
是
快
活
、
更
不
能
理
會
得
也
」。

14
（

）『
語
錄
』
十
七
（
八
八
三

a
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

c
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」、『
普
説
』
一
「
李
宣
敎
子
由
請
普
説
」

15

（
三
九
八

a
）、『
普
説
』
三
「
智
通
居
士
請
普
説
」（
四
五
一

c
）
な
ど
を
參
照
。

（

）
大
慧
は
こ
れ
を
潙
山
懶
安
（
長
慶
大
安
）
と
疎
山
匡
仁
と
の
問
答
と
す
る
。『
普
説
』
一
「
李
宣
敎
子
由
請
普
説
」（
三
九
七

d
）

16

參
照
。
『
宗
門
統
要
集
』
五
・
長
慶
大
安
章
に
も
と
づ
い
た
ら
し
い
。
な
お
『
祖
堂
集
』
十
六
・
潙
山
和
尚
章
で
は
、
こ
れ
を
潙

山
靈
祐
が
雲
巖
曇
晟
お
よ
び
道
吾
圓
智
と
交
わ
し
た
問
答
と
す
る
。

（

）「
有
句
無
句
」
の
話
則
は
大
慧
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、『
普
説
』
一
「
李
宣
敎
子
由
請
普
説
」（
三
九
六

d
）
な
ど
で
取
り
あ
げ

17

ら
れ
る
。
ま
た
『
正
法
眼
藏
』
一
上
に
收
め
ら
れ
る
「
琅
邪
覺
和
尚
示
衆
」（
七

d

）、「
楊
岐
和
尚
示
衆
」（
十
二

c
）、「
晦
堂

和
尚
示
衆
」（
十
三

a
）、「
琅
邪
覺
和
尚
云
」（
十
四

a
）
も
こ
の
話
則
を
取
り
あ
げ
た
も
の
。

（

）『
禪
門
諸
祖
師
偈
頌
』
上
之
下
・
卷
末
附
載
（
續
藏
二
編
二
一
套
五
册
四
七
一

d
）。

18
（

）『
語
錄
』
十
五
（
八
七
五

c
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
〇

c
）
の
「
錢
計
議
請
普
説
」、『
普
説
』
三
「
孟
宗
丞
請
普
説
」（
四
五
九

c
）

19

を
參
照
。

（

）

注
（
９
）
參
照
。

20
（

）『
傳
燈
錄
』
五
・
志
道
禪
師
章
。『
語
錄
』
二
八
「
答
呂
郞
中
」（
九
三
一

b
）
に
こ
の
慧
能
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら

21
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く
『
傳
燈
錄
』
に
も
と
づ
く
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
『
傳
燈
錄
』
四
・
保
唐
寺
無
住
章
に
も
「
寂
滅
現
前
」
の
語
が
出
る
。

（

）
こ
の
引
用
文
の
う
ち
、「
二
相
」
「
禪
師
」
は
五
山
版
『
普
説
』
に
從
う
。
卍
字
藏
經
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
一
相
」
「
師
禪
」
に
誤

22

る
。

（

）『
語
錄
』
十
六
（
八
七
八

c
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
一

c
）
の
「
傅
經
幹
請
普
説
」。

23
（

）
子
璿
『
首
楞
嚴
義
疏
注
經
』
五
之
一
（
大
正
三
九
・
八
九
五

a
）、
同
六
之
一
（
九
〇
三

a
）
な
ど
を
參
照
。

24
（

）『
語
錄
』
三
〇
「
答
孫
知
縣
」（
九
四
〇

b
）。

25
（

）『
普
説
』
二
「
姜
機
宜
請
普
説
」（
四
二
〇

d
）。

26
（

）
香
嚴
の
「
悟
道
頌
」
は
『
正
法
眼
藏
』
二
上
「
香
嚴
和
尚
」（
三
六

c
）
に
「
一
擊
忘
所
知
、
更
不
假
修
持
。
動
容
揚
古
路
、
不

27

墮
悄
然
機
。
處
處
無
蹤
跡
、
聲
色
外
威
儀
。
諸
方
達
道
者
、
咸
言
上
上
機
」
と
收
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
出
典
未
詳
。
な
お
『
祖

堂
集
』
十
九
・
香
嚴
和
尚
章
、
開
元
寺
版
等
の
宋
本
『
傳
燈
錄
』
十
一
・
香
嚴
智
閑
章
な
ど
で
は
こ
の
頌
を
六
句
で
傳
え
て
い
る
。

（

）
以
上
の
「
悟
道
頌
」
に
つ
い
て
の
大
慧
の
見
解
は
、『
普
説
』
二
「
姜
機
宜
請
普
説
」（
四
一
九

d
）、『
普
説
』
三
「
劉
士
隆
再
請

28

普
説
」（
四
四
八

c
）、『
普
説
』
二
「
超
明
海
三
大
師
請
普
説
」（
四
三
三

a
）、『
語
錄
』
十
三
（
八
六
五

a
）・
『
普
説
』
五
（
四

九
〇

d
）
の
「
定
光
大
師
請
普
説
」。
こ
の
ほ
か
、『
語
錄
』
二
二
「
示
妙
心
居
士
」（
九
〇
三

b
）
な
ど
を
參
照
。

（

）
以
上
の
善
財
の
悟
入
に
つ
い
て
の
大
慧
の
見
解
は
、『
語
錄
』
十
八
（
八
八
九

b
）・
『
普
説
』
四
（
四
六
七

c
）
の
「
孫
通
判
請

29

普
説
」
、『
普
説
』
一
「
冬
至
日
立
監
寺
請
普
説
（
四
〇
二

c
）、『
普
説
』
二
「
超
明
海
三
大
師
請
普
説
」（
四
三
三

a
）。
こ
の

ほ
か
、『
語
錄
』
十
三
（
八
六
五

a
）・
『
普
説
』
五
（
四
九
〇

d
）
の
「
定
光
大
師
請
普
説
」、『
語
錄
』
二
二
「
示
妙
心
居
士
」

（
九
〇
三

b
）、『
語
錄
』
二
五
「
答
曾
侍
郞
」（
九
一
七

a
）
な
ど
を
參
照
。



- 107 -

（

）『
語
錄
』
十
七
（
八
八
二

c
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

a
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
、『
普
説
』
二
「
姜
機
宜
請
普
説
」（
四

30

二
〇

d
）、『
普
説
』
三
「
程
總
幹
請
普
説
」（
四
六
二

c
）。

（

）
こ
の
話
則
は
、
『
宗
門
統
要
集
』
の
ほ
か
、『
傳
燈
錄
』
二
三
（
部
分
）・
『
禪
林
僧
寶
傳
』
八
の
洞
山
守
初
章
、『
無
著
校
寫
・
古

31

尊
宿
語
要
』
四
・
洞
山
初
章
、『
雲
門
廣
錄
』
下
な
ど
に
收
め
ら
れ
る
。

（

）
た
と
え
ば
『
佛
果
擊
節
錄
』
下
・
第
三
十
八
則
洞
山
三
頓
（
續
藏
二
編
二
二
套
三
册
二
三
九

a
）
な
ど
を
參
照
。

32
（

）
雲
門
文
偃
の
こ
の
言
葉
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、『
正
法
眼
藏
』
一
上
「
琅
邪
和
尚
」（
二

b
）、『
普
説
』
四
「
行
者
祖
慶
請
普
説
」

33

（
四
七
五

a
）
な
ど
を
參
照
の
こ
と
。

（

）
洞
山
守
初
の
悟
入
に
つ
い
て
の
大
慧
の
見
解
は
、
注
（

）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」、「
姜
機
宜
請
普
説
」、「
程
總
幹
請
普
説
」

34

30

の
ほ
か
、『
普
説
』
二
「
蘇
宜
人
請
普
説
」（
四
二
三

c
）
な
ど
を
參
照
。

（

）「
寂
滅
現
前
」
を
卍
字
藏
經
本
で
は
「
寂
然
現
前
」
に
誤
る
。
五
山
版
に
從
う
。

35
（

）
こ
の
箇
所
の
「
向
十
字
街
頭
」
を
、
注
（

）
に
取
り
あ
げ
た
資
料
で
は
い
ず
れ
も
「
向
無
人
煙
處
」
と
し
て
い
る
。
「
向
十
字

36

31

街
頭
」
に
作
る
の
は
、
元
版
『
傳
燈
錄
』（
大
正
藏
の
底
本
）
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
程
總
幹
請
普
説
」
や
「
姜
機
宜
請

普
説
」
、「
蘇
宜
人
請
普
説
」
で
は
「
向
十
字
街
頭
」
と
し
て
い
る
が
、
後
に
な
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
洞
山
の

こ
の
答
え
を
「
寂
滅
現
前
」
と
み
な
す
大
慧
の
見
解
か
ら
し
て
も
「
向
無
人
煙
處
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

）
以
上
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
語
錄
』
十
七
（
八
八
二

c
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

a
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」、『
普
説
』
二
「
姜

37

機
宜
請
普
説
」（
四
二
一

a
）。
な
お
、
圜
悟
も
ま
た
『
碧
巖
錄
』
第
十
二
則
・
頌
評
唱
で
、
こ
の
洞
山
の
大
悟
を
「
他
當
時
悟
處
、

直
下
穎
脱
。
豈
同
小
見
」
と
高
く
評
價
す
る
の
を
參
照
。
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（

）
水
潦
は
水
老
と
も
記
す
。
こ
の
話
則
は
『
傳
燈
錄
』
八
・
水
老
和
尚
章
、『
廣
燈
錄
』
八
・
馬
祖
章
、『
宗
門
統
要
集
』
三
・
水
潦

38

和
尚
章
な
ど
に
出
る
。
大
慧
は
、『
語
錄
』
十
七
（
八
八
二

b
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
四

d
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
の
ほ

か
、『
語
錄
』
二
五
「
答
李
參
政
」（
九
二
〇

a
）
で
も
取
り
あ
げ
る
。
ま
た
『
正
法
眼
藏
』
三
上
（
六
四

d
）
に
も
收
め
て
い

る
。

（

）
こ
の
話
則
は
『
祖
堂
集
』
一
〇
・
鼓
山
和
尚
章
、『
傳
燈
錄
』
十
八
・
『
宗
門
統
要
集
』
九
の
鼓
山
神
晏
章
、『
雪
峰
語
錄
』
下
な

39

ど
に
出
る
。
大
慧
は
、『
語
錄
』
十
七
（
八
八
三

a
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

b
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
の
ほ
か
、『
語

錄
』
二
五
「
答
李
參
政
」（
九
二
〇

a
）、
『
普
説
』
四
「
正
禪
人
請
普
説
」（
四
七
八

d
）
で
も
取
り
あ
げ
る
。
ま
た
『
正
法
眼

藏
』
一
上
（
十
二

c
）
に
も
收
め
て
い
る
。

（

）
こ
の
話
則
は
『
傳
燈
錄
』
十
二
・
『
廣
燈
錄
』
十
三
・
『
宗
門
統
要
集
』
六
の
灌
谿
志
閑
章
な
ど
に
出
る
。
大
慧
は
、
『
語
錄
』
十

40

七
（
八
八
三

a
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
五

b
）
の
「
禮
侍
者
斷
七
請
普
説
」
の
ほ
か
、『
語
錄
』
二
五
「
答
曾
侍
郞
（
第
二
書
）」

（
九
一
七

c
）、『
普
説
』
四
「
正
禪
人
請
普
説
」（
四
七
八

d
）
で
も
取
り
あ
げ
る
。
ま
た
『
正
法
眼
藏
』
一
上
（
六

d
）
に
も

收
め
て
い
る
。

（

）『
傳
燈
錄
』
五
・
南
嶽
懷
讓
章
、
『
宗
門
統
要
集
』
三
・
馬
祖
章
、『
馬
祖
語
錄
』
な
ど
を
參
照
。
大
慧
は
、
馬
祖
の
こ
の
上
堂
の

41

語
を
、『
普
説
』
二
「
姜
機
宜
請
普
説
」（
四
二
〇

d
）
な
ど
で
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
『
正
法
眼
藏
』
三
上
（
六
五

d
）
に

も
收
め
て
い
る
。

（

）『
語
錄
』
十
四
（
八
七
一

a
）・
『
普
説
』
五
（
四
九
六

b
）
の
「
秦
國
太
夫
人
請
普
説
」。

42
（

）『
雲
門
廣
錄
』
中
（
大
正
四
七
・
五
五
五

a
）
な
ど
を
參
照
。
こ
の
雲
門
の
語
を
、
大
慧
は
『
普
説
』
三
「
程
總
幹
請
普
説
」（
四

43
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六
二

c
）
の
ほ
か
、
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
唐
末
の
雲
門
當
時
に
「
東
海
鯉
魚
飛
上
天
」
と
い
う
謠
言
が
あ
り
、

東
海
鯉
魚
は
南
唐
の
烈
祖
李
昪
を
指
し
て
い
た
。『
五
代
詩
話
』
一
な
ど
を
參
照
。

雲
門
の
こ
の
語
は
あ
る
い
は
そ
の
謠
言
を
借

用
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

（

）
大
慧
は
こ
の
雲
門
の
扇
子
の
語
を
、『
維
摩
經
』
觀
衆
生
品
の
「
從
無
住
本
、
立
一
切
法
」、
ま
た
『
莊
子
』
則
陽
篇
の
「
非
言
非

44

默
、
議
其
有
極
」
と
同
義
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
『
大
慧
禪
師
禪
宗
雜
毒
海
』
上
「
師
因
擧
肇
法
師
云
」
、
『
語
錄
』

十
七
（
八
八
五

b
）・
『
普
説
』
五
（
五
〇
七

b
）
の
「
錢
計
議
請
普
説
」
參
照
。


