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平
成
三
十
年
十
月

一
七
三

一
、
は
じ
め
に

仏
教
に
お
い
て
聞
思
修
と
は
通
常
︑
聞
慧
︑
思
慧
︑
修
慧
の
三
慧
と

し
て
︑
仏
教
の
修
行
実
践
を
示
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
仏
教
の
教
え
を
聞
く
智
慧
（
聞
慧
）︑
そ
れ
を
思
惟
反
芻
し
て
生

ず
る
智
慧
（
思
慧
）︑
最
後
に
実
践
し
て
体
得
す
る
智
慧
（
修
慧
）
の

三
つ
を
総
合
し
て
三
慧
と
す
る
︒
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』
で
は
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

　
　

 　
︻
三
慧
︼
さ
ん
え　

智
慧
を
修
行
の
順
序
に
よ
っ
て
︑（
1
）
経

典
の
教
え
を
聞
い
て
生
ず
る
聞
慧
︑（
2
）
理
を
思
惟
し
て
生
ず

る
思
慧
︑（
3
）
禅
定
を
修
し
て
生
ず
る
修
慧
︑
の
三
つ
に
分
け

た
も
の
︒︿『
倶
舎
論
』
二
二
巻
一
一
ウ
﹀︿『
成
実
論
』
二
〇
巻
）
1
（

﹀

一
方
︑『
楞
厳
経
』
巻
六
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
所
謂
「
観
音
耳
根
円

通
章
」
で
は
︑
通
常
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
解
釈
の
余
地
を
持

つ
「
聞
思
修
」
の
語
が
記
載
さ
れ
る
︒
当
該
部
分
は
︑「
従
聞
思
修
入

三
摩
地
」
と
記
さ
れ
る
が
︑
本
論
で
検
討
す
る
よ
う
に
︑
前
後
の
文
脈

か
ら
見
れ
ば
︑
そ
れ
は
一
種
の
観
法
の
方
法
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑『
楞
厳
経
』
の
宋
代
以
降
の
多
く
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
︑

「
聞
思
修
」
中
の
「
聞
」
の
対
象
は
仏
の
教
説
で
は
な
く
︑
声
塵
と
し

て
解
釈
さ
れ
︑「
聞
思
修
」
自
体
は
三
昧
に
入
り
円
通
を
得
る
た
め
の

方
法
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
従
前
の
研
究
で
は
『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
の

特
殊
な
意
味
に
対
し
て
︑
特
段
の
注
意
は
払
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒『
楞
厳
経
』
の
「
観
音
耳
根
円
通
章
」
に
つ
い
て
の
日

本
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
︑
崔
昌
植
「『
楞
厳
経
』
の
観
音
耳
根
円

通
に
つ
い
て
）
2
（

」
や
教
学
研
究
委
員
会
編
「『
楞
厳
経
』
巻
六　

訳
注）

3
（

」

が
あ
る
が
︑
双
方
と
も
に
︑「
聞
思
修
」
の
意
味
に
特
段
︑
注
意
を

払
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
ま
た
︑『
新
版
禅
学
大
辞
典
』
に
お
い

て
は
「
聞
思
修
」
を
立
項
す
る
に
次
の
よ
う
な
解
説
を
施
す
︒

　
　

 　

も
ん
し
し
ゅ　

聞
思
修　

聞
慧
・
思
慧
・
修
慧
の
三
慧
︒
仏
法

修
行
の
次
第
を
述
べ
た
も
の
︒
聞
慧
は
他
よ
り
教
法
を
聞
い
て
得

『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て

　
　 

宋
代
か
ら
明
末
の
注
釈
書
の
解
釈
を
中
心
と
し
て 

　
　

大
　
　
澤
　
　
邦
　
　
由



『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
七
四

た
智
慧
︒
思
慧
は
他
よ
り
教
法
を
聞
い
て
得
た
智
慧
︒
修
慧
は
実

地
に
修
行
し
て
会
得
し
た
智
慧
︒「
聞
思
修
入
三
摩
地
︑
五
五
円

通
一
念
観
」︹
大
智
偈
頌）

4
（

︺

こ
の
「
聞
思
修
」
の
解
釈
は
︑
一
般
的
な
解
釈
と
同
様
で
あ
る
が
︑

こ
こ
に
は
『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
特
殊
な
意
味
を
追
記
す
べ
き
で
あ

る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
例
と
し
て
引
く
『
大
智
偈
頌
』
は
明
ら
か
に
『
楞

厳
経
』
の
「
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
り
︑「
五

五
」
と
は
「
二
十
五
」
の
言
い
換
え
︑
つ
ま
り
︑
二
十
五
円
通
を
示
す

も
の
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
の
解
釈
も
『
楞
厳
経
』
の
文
脈
と
思
想
を

踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑『
楞
厳
経
』
に
お
け

る
「
聞
思
修
」
の
特
殊
な
解
釈
は
宋
代
以
降
の
禅
宗
の
思
想
の
展
開
に

関
係
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒

『
楞
厳
経
』
は
様
々
に
異
な
る
内
容
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
︑
観
音

耳
根
円
通
は
『
楞
厳
経
』
の
説
く
唯
一
の
修
行
実
践
論
と
は
言
え
な
い

の
で
あ
る
が
︑
本
経
の
文
脈
か
ら
述
べ
れ
ば
涅
槃
に
至
る
た
め
の
修
行

実
践
論
と
し
て
重
要
な
個
所
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
そ
し

て
そ
の
実
践
論
を
表
す
の
が
「
聞
思
修
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
︒

『
楞
厳
経
』
は
宋
代
以
降
の
禅
宗
を
中
心
と
し
て
社
会
的
に
も
非
常

に
流
行
し
た
が
︑
特
に
観
音
耳
根
円
通
︑
及
び
︑
そ
の
中
に
見
ら
れ
る

「
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
の
文
に
関
し
て
は
実
践
論
と
し
て
注
目
を
集

め
た
箇
所
で
あ
り
︑
多
く
の
僧
俗
に
引
用
さ
れ
た
︒
そ
の
一
例
と
し
て

は
『
新
版
禅
学
大
辞
典
』
の
引
く
『
大
智
偈
頌
』
が
あ
る
が
︑
他
に
も

例
え
ば
︑
北
宋
の
蘇
轍
（
一
〇
三
九
︲
一
一
一
二
）
は
観
音
耳
根
円
通

に
お
い
て
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
）
5
（

︒

本
論
で
は
︑『
楞
厳
経
』
の
実
践
思
想
で
あ
る
「
観
音
耳
根
円
通
章
」

や
︑
そ
の
中
の
一
文
で
あ
る
「
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
に
つ
い
て
︑
ま

ず
本
経
の
前
後
文
︑
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
と
し
て
本
経
全
体
に
お
け
る

位
置
づ
け
の
検
討
を
行
い
︑
そ
の
後
に
︑「
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
が

含
ま
れ
る
一
段
落
に
つ
い
て
︑
そ
の
経
文
を
本
経
自
体
に
よ
り
検
討
す

る
︒
そ
の
後
に
︑『
楞
厳
経
』
の
「
聞
思
修
」
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
宋
代
か
ら
明
末
清
初
に
成
立
し
た

『
楞
厳
経
』
注
釈
書
に
お
け
る
該
当
部
分
へ
の
注
釈
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
︒
こ
れ
に
よ
り
︑『
楞
厳
経
』
の
「
聞
思
修
」
の
語
の
特
殊
性
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
宋
代
か
ら
明
末
に
お
け
る
『
楞
厳
経
』
受

容
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

二
、『
楞
厳
経
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
た
「
聞
思
修
」
の
意
味

本
節
に
お
い
て
は
「
聞
思
修
」
が
『
楞
厳
経
』
の
ど
の
よ
う
な
文
脈

で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
︒

ま
ず
︑
巻
六
の
「
聞
思
修
」
を
含
む
文
章
が
『
楞
厳
経
』
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
構
造
の
も
と
に
出
る
語
で
あ
る
か
を
確
認
し
た
い
︒『
楞

厳
経
』
は
一
〇
巻
と
い
う
比
較
的
長
部
の
経
典
で
あ
り
︑
豊
富
な
内
容

を
有
す
る
︒
本
経
に
お
い
て
「
聞
思
修
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
の



『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
七
五

は
巻
五
か
ら
巻
六
に
か
け
て
展
開
さ
れ
る
「
二
十
五
聖
円
通
」
中
の

「
観
音
耳
根
円
通
章
」（
巻
六
）
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
︒

長
水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
は
科
判
に
つ
い
て
︑
序
分
と
流
通

分
を
除
く
と
︑『
楞
厳
経
』
を
大
き
く
七
の
部
分
に
分
け
る
︒
七
と
は

そ
れ
ぞ
れ
︑「
如
来
蔵
心
を
顕
か
に
す
（
顕
如
来
蔵
心
）」︑「
修
行
方
便

を
明
か
に
す
（
明
修
行
方
便
）」「
魔
業
を
離
る
る
行
を
辨
ず
（
辨
離
魔

業
行
）」「
地
位
階
差
を
示
す
（
示
地
位
階
差
）」「
聖
教
の
名
の
殊
な
る

を
出
づ
（
出
聖
教
名
殊
）」「
趣
生
の
因
果
を
辨
ず
（
辨
趣
生
因
果
）」

「
禅
那
現
境
を
陳
ぶ
（
陳
禅
那
現
境
）」
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
二
十
五

の
菩
薩
ら
羅
漢
が
そ
れ
ぞ
れ
の
円
通
に
至
る
過
程
を
述
べ
る
通
称
「
二

十
五
聖
円
通
」
と
呼
ば
れ
る
箇
所
は
第
二
の
「
修
行
の
方
便
を
明
か
に

す
（
明
修
行
方
便
）」
に
出
る
）
6
（

︒

す
な
わ
ち
︑「
二
十
五
聖
円
通
章
」
は
『
楞
厳
経
』
に
お
い
て
修
行

の
実
践
的
方
法
論
を
解
き
明
か
す
一
節
で
あ
る
と
言
え
る
︒

次
に
︑「
二
十
五
聖
円
通
章
」
及
び
「
観
音
耳
根
円
通
」
の
前
後
の

文
脈
を
確
認
し
た
い
︒

所
謂
「
二
十
五
聖
円
通
章
」
は
世
尊
か
ら
の
次
の
よ
う
な
問
い
か
け

か
ら
始
ま
る
︒

　
　

 　

爾
の
時
︑
世
尊
︑
普
く
衆
中
の
諸
ろ
の
大
菩
薩
︑
及
び
諸
ろ
の

漏
尽
の
大
阿
羅
漢
に
告
ぐ
る
に
︑「
汝
等
菩
薩
及
び
阿
羅
漢
は
我

が
法
中
に
生
ま
れ
無
学
と
成
る
を
得
︒
吾
︑
今
︑
汝
に
問
う
︑
最

初
の
発
心
に
十
八
界
を
悟
る
に
︑
誰
か
円
通
を
為
し
何
方
よ
り
便

ち
三
摩
地
に
入
る
や
？
」

　
　

 　
（
爾
時
︑
世
尊
普
告
衆
中
諸
大
菩
薩
及
諸
漏
尽
大
阿
羅
漢
︑「
汝
等
菩

薩
及
阿
羅
漢
生
我
法
中
得
成
無
学
︒
吾
今
問
汝
︑
最
初
発
心
悟
十
八
界
︑

誰
為
円
通
従
何
方
便
入
三
摩
地
？
」）7
（

）

こ
こ
で
世
尊
は
大
菩
薩
や
大
阿
羅
漢
に
告
げ
る
︒
汝
ら
菩
薩
や
阿
羅

漢
は
仏
法
の
中
で
無
学
と
な
る
こ
と
を
得
た
が
︑
そ
こ
で
問
う
に
︑
最

初
の
発
心
と
し
て
十
八
界
を
悟
っ
た
の
は
︑
だ
れ
が
ど
こ
か
ら
三
摩
地

に
入
り
円
通
を
な
し
た
の
か
︒

こ
こ
か
ら
︑
円
通
を
な
す
た
め
に
は
十
八
界
（
六
根
︑
六
境
︑
六

識
）
の
い
ず
れ
か
を
機
縁
に
し
て
三
摩
地
に
入
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
円
通
を
な
す
と
は
︑
本
経
の
主
題
の
一
つ
︑

清
浄
な
る
根
源
で
あ
る
如
来
蔵
を
顕
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
︑
端
的
に

言
え
ば
悟
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
三
摩
地
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
サ
マ
ー
デ
ィ
（sam

ādhi

）︑
漢
訳
で
は
定
と
訳
す

も
の
で
あ
り
︑
入
三
摩
地
は
入
定
を
意
味
す
る
が
︑
十
八
界
を
機
縁
と

し
て
入
三
摩
地
を
果
た
す
こ
と
が
円
通
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
は
注
意
を
要
す
る
︒

ま
た
︑
入
三
摩
地
か
ら
円
通
を
な
す
こ
と
に
関
し
て
は
︑
こ
の
直
前

の
章
段
で
あ
る
「
六
解
一
亡
」
の
解
説
の
末
尾
に
あ
る
次
の
語
に
も
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
　

 　
「
阿
難
よ
︑
吾
︑
今
︑
汝
に
問
う
︑
此
れ
劫
波
羅
巾
の
六
結
は

現
前
す
︒
同
時
に
縈か
ら
み
を
解
く
に
︑
同
じ
く
除
く
を
得
る
や
い
な



『
楞
厳
経
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け
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「
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」
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て
（
大
澤
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一
七
六

や
︒」

　
　

 　
「
い
な
な
り
︑
世
尊
よ
︒
是
の
結
の
本
は
次
第
を
以
て
綰
生
ず
︒

今
日
当
に
須
ら
く
次
第
も
て
解
く
べ
し
︒
六
結
は
同
体
に
し
て
︑

結
ぶ
は
同
じ
か
ら
ざ
る
時
な
り
︑
則
ち
結
解
く
時
は
云
何
ん
が
同

じ
く
除
か
ん
︒」

　
　

 　

仏
言
わ
く
︑「
六
根
の
解
除
も
亦
た
復
た
是
く
の
如
し
︒
此
の

根
は
初
め
て
解
く
に
︑
先
に
人
空
を
得
︑
空
性
円
明
し
︑
法
の
解

脱
を
成
し
︑
法
を
解
脱
し
已
り
︑
俱
に
空
に
し
て
生
ぜ
ざ
れ
ば
︑

是
を
菩
薩
︑
三
摩
地
よ
り
無
生
忍
を
得
る
と
名
づ
く
︒」

　
　

 　
（「
阿
難
︑
吾
今
問
汝
︑
此
劫
波
羅
巾
六
結
現
前
︑
同
時
解
縈
︑
得
同
除

不
︒」

　
　

 　
「
不
也
︑
世
尊
︒
是
結
本
以
次
第
綰
生
︑
今
日
当
須
次
第
而
解
︒
六
結

同
体
︑
結
不
同
時
︑
則
結
解
時
云
何
同
除
︒」

　
　

 　

仏
言
︑「
六
根
解
除
亦
復
如
是
︒
此
根
初
解
︑
先
得
人
空
︑
空
性
円
明
︑

成
法
解
脱
︑
解
脱
法
已
︑
俱
空
不
生
︑
是
名
菩
薩
従
三
摩
地
得
無
生
忍
︒）8
（

」）

『
楞
厳
経
』
で
は
こ
こ
で
︑
迷
い
か
ら
解
脱
に
至
る
た
め
に
は
頓
に

で
は
な
く
︑
次
第
（
漸
）
に
至
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

煩
悩
の
譬
喩
で
あ
る
六
結
（
六
つ
の
結
び
目
）
を
解
消
す
れ
ば
解
脱
を

獲
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
れ
ら
の
結
び
目
は
一
度
に
結
ば
れ
た
も
の

で
は
な
い
た
め
︑
解
く
と
き
に
も
次
第
順
序
に
し
た
が
っ
て
解
く
必
要

が
あ
る
︒
こ
れ
は
人
の
六
根
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
︑
そ
の
方
法
と

は
六
根
を
解
く
に
は
ま
ず
人
空
を
な
し
︑
空
性
が
円
明
と
な
れ
ば
法
も

解
脱
を
し
︑
人
と
法
と
が
と
も
に
解
脱
を
す
る
︒
こ
れ
が
菩
薩
が
三
摩

地
か
ら
無
生
忍
を
得
る
こ
と
だ
と
す
る
︒

つ
ま
り
︑『
楞
厳
経
』
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
︑
円
通
︑
す
な
わ
ち
最

上
の
無
生
忍
を
得
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
方
法
で
三
摩
地
に
入
り
段
階

的
に
人
法
俱
空
を
体
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
問
題
と
な

る
の
は
︑
三
摩
地
に
入
る
方
法
で
あ
り
︑
そ
れ
を
問
う
た
の
が
前
述
の

二
十
五
聖
円
通
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
世
尊
の
問
い
で
あ
る
︒「
聞
思

修
」
の
出
る
「
観
音
耳
根
円
通
章
」
は
観
世
音
菩
薩
が
円
通
を
語
る
一

節
で
あ
る
が
︑
こ
こ
を
考
え
る
際
に
も
当
然
こ
の
事
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
︒

所
謂
「
二
十
五
聖
円
通
章
」
に
お
い
て
︑
世
尊
の
問
い
か
け
を
受
け

た
大
菩
薩
や
阿
羅
漢
ら
は
︑
自
ら
が
円
通
を
獲
た
方
法
を
そ
れ
ぞ
れ
語

る
︒
そ
れ
ら
は
す
べ
て
で
二
十
五）

9
（

よ
り
な
る
︒
二
十
五
と
は
︑『
楞
厳

経
』
の
注
釈
書
で
は
︑
十
八
界
（
六
根
︑
六
境
︑
六
識
）
に
七
大
（
地

大
︑
水
大
︑
火
大
︑
風
大
︑
空
大
︑
見
大
︑
識
大
）
を
足
し
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
る
︒
こ
の
中
で
最
後
に
掲
げ
ら
れ
る
の
が
観
世
音
菩
薩
の
語

る
円
通
︑
す
な
わ
ち
所
謂
「
観
音
耳
根
円
通
」
で
あ
る
︒
な
お
︑
二
十

五
の
大
菩
薩
等
が
入
三
摩
地
の
方
法
を
語
っ
た
後
︑
世
尊
は
文
殊
師
利

に
二
十
五
の
う
ち
で
ど
れ
が
最
も
俊
敏
で
あ
り
︑
最
も
優
れ
た
円
通
か

を
選
択
さ
せ
る
︒
そ
こ
で
選
ば
れ
た
の
も
「
観
音
耳
根
円
通
」
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑『
楞
厳
経
』
の
文
脈
に
お
い
て
︑「
観
音
耳
根
円
通
」
は

修
証
論
と
し
て
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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一
七
七

三
、
観
音
耳
根
円
通
の
検
討

観
世
音
菩
薩
が
自
ら
の
円
通
に
至
っ
た
来
歴
を
述
べ
る
観
音
耳
根
円

通
は
『
楞
厳
経
』
巻
六
の
冒
頭
か
ら
始
ま
る
︒
観
音
耳
根
円
通
の
内
容

は
『
法
華
経
』「
普
門
品
」︑
通
称
『
観
音
経
』
の
内
容
と
類
似
点
が
多

く
︑「
三
十
二
応
」
や
「
十
四
無
畏
」︑「
四
不
思
議
」
の
部
分
は
そ
れ

ぞ
れ
「
普
門
品
」
を
下
敷
き
と
し
つ
つ
撰
述
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑

「
聞
思
修
」
の
記
さ
れ
る
冒
頭
の
部
分
︑
す
な
わ
ち
︑
観
世
音
菩
薩
が

禅
定
を
深
め
︑
円
通
を
獲
得
し
た
と
い
う
記
述
に
関
し
て
は
他
経
に
は

記
さ
れ
な
い
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
部
分
が
観
音

耳
根
円
通
の
修
行
的
実
践
論
の
要
点
で
あ
る
︒

『
楞
厳
経
』
巻
六
の
該
当
箇
所
は
次
に
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
︒
な
お
︑

便
宜
の
た
め
︑
Ａ
～
Ｆ
の
各
部
分
に
段
落
分
け
を
行
っ
た
︒
こ
れ
は
長

水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
に
従
っ
た
分
段
で
あ
る
）
10
（

︒

　
（
A
）
爾
の
時
観
世
音
菩
薩
︑
即
ち
座
よ
り
起
ち
︑
仏
足
に
頂

礼
し
︑
而
し
て
仏
に
白
し
て
言
は
く
︑「
世
尊
よ
︑
憶
念
す
る
に

我
︑
昔
︑
無
数
恒
河
沙
劫
に
︑
時
に
於
い
て
仏
の
世
に
出
現
す
る

有
り
︑
観
世
音
と
名
づ
く
︒
我
彼
の
仏
に
於
い
て
菩
提
心
を
発

す
︒
彼
の
仏
︑
我
に
聞
思
修
よ
り
三
摩
地
に
入
る
こ
と
を
教
う
︒

　
（
B
）
初
め
聞
中
に
於
い
て
流
に
入
り
て）

11
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所
を
亡
じ
︑
入
る
所
︑

既
に
寂
し
︑
動
静
の
二
相
は
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
︑
是
の
如
く
漸

く
増
し
︑
聞
と
所
聞
と
は
尽
く
︒

　
（
C
）
聞
を
尽
く
し
て
住と
ど
まら
ず
︑
覚
と
所
覚
と
は
空
と
な
り
︑

　
（
D
）
覚
空
は
極
め
て
円
と
な
り
︑
空
と
所
空
と
は
滅
す
︒

　
（
E
）
生
滅
も
既
に
滅
す
れ
ば
︑
寂
滅
現
前
す
︒

　
（
F
）
忽
然
と
し
て
世
と
出
世
の
間
を
超
越
し
︑
十
方
円
明
に

し
て
二
の
殊
勝
を
獲
る
︒
一
は
上
に
十
方
諸
仏
の
本
妙
覚
心
に
合

し
︑
仏
如
来
と
同
一
の
慈
力
な
り
︒
二
は
下
に
十
方
一
切
の
六
道

衆
生
と
合
し
︑
諸
衆
生
と
同
一
の
悲
仰
な
り
︒」

　
（（
A
）
爾
時
観
世
音
菩
薩
即
従
座
起
︑
頂
礼
仏
足
︑
而
白
仏
言
︑「
世

尊
︑
憶
念
我
昔
無
数
恒
河
沙
劫
︑
於
時
有
仏
出
現
於
世
︑
名
観
世
音
︒
我

於
彼
仏
発
菩
提
心
︒
彼
仏
教
我
従
聞
思
修
入
三
摩
地
︒

　
（
B
）
初
於
聞
中
入
流
亡
所
︑
所
入
既
寂
︑
動
静
二
相
了
然
不
生
︑
如

是
漸
増
︑
聞
所
聞
尽
︒

　
（
C
）
尽
聞
不
住
︑
覚
所
覚
空
︒

　
（
D
）
空
覚
極
円
︑
空
所
空
滅
︒

　
（
E
）
生
滅
既
滅
︑
寂
滅
現
前
︒

　
（
F
）
忽
然
超
越
世
出
世
間
︑
十
方
円
明
獲
二
殊
勝
︒
一
者
上
合
十
方

諸
仏
本
妙
覚
心
︑
与
仏
如
来
同
一
慈
力
︒
二
者
下
合
十
方
一
切
六
道
衆

生
︑
与
諸
衆
生
同
一
悲
仰
︒））12
（

ま
ず
︑『
楞
厳
経
』
の
内
容
を
あ
え
て
諸
注
釈
書
の
解
釈
を
踏
ま
え

ず
に
確
認
し
て
み
た
い
︒
諸
注
釈
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
諸
注
釈
者
の
立
場

や
背
景
を
含
む
見
解
が
入
り
込
ん
で
お
り
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
『
楞
厳
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経
』
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
か

ら
で
あ
る
︒
諸
注
釈
書
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
に
取
り
上
げ

る
︒（

A
）
で
は
︑
観
世
音
菩
薩
は
︑
座
よ
り
立
ち
︑
仏
の
質
問
に
答
え

て
自
ら
の
円
通
獲
得
の
方
法
を
述
懐
す
る
︒
無
数
の
恒
河
沙
の
劫
と
い

う
よ
う
な
大
昔
︑
観
世
音
と
い
う
名
の
仏
の
も
と
で
菩
提
心
を
発
し

た
︒
か
の
仏
は
観
世
音
菩
薩
に
聞
思
修
か
ら
三
摩
地
に
入
る
こ
と
を
教

え
た
︒

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
二
点
で
あ
る
︒
一
つ
に
︑
観
世
音
と
い

う
仏
よ
り
聞
思
修
よ
り
三
摩
地
に
入
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
こ
と
︑
二
つ

に
︑
聞
思
修
と
は
入
三
摩
地
の
方
法
だ
と
い
う
点
で
あ
る
︒

一
点
目
に
つ
い
て
︑
仏
教
に
お
い
て
通
常
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
「
聞

思
修
」
の
内
容
で
こ
の
文
章
を
理
解
す
る
の
は
可
能
で
は
あ
る
が
︑
そ

れ
は
自
然
な
解
釈
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
通
常
の
「
聞
思
修
」
と
は
仏

の
教
説
を
聞
き
（
聞
慧
）︑
そ
れ
を
思
考
し
（
思
慧
）︑
実
行
に
移
す

（
修
慧
）
こ
と
を
指
し
︑
仏
が
関
わ
り
う
る
の
は
「
聞
」
の
み
で
あ

り
︑
思
と
修
に
関
し
て
は
修
行
者
自
身
の
実
践
に
含
ま
れ
る
が
︑
こ
こ

で
は
仏
が
思
修
ま
で
を
も
教
え
た
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
も

し
︑
こ
の
文
に
お
い
て
「
聞
思
修
」
を
一
般
的
な
解
釈
で
取
る
な
ら

ば
︑「
聞
思
修
」
と
い
う
方
法
論
を
教
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
二
点
目
と
の
関
連
か
ら
述
べ
て
も
︑
強
引
な
解

釈
で
あ
る
︒

二
点
目
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
説
か
れ
る
「
聞
思
修
」
と
は
入
三
摩
地

の
方
法
で
あ
る
︒
前
節
に
お
い
て
入
三
摩
地
に
よ
っ
て
円
通
を
得
る
と

の
前
提
を
見
た
が
︑
十
八
界
の
う
ち
い
ず
れ
の
方
法
で
三
摩
地
に
入
る

や
と
の
二
十
五
聖
円
通
章
の
冒
頭
の
世
尊
の
問
い
か
け
の
答
え
と
し

て
︑
観
世
音
菩
薩
が
語
っ
た
の
が
「
聞
思
修
」
で
あ
っ
た
と
読
む
こ
と

が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
文
脈
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
れ
に
続
く
（
B
）
か
ら

（
E
）
の
内
容
が
「
聞
思
修
」
の
実
際
の
内
容
で
あ
っ
て
︑
観
世
音
菩

薩
が
仏
か
ら
教
わ
り
︑
実
際
に
「
聞
思
修
」
を
行
い
三
摩
地
に
入
り
円

通
を
得
た
過
程
を
示
し
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
な
解
釈
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
︑『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
が
︑

通
常
︑
仏
教
で
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
意
味
と
は
異
な
る
独
自
の
意
味
を

有
す
る
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
な
解
釈
と
言
え
よ
う
︒

（
B
）
か
ら
（
E
）
で
は
聞
か
ら
三
摩
地
に
入
り
解
脱
を
得
る
と
い

う
段
階
的
な
過
程
を
描
い
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
段
階
的
に
︑
そ
し
て

具
体
的
に
説
明
す
る
の
は
︑
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
世
尊
の
設
問
の
前

段
の
所
説
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒

ま
ず
︑（
B
）
で
は
聞
を
方
法
と
し
て
禅
定
に
入
り
︑
動
静
の
二
相

が
生
ぜ
ず
︑
聞
と
所
聞
︑
す
な
わ
ち
︑
聞
根
（
あ
る
い
は
聞
識
）
と
そ

の
対
象
で
あ
る
声
（
音
）
が
そ
れ
ぞ
れ
消
滅
す
る
︒

（
C
）
で
は
︑
禅
定
が
深
ま
り
︑「
覚
」
つ
ま
り
︑
認
知
と
そ
の
対
象

が
空
と
な
る
︒

（
D
）
で
は
︑
さ
ら
に
禅
定
が
深
ま
り
︑
空
と
空
す
る
対
象
と
が
滅



『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
七
九

す
る
︒

（
E
）
で
は
︑
生
滅
も
ま
た
滅
し
︑
寂
滅
が
現
前
す
る
︒

（
F
）
で
は
︑
三
摩
地
に
入
っ
た
結
果
︑
世
間
出
世
間
を
超
越
し
︑

上
に
は
如
来
と
同
様
の
慈
力
を
︑
下
に
は
六
道
衆
生
と
同
様
の
悲
仰
を

獲
得
し
た
と
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑（
B
）
～
（
F
）
で
は
聞
根
か
ら
禅
定
に
入
り
︑
漸
進

的
に
そ
れ
を
深
め
︑
最
後
に
涅
槃
を
獲
得
す
る
さ
ま
を
描
く
︒
こ
れ
は

『
楞
厳
経
』
の
文
脈
か
ら
述
べ
れ
ば
︑
二
十
五
聖
円
通
章
に
入
る
直
前

の
一
文
︑
す
な
わ
ち
︑
前
節
に
見
た
「
此
根
初
解
先
得
人
空
︑
空
性
円

明
成
法
解
脱
︑
解
脱
法
已
俱
空
不
生
︑
是
名
菩
薩
従
三
摩
地
得
無
生

忍
）
13
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」
と
説
く
と
こ
ろ
に
対
応
す
る
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

『
楞
厳
経
』
は
こ
の
経
文
の
後
に
︑「
三
十
二
応
」
や
「
十
四
無
畏
」︑

「
四
不
思
議
」
の
各
節
に
続
く
︒
こ
れ
ら
は
「
普
門
品
」
の
内
容
を
基

礎
と
し
て
そ
れ
を
改
変
し
︑
先
述
の
内
容
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る

が
︑
本
論
で
は
こ
の
部
分
は
省
略
す
る
︒

四
、
宋
代
の
諸
注
釈
書
の
見
解

『
楞
厳
経
』
に
は
︑
唐
代
以
来
︑
特
に
宋
代
や
明
末
清
初
の
頃
に
多

く
の
注
釈
書
が
編
ま
れ
た
︒
現
存
す
る
注
釈
書
は
宋
代
以
降
の
も
の
で

あ
り
︑
そ
れ
は
華
厳
系
・
天
台
系
・
禅
系
に
大
別
さ
れ
る
︒
本
節
で
は

ま
ず
︑
北
宋
の
注
釈
者
で
あ
る
長
水
子
璿
（
華
厳
系
︑
九
六
五
︲
一
〇

三
八
）︑
孤
山
智
円
（
天
台
系
︑
九
七
六
︲
一
〇
二
二
）︑
呉
興
仁
岳

（
天
台
系
︑
九
九
二
︲
一
〇
六
四
）︑
温
陵
戒
環
（
禅
系
︑
？
︲
一
一
二

八
或
い
は
一
一
二
九
）
の
解
釈
を
中
心
に
解
釈
の
内
容
に
つ
い
て
整
理

し
て
み
た
い
︒
こ
れ
ら
の
注
釈
書
は
広
範
に
流
通
し
た
天
如
惟
則
『
楞

厳
経
会
解
』
に
多
く
引
用
さ
れ
︑
そ
れ
ら
は
後
世
に
比
較
的
大
き
な
影

響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

『
楞
厳
経
』
巻
六
の
「
彼
仏
教
我
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
の
︑
特
に

「
聞
思
修
」
に
対
す
る
宋
代
か
ら
明
末
清
初
の
こ
ろ
の
解
釈
と
し
て

は
︑
名
前
の
上
で
は
聞
思
修
の
三
慧
や
「
聞
思
修
慧
」
と
解
釈
し
︑
慧

を
用
い
て
︑
一
般
的
な
聞
思
修
の
三
慧
に
な
ぞ
ら
え
て
解
釈
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
諸
注
釈
書
に
お
お
よ
そ
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か

し
︑「
聞
思
修
」
の
含
意
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
大
別
し
て
二
種
類
の

解
釈
に
分
か
れ
る
︒
そ
の
解
釈
の
大
き
く
異
な
る
の
は
「
聞
思
修
」
の

特
に
聞
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
︒
一
に
は
聞
を
仏
の
言
説
教
化
と
解

釈
し
︑
二
に
は
聞
を
聞
塵
と
解
釈
す
る
︒
前
者
は
聞
思
修
を
仏
教
の
伝

統
に
則
っ
て
解
釈
を
行
う
も
の
で
あ
り
︑
後
者
は
そ
れ
を
『
楞
厳
経
』

に
独
自
の
も
の
と
見
る
解
釈
で
あ
る
︒

長
水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
六
で
は
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
︒

　

聞
思
修
慧
は
諸
行
の
通
途
な
り
︒
一
仏
と
し
て
音
声
を
以
て
群

品
を
化
せ
ざ
る
有
る
無
く
︑
一
機
と
し
て
耳
根
よ
り
教
を
聞
き
解

悟
す
る
に
あ
ら
ざ
る
有
る
無
し
︒
是
れ
に
由
り
彼
の
仏
︑
此
れ
よ



『
楞
厳
経
』
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け
る
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聞
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修
」
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い
て
（
大
澤
）

一
八
〇

り
入
る
こ
と
を
教
う
︒

　
（
聞
思
修
慧
諸
行
通
途
︒
無
有
一
仏
不
以
音
声
而
化
群
品
︑
無
有
一
機

不
従
耳
根
聞
教
解
悟
︒
由
是
彼
仏
教
従
此
入
︒））14
（

長
水
子
璿
は
原
文
「
聞
思
修
」
を
「
聞
思
修
慧
」
と
記
す
︒
こ
れ
は

「
慧
」
の
強
調
で
あ
る
と
と
も
に
︑『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
と
仏
教
一
般

に
共
通
す
る
三
慧
と
の
同
一
性
を
強
調
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
︒

そ
の
上
で
︑
長
水
子
璿
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
︒
聞
思
修
慧

は
あ
ら
ゆ
る
修
行
に
共
通
す
る
道
で
あ
り
︑
す
べ
て
の
仏
は
声
で
衆
生

を
教
化
し
︑
す
べ
て
の
機
縁
は
耳
根
か
ら
教
え
を
聞
き
理
解
し
て
悟
る

（「
聞
教
解
悟
」）
も
の
で
あ
る
の
で
︑
か
の
仏
は
こ
こ
か
ら
三
摩
地
に

入
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
聞
思
修
を
聞
思
修
慧
︑
つ
ま
り
三
慧
と
す
る
理
解
は

『
成
実
論
』
な
ど
仏
教
の
伝
統
的
な
解
釈
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
聞
と
思
の
対
象
を
教
化
の
説
法
と
解
し
︑
そ
れ
を
「
聞
教
解

悟
」
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
︒
こ
れ
は
︑『
楞
厳
経
』
は
も
と
よ
り
︑

他
の
経
典
を
含
め
た
諸
仏
典
へ
の
参
究
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
り
︑
論

理
的
思
考
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒

長
水
子
璿
は
聞
思
修
を
三
慧
と
し
て
伝
統
的
解
釈
に
引
き
寄
せ
て
解

釈
す
る
一
方
で
︑
聞
慧
︑
思
慧
︑
修
慧
を
第
二
節
に
見
た
（
B
）
以
下

の
諸
段
階
︑
す
な
わ
ち
︑
聞
根
よ
り
三
摩
地
に
入
り
円
通
に
至
る
過
程

に
配
当
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
︒（
B
）
は
聞
慧
に
相
当
し
︑

（
B
）
末
尾
の
「
聞
所
聞
尽
」
に
お
い
て
聞
慧
が
消
え
去
る
︒（
C
）
は

思
慧
に
相
当
し
︑
思
慧
は
覚
慧
と
も
言
っ
て
第
六
識
に
属
し
︑（
C
）

末
尾
の
「
覚
所
覚
空
」
に
お
い
て
思
慧
が
消
え
去
る
︒（
D
）
が
修
慧

に
相
当
し
︑（
D
）
末
尾
の
「
空
所
空
滅
」
に
お
い
て
修
慧
が
消
え
去

る
︒
こ
れ
ら
聞
思
修
の
三
慧
が
起
こ
り
空
と
な
る
三
段
階
を
長
水
子
璿

は
「
三
慧
三
空
」
と
称
す
る
︒（
E
）
の
「
生
滅
既
滅
」
は
三
慧
三
空

が
尽
き
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
︑（
E
）
末
尾
の
「
寂
滅
現
前
」
に

お
い
て
無
生
忍
を
得
る
）
15
（

︒

呉
興
仁
岳
『
楞
厳
経
薫
聞
記
』
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
に
聞
思
修
の

三
慧
を
三
摩
地
に
入
る
諸
段
階
に
配
当
す
る
解
釈
は
唐
代
の
資
中
弘
沇

の
疏
（
散
逸
）
に
初
出
す
る
も
の
だ
と
す
る
）
16
（

︒
ま
た
︑
孤
山
智
円
も
こ

の
文
を
聞
思
修
の
三
慧
に
配
当
し
て
解
釈
を
行
う
が
︑
そ
れ
は
長
水
子

璿
の
も
の
と
は
異
な
る）

17
（

︒
呉
興
仁
岳
は
こ
れ
に
つ
い
て
︑
聞
思
修
に

よ
っ
て
こ
れ
ら
の
文
に
配
当
す
る
解
釈
に
は
言
及
す
る
の
み
で
︑
こ
れ

を
「
旧
釈
」
と
称
し
て
自
ら
は
別
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る）

18
（

︒
さ
ら
に
︑

温
陵
戒
環
も
聞
思
修
の
三
慧
を
諸
段
階
に
配
す
る
解
釈
を
行
っ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
の
解
釈
の
相
異
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
ひ
と
ま
ず
置
く
︒

長
水
子
璿
が
聞
思
修
の
三
慧
を
入
三
摩
地
の
諸
段
階
に
配
す
る
解
釈

を
行
っ
た
の
は
︑
恐
ら
く
は
弘
沇
の
疏
を
引
用
し
た
︑
あ
る
い
は
そ
の

影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
彼
が
独
創
し
た
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
）
19
（

が
︑
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
三
慧
三
空
︑
す
な
わ
ち
思
慧
に
入

る
と
と
も
に
空
と
な
り
︑
消
去
す
る
べ
き
と
こ
ろ
の
聞
慧
と
︑
諸
仏
の

説
法
を
聞
い
て
理
解
す
る
と
い
う
聞
思
修
慧
と
は
果
た
し
て
同
一
の
も
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一
八
一

の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
説
法
を
聞
く
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
聞
慧
は
三
摩
地
に
入
る
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
り
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
管
見
の
限
り
で
は
︑
長
水
子
璿
は
こ
の
点
に
つ
い

て
明
確
に
し
て
い
な
い
︒

な
お
︑
長
水
子
璿
は
こ
の
後
に
続
く
「
十
四
無
畏
」
の
中
の
︑「
我

が
所
得
の
円
通
の
本
根
は
妙
な
る
耳
門
よ
り
発
し
︑
然
る
後
に
身
心
微

妙
含
容
し
法
界
に
周
遍
す
る
に
由
り
（
由
我
所
得
円
通
本
根
発
妙
耳
門
︑

然
後
身
心
微
妙
含
容
周
遍
法
界
）」
と
の
経
文
を
注
釈
す
る
文
中
に
お
い

て
も
︑
聞
思
修
は
諸
仏
の
説
法
を
聞
く
こ
と
だ
と
再
び
強
調
す
る
︒

　

観
音
の
修
す
る
所
は
三
慧
よ
り
入
る
︑
是
れ
衆
行
の
根
本
な

り
︒
仏
仏
の
演
教
は
皆
な
音
声
を
以
て
し
︑
機
機
の
領
悟
は
尽
く

聞
慧
に
由
る
︒
誰
の
人
も
出
づ
る
に
戸
を
由
ら
ず
︑
何
ぞ
斯
の
道

を
由
る
莫
か
ら
ん
や
？
況ま

し
て
能
く
声
塵
に
於
い
て
所
得
を
亡

じ
︑
根
結
を
復
し
て
真
際
に
帰
す
︒

　
（
観
音
所
修
従
三
慧
入
︑
是
衆
行
之
根
本
也
︒
仏
仏
演
教
皆
以
音
声
︑

機
機
領
悟
尽
由
聞
慧
︒
誰
人
出
不
由
戸
）
20
（

︑
何
莫
由
斯
道
也
？
況
能
於
声
塵

而
亡
所
得
︑
復
根
結
而
帰
真
際
︒））21
（

こ
こ
で
も
長
水
子
璿
は
︑
三
慧
か
ら
三
摩
地
に
入
る
こ
と
は
諸
々
の

修
行
の
根
本
で
あ
り
︑
諸
仏
の
説
法
が
音
声
で
語
ら
れ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
︑
領
悟
す
る
と
き
は
す
べ
て
聞
慧
に
よ
る
こ
と
を
強
調
し
︑
す

べ
て
の
修
行
法
が
三
慧
を
経
由
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
︒
こ
こ
で
「
声

塵
」
に
お
い
て
所
得
を
亡
じ
と
あ
る
の
に
は
︑
長
水
子
璿
に
お
け
る
聞

の
意
味
を
考
え
る
う
え
で
注
意
を
要
す
る
が
︑
た
だ
し
︑
諸
仏
の
演
教

と
声
塵
と
が
同
価
値
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
く
︑
不
明
確

で
あ
る
︒

北
宋
の
天
台
系
の
注
釈
者
で
あ
る
孤
山
智
円
も
ま
た
︑
長
水
子
璿
と

同
様
に
︑
聞
思
修
を
仏
教
の
伝
統
的
解
釈
に
よ
り
理
解
し
て
い
る
︒

　

孤
山
云
く
︑
初
の
五
句
は
聞
慧
を
明
か
し
︑
次
の
四
句
は
思
慧

を
明
か
し
︑
後
の
二
句
は
修
慧
を
明
か
す
︒
聞
慧
を
明
か
す
中
に

お
い
て
先
の
二
句
標
す
る
に
︑「
初
於
聞
中
」
は
始
め
に
言
教
を

聞
く
こ
と
を
謂
う
な
り
︒「
入
流
」
は
言
を
体
し
て
理
に
入
る
は

則
ち
是
れ
聞
性
を
反
観
す
る
を
謂
う
な
り
︒「
亡
所
」
は
名
言
に

滞
ら
ざ
る
は
即
ち
是
れ
縁
塵
を
離
る
る
を
謂
う
な
り
︒

　
（
孤
山
云
︑
初
五
句
明
聞
慧
︑
次
四
句
明
思
慧
︑
後
二
句
明
修
慧
︒
明

聞
慧
中
先
二
句
標
︑「
初
於
聞
中
」
謂
始
聞
言
教
也
︒「
入
流
」
謂
体
言
入

理
則
是
反
観
聞
性
也
︒「
亡
所
」
謂
不
滞
名
言
即
是
離
縁
塵
也
︒））22
（

上
述
の
よ
う
に
こ
こ
で
孤
山
智
円
は
聞
思
修
慧
を
後
に
続
く
文
に
配

し
て
い
る
︒
前
述
の
よ
う
に
そ
の
配
分
に
つ
い
て
は
長
水
子
璿
の
そ
れ

と
異
な
っ
て
い
る
︒

孤
山
智
円
は
聞
の
対
象
を
長
水
と
同
じ
く
言
教
︑
つ
ま
り
理
知
的
な

も
の
と
し
︑
こ
の
道
理
を
体
得
し
て
聞
性
を
観
察
す
る
こ
と
が
「
入

流
」
だ
と
し
︑
名
言
に
滞
ら
ず
塵
縁
を
離
れ
る
こ
と
を
「
亡
所
」
だ
と

す
る
︒

こ
こ
で
の
孤
山
智
円
の
解
釈
は
長
水
子
璿
の
聞
の
対
象
を
言
説
と
す
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一
八
二

る
点
で
同
様
で
あ
る
︒
し
か
も
孤
山
智
円
の
解
釈
で
は
「
初
於
聞
中
」

の
中
の
「
聞
」
の
対
象
を
言
教
と
し
︑
こ
の
意
味
を
理
解
し
て
聞
性
を

観
察
し
︑
名
言
に
滞
ら
な
い
三
摩
地
の
境
地
に
至
る
こ
と
を
説
く
点
に

お
い
て
︑
聞
慧
の
意
味
が
長
水
子
璿
の
解
釈
に
比
し
て
よ
り
鮮
明
と

な
っ
て
い
る
︒

一
方
︑
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
解
釈
を
行
う
の
が
︑
呉
興
仁
岳
や
温
陵

戒
環
で
あ
る
︒

呉
興
仁
岳
は
『
楞
厳
経
集
解
熏
聞
記
』
巻
四
の
「
彼
仏
教
我
従
聞
思

修
入
三
摩
地
」
に
対
す
る
注
釈
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　
「
教
」
は
即
ち
︑
世
音
︑
初
め
て
教
を
稟
く
る
は
即
ち
是
れ
耳

根
の
対
す
る
所
の
境
な
る
を
以
て
の
故
に
︒「
聞
」
は
即
ち
︑
耳

根
は
此
れ
能
聞
の
辺
よ
り
説
く
︒
若
し
所
聞
に
約
さ
ば
︑
通
有

り
︑
局
有
り
︒
局
に
は
彼
の
仏
の
音
教
を
取
る
︒
通
に
は
一
切
の

声
塵
の
境
を
取
る
︒

　
（「
教
」
即
世
音
以
初
稟
教
即
是
耳
根
所
対
之
境
故
︒「
聞
」
即
耳
根
者

此
従
能
聞
辺
説
︒
若
約
所
聞
︑
有
通
有
局
︒
局
取
彼
仏
音
教
︑
通
取
一
切

声
塵
之
境
︒））23
（

こ
こ
で
呉
興
仁
岳
は
「
彼
仏
教
我
」
の
「
教
」
と
い
う
字
に
つ
い
て

解
釈
す
る
と
き
︑
こ
の
部
分
の
テ
ー
マ
で
あ
る
耳
根
の
対
境
が
観
世
音

仏
の
口
に
よ
り
説
か
れ
た
教
説
で
あ
る
こ
と
を
説
く
︒
次
に
「
聞
思

修
」
の
「
聞
」
に
つ
い
て
︑
そ
の
対
象
に
つ
い
て
は
通
と
局
︑
つ
ま
り

広
義
と
狭
義
の
二
種
類
が
あ
る
と
説
き
︑
局
（
狭
義
）
に
は
観
世
音
仏

の
音
声
に
よ
る
教
説
と
い
う
意
味
が
あ
り
︑
通
（
広
義
）
に
は
あ
ら
ゆ

る
声
塵
の
境
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
呉
興
仁
岳
の
聞

思
修
へ
の
解
釈
と
し
て
は
そ
の
通
仏
教
的
な
意
味
を
狭
義
と
し
︑
そ
れ

に
言
及
は
す
る
も
の
の
︑
一
方
で
は
︑
広
義
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
声
塵
を

聞
の
対
象
で
あ
る
と
解
釈
す
る
︒
後
者
が
『
楞
厳
経
』
独
自
の
聞
思
修

論
で
あ
る
︒

呉
興
仁
岳
は
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
の
解
釈
を
同
書
に
引
用
し
て
お

り
︑
彼
ら
の
解
釈
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
彼
は
聞
の

対
象
を
広
く
は
す
べ
て
の
声
塵
と
す
る
二
者
と
は
異
な
る
新
し
い
解
釈

を
提
示
し
た
︒
こ
れ
は
筆
者
の
推
測
で
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
呉
興
仁
岳

は
長
水
子
璿
が
不
明
確
に
し
た
部
分
を
補
足
す
る
意
図
を
も
っ
て
通
と

局
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

呉
興
仁
岳
の
広
義
の
解
釈
は
温
陵
戒
環
に
至
っ
て
一
層
明
確
と
な

る
︒
温
陵
戒
環
『
楞
厳
経
要
解
』
巻
一
一
で
は
︑「
従
聞
思
修
入
三
摩

地
」
に
続
く
一
文
で
あ
る
「
初
於
聞
中
入
流
亡
所
︙
生
滅
既
滅
寂
滅
現

前
」
に
対
す
る
注
釈
文
と
し
て
次
の
よ
う
に
載
る
︒

　

三
慧
よ
り
円
通
に
入
る
を
釈
す
る
な
り
︒
達
耳
︑
之
を
聞
と
謂

い
︑
著
心
︑
之
を
思
と
謂
い
︑
治
習
︑
之
を
修
と
謂
う
︒
三
者
円

明
な
れ
ば
︑
是
れ
三
慧
と
名
づ
く
︒「
流
れ
に
入
り
て
所
を
亡
ず
」

と
は
︑
声
塵
に
隨
わ
ず
︑
頓
に
法
流
に
入
り
て
其
の
入
る
所
を
亡

ず
る
な
り
︒
音
声
の
性
は
動
静
に
由
り
顕
る
る
が
故
に
︑
入
る

所
︑
既
に
寂
な
れ
ば
︑
則
ち
動
静
は
生
じ
ず
︒
此
れ
聞
慧
な
り
︒
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一
八
三

　
（
釈
従
三
慧
入
円
通
也
︒
達
耳
之
謂
聞
︑
著
心
之
謂
思
︑
治
習
之
謂
修
︒

三
者
円
明
︑
是
名
三
慧
︒「
入
流
亡
所
」
者
︑
不
隨
声
塵
︑
頓
入
法
流
而

亡
其
所
入
也
︒
音
声
之
性
由
動
静
顕
故
︑
所
入
既
寂
︑
則
動
静
不
生
︒
此

聞
慧
也
︒））24
（

聞
思
修
を
三
慧
と
し
︑
三
慧
を
「
初
於
聞
中
」
以
下
の
部
分
に
配
し

て
解
釈
す
る
こ
と
は
長
水
子
璿
な
ど
と
同
様
で
あ
る
︒
上
述
の
よ
う
に

三
慧
そ
れ
ぞ
れ
の
経
文
へ
の
配
分
に
関
し
て
は
長
水
子
璿
な
ど
と
は
異

な
っ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
置
く
︒

重
要
な
の
は
聞
思
修
の
「
聞
」
を
「
達
耳
」︑
す
な
わ
ち
「
耳
に
達

す
る
」
と
す
る
解
釈
で
あ
る
︒
文
中
に
は
「
声
塵
」
と
の
言
葉
が
記
さ

れ
る
こ
と
か
ら
︑「
達
耳
」
と
は
耳
に
達
す
る
す
べ
て
の
「
声
塵
」
と

解
釈
で
き
る
︒
こ
れ
は
呉
興
仁
岳
が
述
べ
る
広
義
の
解
釈
と
同
様
で
あ

る
︒聞

に
対
す
る
解
釈
に
従
っ
て
︑
思
慧
も
ま
た
︑「
著
心
之
謂
思
」
で

あ
っ
て
︑
空
と
す
べ
き
対
象
で
あ
り
︑
治
習
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
べ

き
煩
悩
の
意
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
よ
う

な
解
釈
は
長
水
子
璿
の
「
三
慧
三
空
」
と
い
う
解
釈
に
よ
っ
て
現
れ
て

お
り
︑
そ
れ
を
温
陵
戒
環
が
よ
り
簡
明
に
表
現
し
た
の
み
だ
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
︒

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
温
陵
戒
環
が
聞
思
修
の
も
う
一
方
の
解
釈

を
提
示
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
彼
は
長
水
子
璿
や
呉
興
仁
岳
な
ど
彼
以

前
の
注
釈
書
を
参
照
し
︑
多
く
は
長
水
子
璿
に
依
拠
し
て
本
経
の
解
釈

を
行
っ
て
い
る
が
︑
長
水
子
璿
ら
が
説
く
と
こ
ろ
の
聞
を
仏
の
教
化
言

説
と
す
る
解
釈
を
あ
え
て
記
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
温
陵
戒
環
が
聞
の

指
す
と
こ
ろ
を
声
塵
の
み
に
限
定
し
︑
聞
と
思
と
を
煩
悩
の
意
に
限
定

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

温
陵
戒
環
の
聞
思
修
に
対
す
る
解
釈
の
方
法
は
︑
元
の
天
如
惟
則

（
一
二
八
六
︲
一
三
五
四
）『
楞
厳
経
会
解
』
に
も
継
承
さ
れ
る
︒『
楞

厳
経
会
解
』
は
︑
多
く
は
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
︑
呉
興
仁
岳
︑
温
陵

戒
環
な
ど
の
諸
注
釈
書
の
抄
録
か
ら
構
成
さ
れ
︑
時
折
︑
補
注
と
し
て

自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
中
に
は
︑
聞
思
修
の
解

釈
に
関
し
て
は
︑
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
の
説
く
諸
仏
の
教
説
と
す
る

見
解
を
引
用
せ
ず
︑
温
陵
戒
環
の
解
釈
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
る
︒

以
上
の
論
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
通
り
と
な
る
︒
宋
代
の
注
釈
書
に

お
い
て
は
︑
は
じ
め
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
に
よ
っ
て
聞
思
修
の
聞
の

対
象
に
つ
い
て
︑
仏
の
説
法
教
化
と
す
る
解
釈
が
提
示
さ
れ
た
︒
呉
興

仁
岳
に
お
い
て
は
聞
に
二
種
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
︑
狭
義
の
意
味
と

し
て
長
水
子
璿
等
の
解
釈
を
挙
げ
︑
広
義
の
意
と
し
て
一
切
の
声
塵
を

対
象
と
す
る
と
の
説
が
挙
げ
ら
れ
た
︒
温
陵
戒
環
に
至
っ
て
後
者
の
み

が
選
択
さ
れ
︑
前
者
の
意
味
は
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
流
れ
は
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
当
然
の
成
り
行
き
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
つ
に
は
︑
宋
代
以
降
の
禅
宗
の
伸
長
と
教
宗

の
停
滞
と
に
よ
っ
て
経
典
の
解
釈
を
聞
い
て
思
考
す
る
こ
と
よ
り
も
︑

看
話
禅
の
よ
う
な
直
下
の
悟
り
が
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
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一
八
四

り
︑
二
つ
に
は
︑『
楞
厳
経
』
自
身
の
前
後
の
文
脈
が
独
自
の
聞
思
修

を
指
向
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

五
、
明
末
の
諸
注
釈
書
の
見
解

明
代
に
は
『
楞
厳
経
』
の
注
釈
書
と
し
て
は
温
陵
戒
環
『
楞
厳
経
要

解
』
や
天
如
惟
則
『
楞
厳
経
会
解
』
が
広
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
︑
そ
の
中
で
広
ま
っ
た
の
も
︑
こ
れ
ら
の
注
釈
書
が
主
張
す
る
と
こ

ろ
の
聞
思
修
の
意
味
︑
す
な
わ
ち
そ
れ
を
声
塵
と
対
象
と
し
た
実
践
修

行
の
方
法
と
す
る
解
釈
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
明
末
の
注
釈
書
の
解
釈
に

つ
い
て
︑
交
光
真
鑑
（
生
没
年
未
詳
︑
万
暦
年
間
頃
）︑
無
尽
伝
灯

（
天
台
系
︑
一
五
五
四
︲
一
六
二
八
）
及
び
永
覚
元
賢
（
禅
・
曹
洞

宗
︑
一
五
七
八
︲
一
六
五
七
）
の
三
者
の
例
を
挙
げ
よ
う
︒

交
光
真
鑑
『
楞
厳
経
正
脈
疏
』
巻
六
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
︒　

此
の
三
慧
は
︑
惟
だ
聞
慧
の
み
常
途
と
同
じ
か
ら
ざ
る
が
故

に
︑
思
修
も
亦
た
別
た
り
︒
常
途
に
約
せ
ば
︑
聞
は
即
ち
多
聞
に

し
て
︑
経
を
聞
き
意
を
解
く
功
夫
を
謂
い
︑
其
の
体
は
即
ち
耳
識

に
て
︑
及
び
耳
家
︑
意
識
を
俱
し
発
す
る
所
の
勝
解
分
別
な
り
︒

今
︑
此
の
聞
の
字
は
︑
即
ち
耳
根
中
の
聞
性
を
指
す
︒
体
は
即
ち

無
分
別
に
し
て
如
如
の
智
理
な
る
の
み
︒（
後
略
）

　
（
此
之
三
慧
︑
惟
聞
慧
不
同
常
途
故
︑
思
修
亦
別
︒
約
常
途
︑
聞
即
多

聞
︑
謂
聞
経
解
意
功
夫
︑
其
体
即
耳
識
︑
及
耳
家
俱
意
識
所
発
勝
解
分

別
︒
今
此
聞
字
︑
即
指
耳
根
中
聞
性
︑
体
即
無
分
別
如
如
智
理
而
已
︒

（
後
略
）））25
（

こ
こ
で
交
光
真
鑑
は
︑
聞
思
修
に
つ
い
て
特
に
聞
慧
が
通
常
の
道
︑

す
な
わ
ち
通
常
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
仏
教
の
実
践
で
あ
る
聞
思
修
の

三
慧
と
は
異
な
る
と
し
︑
通
常
の
道
（
三
慧
）
と
『
楞
厳
経
』
に
お
け

る
聞
思
修
の
解
釈
の
違
い
を
分
別
と
無
分
別
と
の
二
に
当
て
は
め
て
説

明
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
基
本
的
に
は
温
陵
戒
環
の
説
を
受
け
継
ぐ
も

の
で
あ
る
が
︑『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
が
通
常
の
聞
思
修
と
は
異
な
る

こ
と
を
特
に
強
調
し
て
い
る
︒

天
台
宗
の
無
尽
伝
灯
『
楞
厳
経
円
通
疏
』
巻
六
で
は
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
︒

　
「
彼
仏
教
我
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
と
は
︑
此
れ
教
を
秉
く
る

の
始
め
の
入
道
の
法
門
を
言
う
な
り
︒
聞
思
修
の
三
慧
は
通
じ
て

入
道
の
要
門
た
り
︒
之
と
常
途
と
異
な
る
は
乃
ち
義
路
に
落
ち
ず

直
下
に
照
明
す
る
の
円
修
な
り
︒
蓋
し
「
彼
の
仏
︑
我
に
教
え

る
」
は
已
に
是
れ
聞
思
な
り
︑
故
に
今
の
三
慧
は
但
だ
修
に
就
き

辯
ず
︑
温
陵
の
謂
う
所
の
「
達
耳
之
謂
聞
︑
著
心
之
謂
思
︑
治
習

之
謂
修
︑
三
者
円
明
︑
是
名
三
慧
」︑
是
れ
な
り
︒

　
（「
彼
仏
教
我
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
者
︑
此
言
秉
教
之
始
入
道
法
門

也
︒
聞
思
修
三
慧
通
為
入
道
之
要
門
︒
之
与
常
途
異
者
乃
不
落
義
路
直
下

照
明
之
円
修
︒
蓋
「
彼
仏
教
我
」
已
是
聞
思
︑
故
今
三
慧
但
就
修
辯
︑
温
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八
五

陵
所
謂
「
達
耳
之
謂
聞
︑
著
心
之
謂
思
︑
治
習
之
謂
修
︑
三
者
円
明
︑
是

名
三
慧
」
是
也
︒））26
（

無
尽
伝
灯
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒『
楞
厳
経
』
で
説

か
れ
る
聞
思
修
の
三
慧
は
通
常
の
意
味
と
は
異
な
り
︑
諸
仏
の
言
説
を

聞
い
て
解
釈
す
る
よ
う
な
義
路
に
落
ち
ず
︑
直
下
に
真
理
を
円
修
す
る

方
法
で
あ
る
︒
こ
の
経
に
お
け
る
聞
思
修
の
意
味
は
温
陵
戒
環
の
説
く

と
こ
ろ
の
声
塵
を
修
し
円
通
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
中
で
の
無
尽
伝
灯
の
新
た
な
見
解
は
︑
聞
思
修
の
三
慧
は
入
道

の
た
め
の
要
門
で
あ
る
と
し
て
︑
伝
統
的
な
聞
思
修
の
解
釈
の
『
楞
厳

経
』
へ
の
適
用
を
認
め
た
う
え
で
︑
経
文
の
「
彼
仏
教
我
」
と
い
う
箇

所
に
お
い
て
す
で
に
伝
統
的
な
意
味
で
の
聞
と
思
と
は
果
た
さ
れ
て
い

る
た
め
︑
本
経
に
お
け
る
聞
思
修
は
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
修
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
だ
と
す
る
点
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う

に
︑
天
台
宗
の
無
尽
伝
灯
は
︑
伝
統
的
な
聞
思
修
理
解
を
一
方
で
は
尊

ぶ
も
の
の
︑
一
方
で
は
交
光
真
鑑
な
ど
と
同
様
に
『
楞
厳
経
』
の
聞
思

修
は
特
殊
な
用
例
だ
と
す
る
︒

曹
洞
宗
の
永
覚
元
賢
『
楞
厳
経
略
疏
』
巻
六
で
は
︑
観
音
耳
根
円
通

章
全
体
へ
の
注
釈
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　

聞
思
修
の
三
者
は
乃
ち
入
道
の
通
途
に
て
︑
経
中
に
は
之
を
三

慧
と
謂
う
︒
但
だ
今
経
の
示
す
所
の
其
の
義
は
逈
か
に
別
た
り
︒

聞
慧
と
は
耳
根
の
聞
性
を
謂
う
︒
声
を
逐
い
て
分
別
す
る
の
聞
を

取
る
に
非
ざ
る
な
り
︒

　
（
聞
思
修
三
者
乃
入
道
之
通
途
︑
経
中
謂
之
三
慧
︒
但
今
経
所
示
其
義

逈
別
︒
聞
慧
者
謂
耳
根
聞
性
︒
非
取
逐
声
分
別
之
聞
也
︒））27
（

こ
こ
で
永
覚
元
賢
は
︑
上
述
の
二
者
同
様
に
︑
仏
教
の
『
楞
厳
経
』

以
外
の
諸
経
が
説
く
と
こ
ろ
の
聞
思
修
の
三
慧
は
入
道
の
通
途
と
し
た

う
え
で
︑
た
だ
し
『
楞
厳
経
』
の
説
く
と
こ
ろ
の
意
味
と
は
全
く
異
な

る
と
述
べ
︑『
楞
厳
経
』
の
説
く
聞
慧
と
は
耳
根
の
聞
性
で
あ
り
︑
分

別
と
し
て
の
聞
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
三
例
は
い
ず
れ
も
諸
経
の
説
く
聞
思
修
の
三
慧
と
『
楞
厳

経
』
の
説
く
聞
思
修
が
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
に
お
い
て
は
︑『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
を
諸
仏
の
教
説
を
聞
い
て
理

解
す
る
こ
と
だ
と
解
釈
す
る
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
の
意
見
は
否
定
さ

れ
︑
代
わ
り
に
『
楞
厳
経
』
独
自
の
聞
思
修
論
が
強
調
さ
れ
る
︒『
楞

厳
経
』
に
お
け
る
聞
思
修
が
仏
の
教
説
を
指
す
の
で
は
な
い
と
し
︑
こ

の
よ
う
な
否
定
を
強
調
す
る
説
は
温
陵
戒
環
な
ど
宋
代
の
注
釈
書
に
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
見
解
で
あ
る
︒

明
末
に
お
け
る
こ
の
他
の
注
釈
書
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
聞
思
修
を
声

塵
と
耳
根
を
き
っ
か
け
と
し
て
三
摩
地
に
入
る
方
法
と
理
解
し
︑
長
水

子
璿
等
の
説
に
注
意
が
払
わ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
反
対
に
強
く
否
定
さ
れ

た
︒
銭
謙
益
（
一
五
八
二
︲
一
六
六
四
）
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
批
判

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　

近
師
︑
漸
次
の
増
進
は
是
れ
円
通
の
修
証
︑
吃
緊
の
功
夫
な
る

を
了
せ
ず
︑
修
地
は
清
か
ら
ず
︑
網
を
観
ず
る
こ
と
滋ま

す

ま
す
誤
て
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り
︒
凡
心
世
智
︑
巧
見
多
知
も
て
︑
耳
門
を
比
量
し
︑
観
法
を
杜

撰
し
︑
妄
り
に
長
時
後
夜
に
︑
若い
か
ん何
が
返
聞
し
︑
響
後
声
前
に
︑

若
何
が
解
悟
す
と
言
う
︒
古
人
言
わ
く
︑
仏
在
世
時
は
声
を
用
い

て
経
を
為
す
︒
如
来
は
金
口
を
以
て
演
説
し
︑
弟
子
は
声
音
を
以

て
詮
辨
す
︒
陳
那
は
音
声
に
於
い
て
四
諦
を
悟
り
︒
満
慈
は
音
声

を
以
て
転
輪
を
助
く
︒
観
世
音
亦
た
云
く
︑「
彼
の
仏
︑
我
に
聞

思
修
よ
り
三
摩
地
に
入
る
こ
と
を
教
う
︒」
今
人
︑
経
を
解
す
る

に
︑
声
教
を
拂
略
し
︑
而
し
て
単
に
声
塵
を
指
す
︒
已
に
其
の
宗

を
失
え
り
︒

　
（
近
師
不
了
漸
次
増
進
是
円
通
修
証
︑
吃
緊
功
夫
︑
修
地
不
清
︑
観
網

滋
誤
︒
凡
心
世
智
︑
巧
見
多
知
︑
比
量
耳
門
︑
杜
撰
観
法
︑
妄
言
長
時
後

夜
︑
若
何
返
聞
︑
響
後
声
前
︑
若
何
解
悟
︒
古
人
言
︑
仏
在
世
時
用
声
為

経
︒
如
来
以
金
口
演
説
︑
弟
子
以
声
音
詮
辨
︒
陳
那
於
音
声
悟
四
諦
︑
満

慈
以
音
声
助
転
輪
︒
観
世
音
亦
云
︑「
彼
仏
教
我
従
聞
思
修
入
三
摩
地
︒」

今
人
解
経
︑
拂
略
声
教
︑
而
単
指
声
塵
︑
已
失
其
宗
矣
︒））28
（

銭
謙
益
は
こ
こ
で
明
末
の
実
践
論
と
し
て
︑
仏
の
声
教
（
仏
説
＝
経

典
）
を
無
視
し
て
声
塵
を
三
摩
地
の
対
象
と
す
る
『
楞
厳
経
』
の
「
聞

思
修
」
理
解
が
当
時
︑
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
こ

れ
を
「
杜
撰
観
法
」
や
「
已
失
其
宗
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
厳
し
く

批
判
し
て
い
る
︒
銭
謙
益
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
原
因
は
近
代
の
僧
侶
が
漸

次
増
進
こ
そ
が
円
通
の
修
証
論
で
あ
り
︑
重
要
な
修
行
で
あ
る
こ
と
を

承
知
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に

『
楞
厳
経
』
の
少
な
く
と
も
こ
の
文
脈
に
お
け
る
漸
進
性
と
は
い
ず
れ

か
の
機
根
よ
り
人
法
二
空
を
得
︑
入
三
摩
地
を
な
す
と
い
う
過
程
に
お

け
る
漸
進
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
批
判
は
正
鵠
を
射
て
い

な
い
︒

と
も
あ
れ
︑
銭
謙
益
自
身
の
見
解
は
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う

に
︑
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
等
と
同
様
︑
聞
思
修
の
聞
慧
の
対
象
を
仏

の
教
説
と
し
て
︑
そ
の
実
践
に
お
け
る
価
値
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
主
張
は
銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
六
之
一
に
も
重

ね
て
述
べ
ら
れ
る
︒

　

観
音
の
因
地
は
︑
元
と
聞
慧
を
以
て
修
を
起
す
︒
聞
慧
と
は
︑

聖
教
を
聞
き
て
よ
り
慧
を
得
︒（
中
略
）
此
の
中
に
於
い
て
正
に

聞
慧
を
明
か
す
は
︑
又
た
偈
中
の
「
此
方
の
真
教
の
体
︑
清
浄
な

る
は
音
聞
に
在
り
」
の
宗
旨
に
符
順
す
︒
今
人
は
岳
師
に
依
り
て

通
じ
て
声
塵
を
指
し
︑
古
釈
を
知
ら
ず
︑
故
に
表
し
て
之
を
明
か

す
︒

　
（
観
音
因
地
︑
元
以
聞
慧
起
修
︒
聞
慧
者
︑
従
聞
聖
教
得
慧
︒（
中
略
）

於
此
中
正
明
聞
慧
︑
又
符
順
偈
中
「
此
方
真
教
体
︑
清
浄
在
音
聞
」
宗

旨
︒
今
人
依
岳
師
通
指
声
塵
︑
不
知
古
釈
︑
故
表
而
明
之
︒））29
（

こ
の
文
中
に
見
え
る
「
此
方
の
真
教
の
体
︑
清
浄
な
る
は
音
聞
に
在

り
（
此
方
真
教
体
︒
清
浄
在
音
聞
）」
と
は
『
楞
厳
経
』
巻
六
の
文
殊

の
説
く
偈
に
出
る
言
葉
で
︑「
我
今
白
世
尊
︑
仏
出
娑
婆
界
︑
此
方
真

教
体
︑
清
浄
在
音
聞）

30
（

」
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
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銭
謙
益
は
こ
こ
に
お
い
て
も
聞
思
修
の
聞
が
聖
教
を
聞
い
て
慧
を
得

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
仏
教
の
通
常
の
解
釈
を
改
め
て
示
し
︑
か

つ
そ
れ
が
『
楞
厳
経
』
の
意
に
も
適
う
こ
と
を
指
摘
し
︑「
今
人
」
の

解
釈
を
呉
興
仁
岳
（
岳
師
）
の
説
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
︑
長
水
子

璿
や
孤
山
智
円
と
い
っ
た
古
釈
を
理
解
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
批
判

し
て
い
る
︒

明
代
の
『
楞
厳
経
』
解
釈
の
多
く
は
天
如
惟
則
『
楞
厳
経
会
解
』
や

温
陵
戒
環
『
楞
厳
経
要
解
』
に
拠
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
聞
思
修
の
解

釈
に
お
い
て
も
こ
の
事
実
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

明
代
に
は
︑
聞
思
修
を
耳
根
と
声
塵
を
対
象
と
し
て
円
通
に
至
る
た
め

の
実
践
的
観
法
方
法
と
理
解
し
た
温
陵
戒
環
『
楞
厳
経
要
解
』︑
及
び

そ
の
解
釈
を
踏
襲
し
た
『
楞
厳
経
会
解
』
の
説
が
多
く
採
用
さ
れ
た
︒

明
代
に
は
︑
経
学
よ
り
も
心
学
が
重
視
さ
れ
た
当
時
の
思
潮
に
呼
応

す
る
よ
う
に
︑『
楞
厳
経
』
の
「
聞
思
修
」
解
釈
に
お
い
て
も
︑
そ
の

通
仏
教
的
解
釈
で
あ
る
教
え
を
聞
き
理
解
し
実
践
す
る
と
い
う
内
容
は

軽
視
さ
れ
︑
論
理
的
思
考
を
否
定
し
︑
声
塵
と
耳
根
を
機
縁
と
し
て
三

摩
地
に
入
る
『
楞
厳
経
』
独
自
の
実
践
論
が
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

六
、
ま
と
め

本
論
で
は
︑『
楞
厳
経
』
巻
六
に
見
ら
れ
る
「
聞
思
修
」
の
語
に
つ

い
て
以
下
の
検
討
を
行
っ
た
︒
ま
ず
『
楞
厳
経
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見

た
「
聞
思
修
」
の
地
位
と
そ
の
意
味
の
検
討
を
行
い
︑
次
に
宋
代
や
明

末
の
期
間
の
主
な
注
釈
書
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
の
解
釈
と
そ
の
変
遷

を
検
討
し
た
︒

『
楞
厳
経
』
に
お
い
て
︑
所
謂
「
二
十
五
聖
円
通
」
の
「
観
音
耳
根

円
通
」
の
中
で
説
か
れ
る
聞
思
修
は
三
摩
地
に
入
り
︑
円
通
を
獲
る
た

め
の
重
要
な
実
践
修
行
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
漸
次
的
に
三
摩
地

に
入
る
こ
と
は
円
通
を
得
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
た
め

に
は
十
八
界
の
い
ず
れ
か
を
機
縁
と
し
て
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
︑
中

で
も
観
世
音
菩
薩
の
円
通
方
法
が
最
も
優
れ
る
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ

の
方
法
と
は
「
従
聞
思
修
入
三
摩
地
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
︒「
聞
思

修
」
は
『
楞
厳
経
』
の
文
脈
に
従
え
ば
︑「
初
於
聞
中
入
流
亡
所
」
以

下
の
一
段
を
指
す
︒
長
水
子
璿
な
ど
諸
注
釈
書
に
お
い
て
も
聞
思
修
の

三
慧
を
「
初
於
聞
中
入
流
亡
所
」
以
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
配
し
て
解

釈
し
て
い
る
︒
文
脈
か
ら
見
れ
ば
︑
聞
思
修
は
仏
教
で
説
く
と
こ
ろ
の

聞
思
修
の
三
慧
と
同
一
視
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒

宋
代
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
に
つ
い
て
複
数

の
解
釈
が
確
認
で
き
る
︒
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
は
聞
思
修
を
注
釈
す

る
に
︑
聞
の
対
象
を
仏
の
演
説
教
化
と
解
釈
し
た
︒
呉
興
仁
岳
は
こ
れ

を
踏
襲
し
つ
つ
も
そ
れ
を
狭
義
と
し
︑
広
義
に
は
声
塵
を
対
象
と
す
る

と
規
定
す
る
『
楞
厳
経
』
独
自
の
解
釈
を
明
確
に
掲
げ
た
︒
後
に
続
く

温
陵
戒
環
は
聞
思
修
を
「
達
耳
︑
之
を
聞
と
謂
い
︑
著
心
︑
之
を
思
と

謂
い
︑
治
習
︑
之
を
修
と
謂
う
︒
三
者
円
明
な
れ
ば
︑
是
れ
を
三
慧
と



『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
八
八

名
づ
く
（
達
耳
之
謂
聞
︑
著
心
之
謂
思
︑
治
習
之
謂
修
︒
三
者
円
明
︑
是
名

三
慧
︒）」
と
注
釈
し
て
︑
聞
思
修
の
解
釈
を
完
全
に
『
楞
厳
経
』
独
自

の
も
の
と
し
た
︒
元
代
か
ら
明
末
に
か
け
て
は
︑
基
本
的
に
︑
温
陵
戒

環
の
解
釈
が
広
く
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
明
代
に
は
さ
ら
に
︑

『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
は
通
常
の
三
慧
と
は
異
な
る
意
味
を
有
す
る
こ

と
を
強
調
す
る
論
も
現
れ
︑
長
水
子
璿
等
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
︒

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
︑『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
は
︑『
成
実
論
』
に
説

か
れ
る
よ
う
な
仏
教
の
伝
統
的
三
慧
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
︑『
楞
厳
経
』
自
身
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
︑
あ
る
い
は
︑

温
陵
戒
環
以
後
の
禅
宗
系
を
中
心
と
し
た
『
楞
厳
経
』
の
多
く
の
注
釈

書
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
れ
は
独
自
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ

ま
り
︑『
楞
厳
経
』
に
お
い
て
「
聞
思
修
」
と
は
︑
声
塵
を
対
象
と
し

て
耳
根
か
ら
三
摩
地
に
入
り
円
通
を
な
す
過
程
を
表
す
修
証
論
で
あ
る

と
多
く
解
さ
れ
て
い
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
長
水
子
璿
や
孤
山
智
円
が
上
記
の
よ
う
に
聞
思
修
を
あ

く
ま
で
伝
統
的
仏
教
に
則
っ
て
︑
仏
の
説
法
を
聞
く
こ
と
の
意
と
解
釈

し
た
背
景
に
は
︑
銭
謙
益
が
説
く
よ
う
に
︑
慧
の
軽
視
に
対
す
る
警
戒

と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
論
理
的
思
考
を

分
別
・
煩
悩
で
あ
る
と
否
定
し
去
り
︑
反
知
性
主
義
に
陥
る
こ
と
へ
の

警
戒
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
注
釈
も
む
な
し
く
︑『
楞
厳
経
』
自

体
の
文
脈
に
よ
り
︑
あ
る
い
は
︑
禅
宗
の
隆
盛
に
よ
り
︑
宋
代
や
明
末

に
お
け
る
『
楞
厳
経
』
の
流
行
の
中
で
は
︑
彼
ら
の
解
釈
に
注
意
は
払

わ
れ
ず
︑
却
っ
て
多
く
の
注
釈
書
で
は
否
定
さ
れ
た
︒

な
お
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
は
︑
こ
の
よ
う
な
修
証
論
を
実
践
し
た

僧
俗
の
記
録
を
収
集
し
︑『
楞
厳
経
』
の
聞
思
修
の
実
践
の
受
容
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
︒

註（
１
） 

中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』︑
縮
印
版
︑
東
京
書
籍
︑
一
九
八
一
年
︑

四
五
六
頁
︒

（
2
） 

崔
昌
植
「『
楞
厳
経
』
の
観
音
耳
根
円
通
に
つ
い
て
」︑
村
中
祐
生
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
大
乗
仏
教
思
想
の
研
究
︱
村
中
祐
生
先
生

古
稀
記
念
論
文
集
』︑
山
喜
房
仏
書
林
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
六
五
︲
二
七

九
頁
︒

（
3
） 

教
学
研
究
委
員
会
編
「『
楞
厳
経
』
巻
六　

訳
注
」︑『
教
学
研
究
紀
要
』

第
一
一
号
︑
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
一
一

︲
一
六
八
頁
︒

（
4
） 

禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
新
版 

禅
学
大
辞
典
』︑
大
修
館
書
店
︑
一
九

八
五
年
︑
一
二
三
一
頁
︒

（
5
） 
蘇
轍
撰
︑
曾
棗
荘
・
馬
徳
富
校
点
『
欒
城
集
』︑「
欒
城
後
記
」
巻
二

一
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
︑
一
四
〇
五
頁
︒

（
6
） 『
楞
厳
経
』
の
そ
の
他
の
主
な
科
判
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
「
温
陵
戒
環

禅
師
『
楞
厳
経
要
解
』
初
探
：
特
に
泉
州
開
元
寺
に
着
目
し
て
」（『
駒
澤



『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
八
九

大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
七
六
︑
二
〇
一
八
年
三
月
︑
三
九
︲
六
一

頁
）
を
参
照
︒

（
7
） 『
楞
厳
経
』
巻
五
︑『
大
正
蔵
』
第
一
九
冊
一
二
五
頁
下
段
︒

（
8
） 『
楞
厳
経
』
巻
五
︑『
大
正
蔵
』
第
一
九
冊
一
二
五
頁
中
段
︒

（
9
） 

世
尊
の
質
問
に
は
「
十
八
界
」
と
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
︑
答
え
と
し

て
は
十
八
界
に
七
大
を
足
し
た
二
十
五
を
用
意
す
る
こ
と
に
関
し
て
︑
諸

注
釈
書
に
は
こ
れ
に
対
す
る
議
論
が
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
長
水
子

璿
は
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
五
で
「
向
下
雖
有
二
十
五
門
︑
諸
聖
入
道
︑

総
而
摂
之
︑
不
離
十
八
︑
故
挙
以
問
令
各
敘
述
」（『
大
正
蔵
』
第
三
九
冊

八
九
五
頁
下
段
）
と
十
八
界
は
二
十
五
門
を
包
括
す
る
と
説
明
す
る
︒

（
10
） 

長
水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
六
（『
大
正
蔵
』
第
三
九
冊
九
〇

三
頁
上
段
）
を
参
照
︒

（
11
） 『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
六
は
「
入
流
猶
返
流
也
」（『
大
正
蔵
』
第
三

九
冊
九
〇
三
頁
上
段
）
と
注
釈
す
る
︒
こ
の
注
釈
に
よ
れ
ば
「
入
流
」
は

「
流
れ
を
か
え
し
て

4

4

4

4

」
と
訓
読
で
き
る
︒
た
だ
し
本
論
で
は
︑「
入
流
」
を

よ
り
自
然
な
訓
読
で
あ
る
「
流
れ
に
入
る
」
と
訓
じ
た
︒
こ
の
二
種
の
意

味
の
取
り
方
の
違
い
は
「
流
れ
」
の
意
味
の
取
り
方
に
拠
る
︒「
返
流
」

の
意
味
と
と
る
場
合
︑「
流
れ
」
は
衆
生
の
流
れ
と
の
意
味
に
な
る
が
︑

「
入
流
」
の
意
味
を
素
直
に
と
れ
ば
︑「
流
れ
」
は
聖
者
の
流
れ
と
の
意
味

と
な
る
︒
な
お
︑
明
末
の
雲
棲
袾
宏
は
こ
の
「
流
」
の
解
釈
に
諸
説
あ
る

と
し
︑「
法
性
流
」︑「
生
死
欲
流
」︑「
三
心
中
等
流
」︑「
衆
人
隨
流
而
出
」

の
四
つ
の
説
を
挙
げ
た
う
え
で
︑
自
身
は
『
楞
厳
経
』
巻
五
の
偈
に
「
入

流
成
正
覚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑「
法
性
流
」
の
説
を
主
張
す
る
と
す
る
︒

と
す
れ
ば
そ
の
読
み
方
は
「
は
い
る
」
と
な
る
︒（
雲
棲
袾
宏
『
楞
厳
経

摸
象
記
』「
入
流
二
字
︑
諸
説
不
同
︒
一
説
流
者
法
性
流
︒
一
説
流
者
生

死
欲
流
︒
一
説
流
者
三
心
中
等
流
︒
一
説
衆
人
随
流
而
出
︑
今
此
反
流
而

入
︒
反
流
而
入
︑
似
合
反
聞
自
性
︑
但
前
偈
中
︑『
入
流
成
正
覚
』︑
彼
意

応
是
入
法
性
流
︒
以
法
性
対
声
塵
︑
不
入
声
塵
而
入
法
性
︑
即
反
流
意
︑

故
従
第
一
説
」︑『
卍
続
蔵
』
第
一
二
冊
四
九
三
中
段
）

（
12
） 『
楞
厳
経
』
巻
六
︑『
大
正
蔵
』
第
一
九
冊
一
二
八
頁
中
段
︒

（
13
） 『
楞
厳
経
』
巻
五
︑『
大
正
蔵
』
第
一
九
冊
一
二
五
頁
中
段
︒

（
14
） 

長
水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
六
︑『
大
正
蔵
』
第
三
九
冊
九
〇

三
冊
上
段
︒

（
15
） 

長
水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
六
に
︑「
所
縁
既
亡
︑
聞
相
不
起
︑

此
能
聞
相
即
是
聞
慧
︒
能
所
俱
寂
︑
故
云
『
聞
所
聞
尽
』︒
此
遣
聞
慧
也
︒

（
中
略
）
尽
聞
之
処
即
思
慧
為
体
︑
名
之
為
覚
︒
此
之
覚
慧
属
第
六
識
︑

是
則
捨
聞
而
観
於
義
︑
今
亦
不
住
此
尽
聞
処
︑
更
進
観
行
︑
観
破
此
覚
及

所
覚
聞
︑
二
俱
不
立
︑
故
名
為
空
︒
此
遣
思
慧
︒（
中
略
）
覚
空
之
処
思

慧
既
尽
︑
唯
与
修
慧
相
応
︒
観
行
増
微
︑
修
慧
円
極
︑
故
云
『
空
覚
極

円
』︒
此
能
空
修
慧
与
所
空
覚
亦
俱
不
存
︑
故
云
『
空
所
空
滅
』︒
此
遣
修

慧
︒（
中
略
）『
生
滅
既
滅
』︑
即
結
前
三
慧
三
空
尽
也
︒」（『
大
正
蔵
』
第

三
九
冊
九
〇
三
頁
上
段
）
と
あ
る
︒

（
16
） 
呉
興
仁
岳
『
楞
厳
経
集
解
薫
聞
記
』
巻
四
に
「
旧
約
三
慧
︑
次
第
銷
之
︒

義
出
沇
『
疏
』︒」（『
卍
続
蔵
』
第
一
一
冊
七
四
六
頁
中
段
）
と
あ
る
︒



『
楞
厳
経
』
に
お
け
る
「
聞
思
修
」
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
九
〇

（
17
） 
呉
興
仁
岳
『
楞
厳
経
集
解
薫
聞
記
』
巻
四
に
「
孤
山
︑
長
水
大
節
亦

同
︑
但
釈
義
小
異
耳
︒」（『
卍
続
蔵
』
第
一
一
冊
七
四
六
頁
下
段
）
と
あ

る
︒
ま
た
︑
桐
洲
思
坦
編
『
楞
厳
経
集
註
』
巻
六
に
孤
山
智
円
の
見
解
が

引
用
さ
れ
て
い
る
︒

（
18
） 

聞
思
修
の
三
慧
を
諸
段
階
に
配
す
る
長
水
子
璿
・
孤
山
智
円
・
呉
興
仁

岳
の
解
釈
に
つ
い
て
︑
銭
謙
益
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒「
初
於

聞
中
七
句
︑
長
水
判
︑
明
聞
慧
︒『
尽
聞
不
住
』
二
句
︑
明
思
慧
︒『
空
覚

極
円
』
二
句
︑
明
修
慧
︒
孤
山
判
︑
初
五
句
明
聞
慧
︒
次
四
句
明
思
慧
︒

後
二
句
明
修
慈
︒
二
師
並
約
三
慧
︑
科
段
小
別
︒
呉
興
節
文
為
四
︑
初

『
入
流
亡
所
』︑
為
亡
前
塵
︒
二
『
聞
所
聞
尽
』︑
為
尽
内
根
︒
三
『
覚
所

覚
空
』︑
為
空
観
智
︒
四
『
空
覚
極
円
』︑
為
滅
諦
理
︒
此
師
所
判
︑
亦
無

大
異
︒」（
長
水
子
璿
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
六
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
三

冊
六
七
六
頁
中
段
）

（
19
） 

銭
謙
益
は
長
水
子
璿
が
弘
沇
の
疏
を
密
か
に
か
つ
多
量
に
引
用
し
て
い

る
こ
と
を
「
長
水
疏
経
︑
多
引
沇
師
旧
文
︑
而
不
挙
其
名
」
と
︑
指
摘
し

て
い
る
︒（
銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
首
之
一
︑『
卍
続
蔵
』
第
一

三
冊
五
〇
三
頁
下
段
）

（
20
） 

福
唐
咸
輝
編
『
楞
厳
経
義
海
』
巻
一
七
（『
頻
伽
蔵
』
第
一
六
八
冊
六

〇
七
頁
上
段
）︑
及
び
寛
永
九
年
刊
本
（
駒
澤
大
学
図
書
館
蔵
︑
H
二
八

一
．
一
／
九
︑
電
子
貴
重
書
庫
に
て
電
子
デ
ー
タ
を
公
開
中
）
に
よ
っ

て
︑「
誰
人
出
不
由
尸
」
を
「
誰
人
出
不
由
戸
」
に
校
正
し
た
︒
な
お
︑

「
誰
人
出
不
由
戸
︑
何
莫
由
斯
道
也
」
に
関
し
て
︑『
論
語
』「
雍
也
」
に

は
「
誰
能
出
不
由
戸
︑
何
莫
由
斯
道
也
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
︒

（
21
） 

長
水
子
璿
『
首
楞
厳
義
疏
注
経
』
巻
六
︑『
大
正
蔵
』
第
三
九
冊
九
〇

六
頁
中
段
︒

（
22
） 

桐
洲
思
坦
編
『
楞
厳
経
集
註
』
巻
六
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
一
冊
四
五
二

頁
上
段
︒

（
23
） 『
楞
厳
経
集
解
薫
聞
記
』
巻
四
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
一
冊
七
四
六
頁
中
段
︒

（
24
） 『
楞
厳
経
要
解
』
巻
一
一
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
一
冊
八
三
〇
頁
下
段
︒

（
25
） 

交
光
真
鑑
『
楞
厳
経
正
脈
疏
』
巻
六
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
二
冊
三
四
八

頁
上
段
︒

（
26
） 

無
尽
伝
灯
『
楞
厳
経
円
通
疏
』
巻
六
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
二
冊
八
二
九

頁
中
段
︒

（
27
） 

永
覚
元
賢
『
楞
厳
経
略
疏
』
巻
六
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
五
冊
三
一
五
頁

上
段
︒

（
28
） 

銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
首
之
二
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
三
冊
五

一
二
頁
中
段
︒

（
29
） 

銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
六
之
一
︑『
卍
続
蔵
』
第
一
三
冊
六

七
六
頁
下
段
︒

（
30
） 『
楞
厳
経
』
巻
六
︑『
大
正
蔵
』
第
一
九
冊
一
三
〇
頁
下
段
︒

︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀ 『
楞
厳
経
』︑
聞
思
修
︑
三
慧
︑
観
音
耳
根
円
通
︑
長
水
子
璿
︑

温
陵
戒
環


