
⼀
 
は
じ
め
に

道
元
禅
師
は
寛
元
元
年
︵
⼀
⼆
四
三
︶
七
月
︑
京
都
の
興
聖
寺
よ
り
越

前
に
入
ら
れ
た
︒
即
ち
︑
所
謂
﹁
北
越
入
⼭
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
の
入
⼭

が
︑
禅
師
の
⽣
涯
に
お
い
て
重
⼤
な
出
来
事
で
あ
り
︑
そ
の
後
半
⽣
に

⼤
き
な
影
響
を
齎
し
て
い
る
こ
と
は
今
日
周
知
さ
れ
る
こ
と
と
思
わ

れ
る
︒

し
か
る
に
︑
北
越
入
⼭
の
状
況
や
そ
の
動
機
に
関
す
る
近
代
の
研
究

に
お
い
て
︑
そ
の
入
⼭
を
契
機
と
し
て
︑
説
示
の
内
容
に
変
化
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
︒
近
年
で
は
︑
角
田
泰
隆
編
著

﹃
道
元
禅
師
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
　
近
代
の
宗
学
論
争
を
中
⼼
と
し

て
﹄︵
春
秋
社
︑
⼆
〇
⼀
七
︶
に
お
い
て
︑
入
越
を
境
と
す
る
禅
師
の
思
想

の
変
化
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が︵
⼆
六
︱
⼆
八
頁
︶︑そ
の
よ
う
な
変
化
の

例
と
し
て
︑
す
で
に
︑
例
え
ば
︑
臨
済
に
対
す
る
評
価
が
﹃
正
法
眼
蔵
﹄

﹁
仏
道
﹂巻︵
寛
元
元
年
九
月
⼀
六
日
示
衆
︶よ
り
批
判
的
に
な
B
て
い
る
こ

と
︑
⼥
⼈
成
仏
の
問
題
等
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
古
田
紹
欽
﹁
寛
元
元
年
を
境
と

す
る
道
元
の
思
想
﹂﹃
日
本
仏
教
思
想
史
の
諸
問
題
﹄
春
秋
社
︑
⼀
九
六
四
︑
⾼
崎
直

道
︑
梅
原
猛
﹃
仏
教
の
思
想
11
古
仏
の
ま
ね
び
︿
道
元
﹀﹄
角
川
⽂
庫
︑
⼀
九
九
六
︑

等
参
照
︶︒

⽬
下
︑
私
は
﹃
正
法
眼
蔵
﹄﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
を
﹃
聞
書
﹄
及
び
﹃
正

法
眼
蔵
抄
﹄
の
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
解
読
し
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
三
界

唯
⼼
﹂
巻
は
︑
入
⼭
後
最
初
の
﹁
示
衆
﹂
で
あ
る
点
で
︑
他
の
諸
巻
と

は
異
な
る
特
別
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒即
ち
︑﹁
三
界
唯

⼼
﹂
巻
の
所
説
は
︑
入
⼭
前
後
の
禅
師
の
状
況
と
緊
密
な
連
関
を
有
し
︑

北
越
入
⼭
と
い
う
重
⼤
な
出
来
事
の
全
容
を
解
明
す
る
た
め
に
重
要

な
意
義
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
論
で
は
︑
始
め
に
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
︑
北
越
入
⼭
を
伝
え
る

と
⾒
な
さ
れ
る
記
事
と
そ
の
解
釈
を
確
認
し
た
後
︑﹁
三
界
唯
⼼
﹂巻
の

⼀
節
を
取
り
上
げ
︑
入
⼭
前
後
に
お
け
る
説
示
内
容
の
変
化
に
関
し
て

考
察
し
︑
若
⼲
の
私
⾒
を
述
べ
た
い
︒

⼆
 
北
越
⼊
山
の
動
機

北
越
入
⼭
の
動
機
に
関
し
て
︑
⼤
久
保
道
舟
博
士
は
︑
入
⼭
の
背
後

に
﹁
比
叡
⼭
僧
等
の
圧
迫
﹂
が
あ
り
︑
た
と
え
入
⼭
が
道
元
禅
師
の
⾃

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
M
学
術
⼤
会
紀
要
︵
第
⼆
十
回
︶
⼆
〇
⼀
九
年
三
月

⼀
三

北
越
⼊
山
を
め
ぐ
$
て

新
 
井
 
⼀
 
光



発
的
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
入
⼭
を
促
進
し

た
﹁
外
的
原
因
の
⼀
つ
﹂
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
⼆
つ
の
史
料
を
掲
げ

る︵﹃
修
訂
増
補
　
道
元
禅
師
伝
の
研
究
﹄岩
波
書
店
︑⼀
九
六
六
︑⼀
八
四
︱
⼀
九

八
頁
︶︒
即
ち
︑
⼀
つ
は
︑
藤
原
定
家
︵
︱
⼀
⼆
四
⼀
没
︶
が
写
し
た
平
範

記
の
紙
背
に
裏
打
ち
し
て
あ
る
⽂
書
で
あ
る
︒
何
⼈
か
の
消
息
を
記
し

た
御
府
⽂
書
所
収
の
断
簡
で
あ
る
が
︑
差
出
⼈
・
宛
名
な
ど
詳
細
は
不

明
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

仏
法
房
事
︑⼭
僧
之
悵
□
□
□
重
!
至
"
#

極
之
位
成
は
て
候
︑□
□
□
様
は
未
承
定

候
︑
破
棄
住
所
︑
追
洛
中
な
と
そ
申
合
候
と
承
候
︵
⼤
久
保
前
掲
書
︑
⼆
〇
四

頁
0
⼀
八
五
頁
︶︹
傍
線
0
新
井
︺

⼤
久
保
博
士
は
こ
の
⼀
節
を
︑道
元
禅
師
と
⾒
な
さ
れ
る﹁
仏
法
房
﹂

が
﹁
⼭
僧
の
悵
恨
を
受
け
︑
そ
の
た
め
に
住
居
が
破
棄
せ
ら
れ
て
洛
中

を
追
放
せ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
︒
即
ち
︑
深
草
に

閑
居
し
た
寛
喜
⼆
︱
三
年
︵
⼀
⼆
三
〇
︱
⼀
⼆
三
⼀
︶
頃
の
も
の
と
推
定
し

︵
⼤
久
保
前
掲
書
︑
⼀
八
六
頁
︶︑
北
越
入
⼭
を
直
接
伝
え
る
も
の
と
は
⾒
な

し
て
い
な
い
が
︑
当
時
︑
禅
師
へ
反
感
を
い
だ
く
も
の
が
あ
り
︑
そ
れ

が
﹁
⼭
僧
の
圧
迫
﹂
と
し
て
増
⻑
し
て
い
B
た
と
解
釈
し
て
い
る
︒

も
う
⼀
つ
の
史
料
は
︑
光
宗
﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
第
⼆
巻
﹁
禅
宗
教
家

同
異
事
﹂
の
記
事
で
あ
る
︒

後
嵯
峨
ノ
法
皇
ノ
御
時
︑極
楽
寺
ノ
仏
法
坊
⽴
宗
門
毀
教
家
︒覚
住
坊
ガ
読
止

観
音
!
者
"
#

有
之
︒造
護
国
正
法
義
︑宗
門
及
奏
聞
時
︑故
法
印
御
房
ニ
可
判
是
⾮

由
︑被
仰
下
ケ
リ
︒護
国
正
法
義
ノ
⼼
ハ
⼆
乗
中
ノ
縁
覚
ノ
所
解
也
ト
︑下
之
︒

不
依
仏
教
⾃
開
解
ス
ル
分
尤
相
似
タ
リ
︒然
ニ
︑モ
ノ
モ
ノ
シ
ク
不
可
及
沙
汰

云
テ
被
却
彼
ノ
極
楽
寺
︑仏
法
房
ヲ
追
却
シ
畢
︒今
モ
可
有
其
義
︒其
上
以
仏

法
⼼
地
修
行
可
有
是
⾮
所
云
︒
⼀
⼀
不
及
其
沙
汰
條
不
可
然
事
也
︒︵﹃
渓
嵐
﹄

五
三
九
頁
下
⼆
五
行
!五
四
〇
頁
上
四
行
︶

こ
の
記
事
に
は
︑︵
⼀
︶﹁
仏
法
房
﹂︑
即
ち
道
元
禅
師
が
⽴
宗
し
︑
教

家
を
謗
り
︑︵
⼆
︶
禅
師
が
﹃
護
国
正
法
儀
﹄
を
著
し
︑
こ
れ
を
奏
聞
し
︑

︵
三
︶
彼
の
極
楽
寺
を
却
け
ら
れ
て
︑
禅
師
を
追
却
し
た
こ
と
の
三
点
が

確
か
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
る
に
︑
⼤
久
保
博
士
は
︑
第
三

の
点
に
基
づ
い
て
︑北
越
入
⼭
の
理
由
の
⼀
つ
と
し
て﹁
叡
⼭
の
圧
迫
﹂

が
あ
B
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
従
来
知
ら
れ
る
通
り
波
多
野

義
重
の
招
請
が
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︵
⼤
久

保
前
掲
書
︑
⼀
九
⼀
︱
⼀
九
七
頁
︶︒

こ
れ
に
対
し
て
︑守
屋
茂
氏
は
︑同
じ
史
料
を
⽤
い
て
︑﹁
叡
⼭
の
圧

迫
﹂
は
な
く
︑
入
⼭
の
理
由
を
︑
道
元
禅
師
の
修
行
上
の
決
断
に
起
因

す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
守
屋
氏
は
︑
入
⼭
し
た
先
の

諸
寺
を
﹁
白
⼭
天
台
﹂
に
属
す
る
も
の
と
し
︑
日
本
達
磨
宗
の
勢
力
を

重
視
し
︑そ
こ
か
ら
禅
師
の
入
⼭
は
︑﹁
叡
⼭
側
の
暗
黙
の
諒
解
の
下
に
︑

静
明
の
政
治
的
⼿
腕
︑
白
⼭
天
台
と
平
泉
寺
︑
更
に
は
日
本
達
磨
宗
と

波
著
寺
と
が
か
か
わ
り
合
B
て
︑
円
滑
か
つ
早
急
に
推
進
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
﹂︵
守
屋
茂﹁
道
元
禅
師
と
北
越
移
錫
の
真
相
︱
道
元

の
決
断
と
白
⼭
天
台
の
影
響
︱
﹂﹃
宗
学
研
究
﹄三
〇
︑⼀
九
八
八
︑⼆
四
頁
︶︹
傍

線
0
新
井
︺
と
⾔
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
守
屋
氏
は
︑﹁
叡
⼭
の
圧
迫
﹂
を
認

北
越
入
⼭
を
め
ぐ
B
て
︵
新
井
︶

⼀
四



め
ず
︑
む
し
ろ
﹁
叡
⼭
側
の
暗
黙
の
諒
解
﹂
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒﹁

白
⼭
天
台
﹂な
る
も
の
の
存
在
や
性
格
や
︑そ
れ
と
叡
⼭
の
関
係
は

再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が!

$
#︑
し
か
し
︑
私
が
問
題
と
し
た
い
の
は
︑

道
元
禅
師
が
﹁
白
⼭
天
台
﹂
や
叡
⼭
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
B
た
の

か
思
想
的
に
問
う
こ
と
で
あ
る
︒

三
 
﹁
空
華
﹂
巻
と
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
の
考
察

私
は
︑
そ
の
観
点
か
ら
︑﹃
正
法
眼
蔵
﹄﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
の
⼀
節
に

着
⽬
し
て
い
る
︒即
ち
︑禅
師
が﹃
法
華
経
﹄﹁
如
来
寿
量
品
﹂経
⽂﹁
不

如
三
界
︑
⾒
於
三
界
﹂
に
対
す
る
解
釈
を
示
す
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ

る
︒

⾒ａ

於
三
界ａ

は
︑
⾒
成
三
界
な
り
︑
三
界
⾒
成
な
り
︑
⾒
成
公
案
な
り
︒
よ
く
三

界
を
し
て
発
⼼
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
な
ら
し
む
︒
こ
れ
す
な
は
ち
皆ｂ

是
我

有ｂ

な
り
︒︹
ａ
︱ａ
﹃
妙
法
華
﹄
四
⼆
頁
下
⼀
五
行
︒
　
ｂ
︱
ｂ
﹃
妙
法
華
﹄
⼀
四
頁

下
⼆
六
行
︒︺︵﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
﹃
道
元
全
﹄
上
︑
三
五
四
頁
⼀
︱
⼆
行
︶

道
元
禅
師
は
﹁
不
如
三
界
︑
⾒
於
三
界
﹂
を
解
釈
し
︑
こ
の
経
⽂
全

体
の
趣
旨
と
し
て
︑﹁
⾒
ら
れ
る
ま
ま
の
も
の
の
肯
定
﹂を
こ
こ
で
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
﹃
法
華
経
﹄
本
来
の
﹁
如
来

は
︑凡
夫
た
ち
が
⾒
る
よ
う
に
は
︑三
界
に
属
す
る
も
の
を
⾒
な
い!

%
#﹂と

い
う
趣
旨
と
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
即
ち
︑
こ
の
﹁
⾒
ら
れ
る
ま
ま

の
も
の
の
肯
定
﹂
と
い
う
こ
の
経
⽂
の
解
釈
は
道
元
禅
師
独
⾃
の
も
の

で
あ
り
︑
こ
こ
に
禅
師
が
︑﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
に
お
い
て
﹁
三
界
﹂
を
重

視
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
⾒
於
三
界
﹂
こ
そ

が
︑
三
界
を
し
て
︑
発
⼼
︑
修
行
︑
菩
提
︑
涅
槃
さ
せ
る
働
き
の
根
拠

も
し
く
は
因
と
⾒
な
さ
れ
る
と
い
う
の
が
︑
こ
の
記
述
全
体
の
基
本
趣

旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
る
に
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
三
界
﹂
を
重
視
し
︑﹁
⾒
ら
れ
る
ま
ま
の

も
の
の
肯
定
﹂
を
説
く
⾒
解
は
︑
私
⾒
に
よ
れ
ば
︑﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
に

先
⽴
B
て
﹁
示
衆
﹂
さ
れ
た
︑﹁
空
華
﹂
巻
︹
寛
元
元
年
三
月
⼀
〇
日
︑
在
観

音
導
利
興
聖
宝
林
寺
示
衆
︺
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒﹁
空
華
﹂

巻
の
次
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
︒

い
ま
⾒
聞
す
る
三
界
は
︑空
華
の
五
葉
開
な
る
ゆ
ゑ
に
︑不
如
三
界
︑⾒
於
三

界
な
り
︒
こ
の
諸
法
実
相
な
り
︑
こ
の
諸
法
華
相
な
り
︒
乃
至
不
測
の
諸
法
︑

と
も
に
空
華
空
果
な
り
︑梅
柳
桃
李
と
ひ
と
し
き
な
り
と
参
学
す
べ
し
︒︵﹁
空

華
﹂
巻
﹃
道
元
全
﹄
上
︑
⼀
⼀
三
頁
⼀
七
︱
⼀
八
行
︶

こ
こ
で
︑
三
界
は
︑﹁
空
華
﹂
を
根
拠
と
し
て
﹁
不
如
三
界
︑
⾒
於
三

界
﹂
で
あ
る
と
⾔
わ
れ
て
い
る
︒﹁
空
華
﹂
と
は
︑
通
常
︑
⼤
乗
仏
典
等

で
虚
妄
な
る
も
の
の
譬
喩
と
し
て
⽤
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
し
か

し
︑
禅
師
は
三
界
を
通
常
の
意
味
で
の
﹁
空
華
﹂︑
即
ち
︑
虚
妄
な
る
も

の
と
は
⾒
て
い
な
い
︒そ
う
で
は
な
く
て
︑﹁
不
如
三
界
︑⾒
於
三
界
﹂の

拠
り
所
と
し
て
︑
窮
極
的
真
実
で
あ
る
実
体
と
し
て
の
顕
れ
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
⽤
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
従
B
て
︑
禅
師
は
︑
現
象

世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
を
︑
入
⼭
の
前
後

北
越
入
⼭
を
め
ぐ
B
て
︵
新
井
︶

⼀
五



に
わ
た
B
て
⼀
貫
し
て
持
B
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
少
な
く
と
も
こ

の
点
に
お
い
て
︑
説
示
内
容
の
変
化
は
認
め
難
い
と
思
わ
れ
る!

&
#︒

し
か
る
に
︑
禅
師
は
︑
何
故
入
⼭
後
の
第
⼀
声
と
し
て
︑﹁
三
界
﹂
重

視
を
説
く
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
を
﹁
示
衆
﹂
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
つ
ま

り
︑
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
入
⼭
後
直
ち
に
︑﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
を

吉
峰
寺
︵
あ
る
い
は
禅
師
峰
頭
か
︶
に
お
い
て
示
衆
し
た
時
︑
そ
の
聴
衆
は

誰
で
あ
B
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
随
行
し
た
で
あ
ろ

う
禅
師
の
門
弟
た
ち
や
︑
禅
師
た
ち
を
受
け
入
れ
た
波
多
野
義
重
の
関

係
者
︑
あ
る
い
は
﹁
白
⼭
天
台
﹂
や
平
泉
寺
︑
波
著
寺
の
僧
た
ち
で
あ

B
た
と
も
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
に
関
連
し
て
︑
中
世
古
祥
道
氏
は
北
越
入
⼭
と
同
年
の
四
月
⼆

九
日
︑﹁
古
仏
⼼
﹂
巻
が
︑
元
は
天
台
寺
院
で
あ
B
た
六
波
羅
蜜
寺
で
示

衆
さ
れ
た
こ
と
を
興
聖
寺
破
却
の
縁
と
⾒
な
し
て
お
ら
れ
る
が!

'
#︑
こ
の

指
摘
は
次
の
点
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
即
ち
︑﹁
古
仏
⼼
﹂
巻
の

示
衆
に
お
い
て
禅
師
は
︑
真
字
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
第
⼀
⼀
⼆
則
を
挙
げ
る

の
で
あ
る
が!

(
#︑
こ
の
第
⼀
⼀
⼆
則
は
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
に
も
そ
の
全
体

が
引
⽤
さ
れ
て
︑
禅
師
⾃
身
の
著
語
が
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
私
は

こ
の
⼀
致
は
考
慮
に
値
す
る
重
要
性
を
持
B
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
と

い
う
の
も
︑
第
⼀
に
︑﹁
古
仏
⼼
﹂
巻
が
示
衆
さ
れ
た
六
波
羅
蜜
寺
で
の

聴
衆
と
︑﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
が
示
衆
さ
れ
た
吉
峰
寺
で
の
聴
衆
に
は
︑
波

多
野
義
重
本
⼈
︑
あ
る
い
は
そ
の
関
係
者
が
列
席
し
︑
あ
る
い
は
両
⽅

の
会
座
に
い
た
も
の
が
あ
B
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
︒
従
B
て
︑﹁
古
仏
⼼
﹂
巻
と
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
の
間
の
所
説
に

は
緊
密
な
連
関
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
⼆
に
︑そ
の
連
関
を
示
す
も
の
と
し
て
︑﹁
古
仏
⼼
﹂巻
で
説
か
れ

た
﹁
牆
壁
瓦
礫
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
越
前
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
理
解
し

や
す
い
﹁
三
界
﹂
と
い
う
表
現
に
改
め
ら
れ
て
説
か
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
禅
師
が
入
⼭
し
た
時
︑
会
衆

に
向
け
て
や
は
り
声
⾼
に
︑
越
前
と
い
う
︑
字
義
通
り
の
場
所
︑
そ
し

て
現
状
を
肯
定
す
る
必
要
が
あ
B
た
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
そ
の
際
︑
聴

衆
に
と
B
て
理
解
し
や
す
い
⾔
葉
を
⽤
い
て
﹁
示
衆
﹂
す
る
必
要
が
あ

B
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
点
に
関
連
し
て
⾔
え
ば
︑例
え
ば
︑所
謂﹁
天
台
本
覚
法
門
﹂に

属
す
る
と
⾒
な
さ
れ
る
⽂
献
の
⼀
つ
で
︑
檀
那
院
覚
運
︵
九
五
三
︱
⼀
〇

〇
七
︶
の
問
に
︑
御
廟
良
源
︵
九
⼀
⼆
︱
九
八
五
︑
九
六
六
年
天
台
座
主
就
任
︶

が
答
え
た
と
さ
れ
る
﹃
草
⽊
発
⼼
修
行
成
仏
記
﹄
の
所
説
と
親
和
性
が

認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒

問
︒
草
⽊
既
無
慮
知
之
⼼
︒
如
何
云
発
⼼
修
行
成
仏
耶
︒
答
︒
草
⽊
成
仏
者
︒

本
門
寿
量
之
実
義
也
︒
如ｃ

来
︒
如
実
知
⾒ｃ

之
説
︒
世ｄ

間
相
常
住ｄ

之
⽂
︒
是
草
⽊

成
仏
之
⾔
旨
也
︒
︙
︙
草
⽊
既
具
⽣
住
異
滅
四
相
︒
是
則
草
⽊
ｖ
姿
也
︒

︹
ｃ
︱
ｃ
﹃
妙
法
華
﹄
四
⼆
頁
下
⼀
三
行
︒
　
ｄ
︱
ｄ
﹃
妙
法
華
﹄
九
頁
中
⼀
〇
行
︒︺

︵﹃
⼤
日
本
仏
教
全
書
﹄
⼆
四
﹁
天
台
小
部
集
釈
﹂︑
仏
書
刊
行
会
︑
⼀
九
⼀
三
︑

⼀
四
⼀
頁
中
六
︱
⼀
⼀
行
︶

先
に
⾒
た
禅
師
の
﹁
三
界
﹂
重
視
は
︑﹁
三
界
﹂
を
窮
極
的
真
実
と
す

北
越
入
⼭
を
め
ぐ
B
て
︵
新
井
︶

⼀
六



る
あ
り
⽅
を
意
味
し
︑
す
べ
て
の
世
界
を
表
す
﹁
三
界
﹂
と
い
う
語
の

使
⽤
に
よ
B
て
︑﹁
⾒
ら
れ
る
ま
ま
の
も
の
の
肯
定
﹂を
抽
象
的
に
し
て

包
括
的
に
示
す
が
︑
こ
の
﹃
草
⽊
発
⼼
修
行
成
仏
記
﹄
の
記
述
は
︑
草

⽊
成
仏
と
い
う
具
体
的
な
事
物
︑事
柄
を
取
り
上
げ
て
︑﹃
法
華
経
﹄﹁
⽅

便
品
﹂
に
出
る
﹁
世
間
相
常
住
﹂
と
い
う
表
現
を
⽤
い
て
︑
現
象
世
界

を
あ
り
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒

し
か
る
に
︑
重
要
な
の
は
︑﹁
空
華
﹂
及
び
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
の
⼆
つ
の

巻
と
﹃
草
⽊
発
⼼
修
行
成
仏
記
﹄
に
お
い
て
︑﹁
三
界
﹂﹁
草
⽊
﹂
と
い

う
よ
う
な﹁
⾒
ら
れ
る
ま
ま
の
も
の
﹂が
肯
定
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
︒即

ち
︑
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
は
﹁
⾒
ら
れ
る
ま
ま
の
も
の
﹂
を
窮
極
的

真
実
と
し
て
肯
定
す
る
思
索
の
あ
り
⽅
が
⼀
致
し
て
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
際
︑﹁
草
⽊
﹂
が
﹁
発
⼼
修
行
菩
提
涅
槃
﹂
す
る

と
い
う
の
は
︑﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
に
お
い
て
﹁
⾒
成
公
案
﹂
が
三
界
を
し

て
﹁
発
⼼
修
行
菩
提
涅
槃
﹂
さ
せ
る
と
記
述
と
表
現
上
も
⼀
致
し
て
い

る
こ
と
は
注
⽬
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
︒

四
 
本
論
の
要
点

近
代
の
研
究
に
お
い
て
︑
北
越
入
⼭
を
契
機
と
し
て
︑
説
示
の
内
容

に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
が
︑
入
⼭
後
︑
最
初

に
示
衆
さ
れ
た
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
に
お
い
て
︑﹁
三
界
﹂
を
重
視
し
肯
定

す
る
所
説
は
︑
す
で
に
︑
入
越
と
同
年
三
月
に
興
聖
寺
に
お
い
て
著
さ

れ
た
﹁
空
華
﹂
巻
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
故
︑

少
な
く
と
も
こ
の
点
で
︑
入
⼭
を
境
に
説
示
の
内
容
に
変
化
が
あ
B
た

こ
と
は
認
め
難
い
︒

こ
の
三
界
を
重
視
し
肯
定
す
る
⾒
解
は
︑所
謂﹁
天
台
本
覚
法
門
﹂に

お
け
る
現
象
世
界
を
肯
定
す
る
⾒
解
と
思
索
の
あ
り
⽅
が
⼀
致
す
る
︒

従
B
て
︑
従
来
︑
禅
師
と
天
台
と
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
が
︑
少
な
く

と
も
﹁
三
界
唯
⼼
﹂
巻
の
所
説
は
︑
所
謂
﹁
天
台
本
覚
法
門
﹂
に
お
け

る
現
象
世
界
の
肯
定
と
思
索
の
あ
り
⽅
と
親
和
的
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒

註
︵
１
︶
守
屋
氏
の
論
考
に
対
し
︑
中
世
古
祥
道
氏
は
批
判
的
に
論
じ
︑
重
要
な

問
題
を
提
起
し
て
い
る
︒﹃
新
　
道
元
禅
師
伝
研
究
﹄国
書
刊
行
会
︑⼆

〇
〇
⼆
︑
⼀
四
七
︱
⼀
六
四
頁
参
照
︒

︵
２
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N
 318,10-11: na tathā traidhātukaṃ

 tathāgatena dṛṣṭaṃ
 yathā

bālapṛthagjanāḥ paśyanti 1.

﹃
正
法
華
﹄
亦
不
三
界
如
来
所
行
不
⾒
三
処
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⼀
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三
頁
下
⼀
七
行
︶

﹃
妙
法
華
﹄
不
如
三
界
⾒
於
三
界
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四
⼆
頁
下
⼀
五
行
︶
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１na tathā | traidhātukaṃ
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本
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仏
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版
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〇
⼀
三
︑

⼆
八
四
︱
⼆
八
五
頁
に
基
づ
き
︑na

を
削
除
し
訂
正
し
て
読
む
︒︶

︹
拙
訳
︺愚
者
で
あ
る
凡
夫
た
ち
が
⾒
る
よ
う
に
︑そ
の
よ
う
に
︑如
来

に
よ
B
て
三
界
に
属
す
る
も
の
が
⾒
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒

北
越
入
⼭
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め
ぐ
B
て
︵
新
井
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︵
３
︶
こ
の
よ
う
な
理
解
は
︑
詮
慧
﹃
聞
書
﹄
に
お
い
て
︑﹁
不
如
三
界
︑
⾒
於

三
界
﹂の
経
⽂
に
対
す
る
宗
門
に
お
け
る
理
解
と
し
て
︑﹁
三
界
ヲ
三
界

ト
⾒
ム
ニ
ハ
如
カ
ジ
﹂
と
い
う
読
み
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
B
て

知
ら
れ
る
が
︵﹃
蒐
書
⼤
成
﹄
⼀
三
︑
⼆
⼆
四
頁
⼆
〇
行
︶︑
同
様
の
理

解
は
︑﹁
空
華
﹂
巻
に
お
け
る
こ
の
経
⽂
の
引
⽤
︵﹃
道
元
全
﹄
上
︑
⼀

⼀
三
頁
⼀
七
行
︶
に
対
す
る
﹃
聞
書
﹄
の
註
釈
個
所
に
︑
次
の
よ
う
に

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る︵﹃
蒐
書
⼤
成
﹄⼀
⼀
︑

六
七
八
頁
⼀
⼀
︱
⼀
⼆
行
︶︒

三
界
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三
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此
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