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平
常
心
是
道
（
へ
い
じ
ょ
う
し
ん
　
こ
れ
ど
う
）

莫
妄
想
（
ま
く
も
う
そ
う
）

　
中
国
唐
の
時
代
の
無
業
禅
師
と
い
う
方
は
、
生
涯
の
中
で
、
何
か

人
か
ら
尋
ね
ら
れ
る
度
に
、
た
だ
、「
莫
妄
想
」
と
答
え
る
の
み
で

し
た
。
莫
は
「
・
・
・
す
る
こ
と
莫
れ
」
で
あ
り
、
妄
想
と
は
、
よ

こ
し
ま
な
も
の
へ
の
こ
だ
わ
り
の
心
を
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
つ
ま

ら
ぬ
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
い
か
ん
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。

 

　
鎌
倉
の
円
覚
寺
へ
中
国
の
宋
か
ら
来
ら
れ
て
開
山
様
に
な
ら
れ

た
無
学
祖
元
師
は
、
弘
安
の
役
の
時
、
執
権
の
北
条
時
宗
公
を
「
莫

煩
悩
（
ま
く
ぽ
ん
の
う
）」
の
言
葉
で
激
励
さ
れ
ま
し
た
。
煩
悩
も

妄
想
も
同
じ
よ
う
な
こ
だ
わ
り
の
心
を
指
し
ま
す
。
禅
宗
で
は
、
こ

の
心
を
な
く
す
れ
ば
、悟
り
の
境
地
に
入
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

　「
馬
鹿
は
気
楽
じ
ゃ
、
理
屈
の
種
が
、
胸
に
な
い
の
で
気
が
広
い
」

と
古
人
が
言
っ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
だ
わ
り
を
超
越
し
て
、
馬
鹿
に

徹
す
る
の
も
人
生
に
は
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

　
こ
れ
は
中
国
の
「
無
門
関
」
と
い
う
禅
の
教
え
を
説
い
た
本
の
第
十
九

則
に
出
て
く
る
お
話
し
で
す
。

 
　
唐
の
時
代
の
趨
州
と
い
う
偉
い
お
坊
さ
ん
が
、
そ
の
師
匠
の
南
泉
禅

師
、「
道
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、「
平
常
心

が
道
で
あ
る
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
二
人
の
問
答
に
な
り
ま
す
。

 

　「
そ
れ
は
ど
う
し
た
ら
つ
か
ま
え
ら
れ
ま
す
か
」、「
つ
か
ま
え
た
い
と

思
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
」、「
そ
ん
な
実
体
の
な
い
も
の
は

つ
か
ま
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
」、「
い
や
、
考
え
て
み
よ
。
も
の
が
あ
る

と
か
、
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
普
通
の
分
別
な
ど
は
超
越
し
て
、
も
う

ど
ち
ら
も
考
え
な
．
い
よ
う
に
な
れ
ば
、
心
は
晴
れ
わ
た
っ
た
秋
の
空
の

よ
う
に
清
々
し
く
な
り
、
道
は
自
ず
か
ら
は
っ
き
り
と
見
え
て
来
る
の

じ
ゃ
。」

 

　
禅
師
は
こ
う
説
か
れ
ま
し
た
。

 

　
身
を
焼
く
恋
愛
で
も
、
す
べ
て
忘
れ
、
そ
し
ら
ぬ
風
を
し
た
方
が
、

成
功
す
る
よ
う
で
す
ね
。
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照
顧
脚
下　
　
　

禅
林
類
聚
（
ぜ
ん
り
ん
る
い
じ
ゅ
う
）

　
脚
下
を
照
顧
（
し
よ
う
こ
）
せ
よ
。
こ
れ
は
禅
寺
の
玄
関
で
よ
く
見

か
け
る
言
葉
で
す
。
照
顧
と
は
「
照
（
て
）
し
て
顧
み
る
」、
つ
ま
り
よ

く
見
て
反
省
す
る
こ
と
で
す
。

 

　
脚
下
と
は
「
足
も
と
」
で
す
か
ら
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
よ
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
所
の
家
を
訪
問
し
て
、
玄
関
で
履
物
を

乱
雑
に
脱
ぐ
よ
う
で
は
駄
目
で
す
。
照
顧
は
飽
く
ま
で
も
自
分
自
身
を

律
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
人
に
求
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常

に
自
己
の
本
質
と
対
峙
し
て
自
身
に
問
い
聞
か
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

 

　
古
人
が
、「
わ
れ
思
う
、
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
自
身
の
心
と
の
会
話
こ
そ
大
切
な
も

の
と
な
り
ま
す
。
私
が
雲
水
の
頃（
修
行
中
）、よ
く
托
鉢
に
出
ま
し
た
が
、

必
ず
網
代
笠
（
あ
じ
ろ
か
さ
）
を
深
く
か
ぶ
り
ま
し
た
。

 

　
こ
れ
は
周
囲
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
自
己
を
見
つ
め
歩
く
た
め
の
一
つ
の

修
行
の
道
具
な
の
で
す
。
誰
も
が
こ
の
よ
う
な
心
構
え
で
自
己
を
養
っ

て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

随
処
に
主
と
作
れ
ば
立
処
塾
皆
真
な
り

　
こ
れ
は
、
臨
済
宗
の
祖
、
臨
済
禅
師
（
八
六
七
）
の
言
わ
れ
た
有

名
な
言
葉
で
す
。

 

　
主
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
内
在
す
る
仏
性
の
こ
と
で
す
。「
随

処
に
主
と
な
る
」、
つ
ま
り
ど
ん
な
困
難
に
当
た
っ
て
も
、
仏
性
の

存
在
を
自
覚
し
、
渾
身
の
力
を
振
り
絞
っ
て
で
も
、
し
っ
か
り
し
た

自
己
を
見
極
め
る
こ
せ
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、「
立
処
皆
真
な
り
」
と
な
り
ま
す
。
進
退
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
か
、
と
迷
い
の
中
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
霧
が
晴
れ
る
よ
う

に
、
真
実
は
自
ず
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
、
と
説
か
れ
ま
す
。

 

　
人
生
と
は
、
ひ
と
た
び
心
の
緊
張
を
疎
か
に
す
る
と
、
不
安
や
苛

立
ち
に
お
そ
わ
れ
て
、
月
日
が
経
て
ば
、
ま
す
ま
す
再
起
も
お
ぼ
つ

か
な
く
な
り
、
無
意
味
な
時
を
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

　
人
は
、
如
何
な
る
状
況
の
下
に
あ
っ
て
も
、
平
静
な
心
を
失
わ
ず
、

悠
々
と
大
空
を
ゆ
く
白
雲
の
よ
う
な
心
境
に
な
る
こ
と
が
願
わ
し
い

の
で
す
。
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雪
裡
梅
花
只
一
枝
（
せ
つ
り
の
ば
い
か 

た
だ 

い
っ
し
）

　
こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
で
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

　「
雪
裡
梅
花
只
一
枝
」
は
、
道
元
禅
師
の
師
如
渾
禅
師
の
言
葉
の
中

に
あ
る
一
節
で
、「
雪
に
埋
も
れ
て
い
る
梅
の
花
は
、
お
釈
迦
様
の
悟

り
そ
の
も
の
で
あ
る
事
を
伝
え
て
お
り
ま
す
」。
こ
れ
を
受
け
て
道
元

禅
師
は
「
正
法
眼
蔵
（
し
ょ
う
ほ
う
げ
ん
ぞ
う
）」
で
「
お
釈
迦
様
が

悟
ら
れ
る
の
は
、
丁
度
春
風
が
吹
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
雪
に
埋
れ
て

い
る
梅
も
間
も
な
く
咲
き
乱
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」。
と
伝
え
て
お

ら
れ
ま
す
。
如
浄
禅
師
の
言
葉
は
、
弟
子
達
へ
の
励
ま
し
で
も
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
修
行
者
は
苦
難
を
乗
り
越
え
て
悟
り
、
そ
の
喜
び
を
得

る
事
を
期
待
し
て
修
行
に
励
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

 

　
私
た
ち
も
同
じ
で
す
。
今
回
の
震
災
に
め
げ
る
事
な
く
、
苦
労
・
苦

難
の
厳
し
い
道
を
乗
り
切
っ
て
こ
そ
、
花
も
咲
き
開
く
事
で
し
ょ
う
。

「
が
ん
ば
れ
」
と
い
う
言
葉
は
簡
単
な
事
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
苦

難
を
乗
り
切
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
今
お
送
り
で
き
る
本
心
で
す
。

風
来
疎
竹 

風
過
而
留
声　
　

　（
菜
根
譚
）

　「
菜
根
譚
」
と
は
、
中
国
の
明
未
（
み
ん
ま
つ
）
の
儒
者
・
洪
応
明
（
こ

う
お
う
め
い
）
の
著
書
で
す
。

 

「
風
、
疎
竹
に
来
る
（
竹
や
ぶ
を
揺
さ
ぶ
る
）。
風
、
過
ぎ
て
竹
に
声
を
留
め

ず
（
風
が
通
り
過
ぎ
で
し
ま
う
と
、そ
こ
は
何
事
も
な
か
っ
た
様
子
に
な
る
）。

何
か
こ
と
が
起
き
た
と
き
に
、
人
は
動
揺
し
、
そ
れ
に
執
着
し
て
振
り
ま
わ

さ
れ
る
が
、
こ
と
が
終
わ
り
、
時
が
過
ぎ
れ
ば
元
の
状
態
に
戻
る
の
で
す
。

 

　「
物
事
に
執
着
し
て
心
を
動
か
す
よ
う
な
こ
と
は
、
心
の
空
（
無
駄
）
で

あ
る
事
を
知
れ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

　
人
は
常
に
不
安
と
苦
悩
を
苛
立
ち
の
な
か
で
、
過
ご
し
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
時
、
何
か
普
段
と
変
わ
っ
た
こ
と
が
超
こ
れ
ば
人
は
皆
動
揺
し
、「
ど
う

し
よ
う
」
と
心
を
悩
ま
せ
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
時
的
な
こ
と
で
、
時
が
解
決

し
て
く
れ
る
の
で
す
。

 

　
人
は
ど
ん
な
現
実
に
お
か
れ
て
も
、
自
然
体
で
い
る
。
そ
れ
に
は
執
着
の

な
い
無
心
に
徹
す
る
こ
と
が
、
肝
要
と
思
わ
れ
ま
す
。
常
に
自
己
を
見
失
な

わ
ず
行
動
す
る
事
を
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
。
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水
流
元
入
海 

月
落
不
離
天

五
燈
会
元
（
ご
と
う
え
げ
ん
）　（
第
十
六
）

　「
水
流
れ
て
元
海
に
入
り
、
月
落
ち
て
天
を
離
れ
ず
」。
水
の
流
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
方
向
を
異
に
し
て
い
ま
す
が
、
最
後
は
海
へ
と
辿
り
着
き
ま
す
。

 

月
は
東
か
ら
上
り
、
西
へ
没
も
ま
す
が
、
決
し
て
天
を
離
れ
よ
う
と
は
し
ま

せ
ん
。
人
に
老
若
男
女
・
賢
愚
貧
富
の
差
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
来
の
純

粋
な
人
間
性
、
自
分
の
中
の
も
う
一
人
の
自
己
を
具
え
て
い
れ
ば
本
源
（
お

お
も
と
）
に
戻
れ
る
の
で
す
。

 

　
こ
れ
ら
は
主
人
公
や
本
来
面
目
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
下
さ
い
。
本
来
全

て
の
人
に
は
同
じ
本
心
・
仏
性
が
具
わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
本
来
の
自
己

に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
は
平
等
を
意
味
し
、
平
等
は
差
別
を
す
る

真
理
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

　
現
代
、
格
差
社
会
と
か
政
治
不
信
と
か
い
わ
れ
、
当
然
貧
富
の
差
も
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
人
間
の
行
き
着
く
処
は
同
じ
と
考
え
る
と
、
周

囲
の
言
動
や
己
に
降
り
注
ぐ
物
事
に
も
動
じ
ず
、
己
を
信
じ
て
生
き
て
い
く

こ
と
が
大
切
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

本
来
の
面
目　
　
　

（
六
祖
壇
経
）
ろ
く
そ 

だ
ん
き
ょ
う

「
本
来
の
面
目
」
と
は
、
端
的
に
い
い
ま
す
と
、
純
粋
な
持
っ
て
生
ま
れ

た
自
己
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
で
す
。

 

人
間
は
、
泰
や
分
別
心
が
あ
る
た
め
、
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
真
実
の

自
己
が
見
え
て
来
な
い
も
の
で
す
。

 

道
元
禅
師
は
、
こ
の
自
然
の
姿
が
見
え
る
こ
と
を
大
切
に
さ
れ
、「
春

は
花
、
夏
ほ
と
と
ぎ
す
、
秋
は
月
、
冬
雪
さ
え
て
掠
し
か
り
け
り
。」
と

詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

 

　
禅
門
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
清
ら

か
な
人
間
性
を
と
り
上
げ
、
仏
心
と
か
、
あ
る
い
は
主
人
公
（
既
述
⑤
）

な
ど
と
い
い
ま
す
。仏
心
の
力
に
よ
り
、純
粋
な
真
理
の
琴
線
に
ふ
れ
て
、

相
対
的
認
識
を
な
く
し
、
絶
対
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

 

　
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
飲
酒
も
ま
た
喜
び
の
一
つ
で
す
。
ど
ん
な
に

お
酒
を
飲
も
う
が
、そ
れ
に
流
さ
れ
な
い
本
来
の
自
分
を
し
っ
か
り
持
っ

て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
お
酒
は
、般
若
湯
と
も
、薬
水
と
も
い
わ
れ
、

仏
門
で
も
禁
止
（
修
行
中
以
外
）
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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千
里
、
万
里
と
も
い
え
る
ほ
ど
、
と
て
つ
も
な
い
遠
い
隔
た
り
が
あ

ろ
う
と
も
、
一
本
の
鉄
の
長
い
棒
で
、
二
つ
の
意
識
（
真
理
）
が
が
っ

ち
り
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
さ
て
、
人
間
の
心
の
奥

に
は
、
ど
っ
か
り
と
座
り
込
ん
で
い
る
本
体
（
真
如
・
実
相
・
仏
性
・

仏
心
）が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ま
た
、主
人
公（
前
述
⑤
）・

本
来
の
面
目
な
ど
と
い
い
ま
す
が
、
六
祖
大
師
（
慧
能
）
は
こ
れ
を
自

性
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
仏
心
、
若
し
く
は
自
性
こ
そ
は
、
空

間
の
隔
り
は
も
と
よ
り
、
時
間
も
意
識
し
な
い
存
在
で
、
ま
さ
に
こ
れ

を
終
始
一
貫
と
い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。

 

　
さ
て
、
長
い
人
生
に
あ
っ
て
、
吾
々
は
何
ら
か
の
形
で
大
き
な
決

断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

　
そ
う
し
た
時
、
安
易
に
妄
想
や
分
別
心
な
ど
に
捉
わ
れ
、
し
っ
か

り
し
た
決
断
を
見
失
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
一
条
鉄
に
よ

る
「
終
始
一
貫
」
の
仏
心
を
信
じ
、
苦
難
の
山
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
も

の
と
一
途
に
信
じ
、
我
道
を
進
ん
で
頂
き
た
い
も
の
で
す
。

万
里
一
条
鉄
　
　
　（
人
天
眼
目
巻
二
）
じ
ん
て
ん
が
ん
も
く

　
弘
忍（
ぐ
に
ん
）禅
師（
五
祖
）の
法
を
つ
い
だ
慧
能（
え
の
う
）禅
師（
六

祖
）
は
、
周
囲
の
ね
た
み
を
怖
れ
、
ひ
た
す
ら
か
く
れ
て
い
て
、
十
五

年
も
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
世
の
様
子
は
ど
う
か
と
、故
郷
、

広
州
の
法
性
寺
（
ほ
っ
し
ょ
う
じ
）
に
行
っ
て
み
ま
し
た
ら
、
境
内
に
は

お
経
の
講
義
の
た
め
の
た
く
さ
ん
の
幡
（
の
ぼ
り
）
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
見
た
あ
る
僧
は
、
風
が
動
い
て
い
る
（
風
動
）
と
い
い
、
あ
る

僧
は
、
幡
が
動
い
て
い
る
（
幡
動
）
と
い
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
六
祖
は
、

こ
れ
は
人
の
心
（
あ
な
た
の
心
・
心
動
）
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
と

い
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
一
つ
の
も
の
（
万
物
一
体
）
に
由
来
し
て

い
る
と
説
か
れ
た
の
で
す
。
無
門
禅
師
も
ま
た「
動
く
の
は
風
で
も
な
く
、

幡
で
も
な
く
と
こ
ろ
で
も
な
い
」
と
さ
れ
、「
本
心
を
把
握
し
て
心
が
動

じ
な
い
と
こ
ろ
に
禅
の
本
性
が
あ
る
」
と
説
か
れ
る
の
で
す
。

 

　
毎
日
の
仕
事
の
中
で
対
応
の
如
何
に
よ
り
、
思
わ
ぬ
困
惑
を
招
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
執
著
分
別
の
心
を
捨
て
切
っ
て
こ
そ
、
万

物
が
一
体
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
す
。

風
動
幡
動
（
ふ
う
ど
う
ば
ん
ど
う
）　
　
　
無
門
関
二
十
九
則



朝比奈宗泉の禅語逍遥 　鎌倉生活掲載抜粋朝比奈宗泉の禅語逍遥 　もくじへリンク

般
若 

　
　
　
　
　

般
若
心
経
（
は
ん
に
や
し
ん
ぎ
ょ
う
）

　
私
た
ち
が
身
近
な
こ
と
と
し
て
、
日
頃
、
声
を
出
し
て
読
ん
だ
り
す
る
「
般

若
心
経
」
と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
経
に
よ
り
ま
す
と
、
人
間
界
の

す
べ
て
は
、
一
切
が
「
空
（
く
う
）」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
空
と
は

実
体
の
な
い
も
の
で
、
こ
れ
が
本
当
に
認
識
さ
れ
れ
ば
、
苦
し
み
の
元
凶
で
あ

る
煩
悩（
ば
ん
の
う
）や
妄
想（
も
う
ぞ
う
）な
ど
は
自
然
に
取
り
除
か
れ
、す
っ

き
り
し
た
菩
提
接
の
彼
岸
（
悟
り
の
世
界
）
を
目
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
力
は
、
仏
の
悟
り
の
智
慧
で
あ
っ
て
、
般
若
と
い
い
ま
す
。

 

　
こ
の
般
若
と
は
、
学
問
上
の
智
恵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

懸
命
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
、
宗
教
的
な
修
行
か
ら
得
ら
れ
た
、
仏
の
尊
い
智
慧

で
あ
る
の
で
す
。

 

　
人
は
修
行
に
よ
っ
て
一
切
の
空
を
認
識
し
、
現
状
を
超
え
て
、
よ
り
勝
れ

た
実
体
の
発
見
に
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
た
ゆ
ま
ぬ
努

力
と
実
行
力
こ
そ
が
大
切
な
人
生
の
基
盤
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は「
莫
妄
想（
ま

く
も
う
ぞ
う
）」
や
「
放
下
著
（
ほ
う
げ
じ
や
く
）」
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
す
。

　
白
拈
賊
と
は
、
白
昼
堂
々
と
誰
も
知
ら
な
い
間
に
、
盗
み
を
行
う

盗
賊
（
ス
リ
）
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
臨
済
禅
師
（
八
六
七
年
）
は

白
拈
賊
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
衆
生
の

誰
も
が
持
っ
て
い
る
煩
悩
と
か
妄
想
を
、
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
取

り
払
い
、
人
を
純
真
な
本
来
の
人
間
に
立
ち
か
え
ら
せ
る
大
き
な
力

量
を
お
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
こ
う
い
わ
れ
た
の
で
す
。

 

　
鎌
倉
時
代
、
蒙
古
襲
来
の
時
、
円
覚
寺
の
無
学
祖
元
禅
師

（
一
二
二
六
～
一
二
八
六
）
は
、
執
権
で
あ
っ
た
北
条
時
宗
（
三
十
一

歳
）
に
白
拈
賊
と
同
じ
意
味
を
持
つ
「
莫
煩
悩
（
ま
く
ぼ
ん
の
う
）」

と
い
う
言
葉
を
与
え
、
努
力
を
促
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
難
を
回

避
し
、
危
機
を
き
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

　
白
拈
賊
も
莫
煩
悩
も
ど
ち
ら
も
要
は
馬
鹿
に
な
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
禅
語
で
い
う
、
大
愚
・
大
拙
と
い
う
こ

と
で
、
い
つ
も
心
を
安
ら
か
に
し
、
煩
悩
な
ど
に
振
り
回
さ
れ
ず
、

無
我
・
無
心
の
状
態
に
な
る
こ
と
で
す
。

白
拈
賊 

び
ゃ
く
ね
ん
ぞ
く
　
　「
碧
巌
録
」
第
七
十
三
則 
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「
赤
肉
団
上
（
し
ゃ
く
に
く
だ
ん
じ
ょ
う
　
人
間
の
体
）
に
一
無
位
の
真
人
あ
り
、

常
に
汝
等
諸
人
の
面
前
よ
り
出
入
り
す
」。

 

　「
私
た
ち
の
身
体
に
は
、
無
位
の
真
人
（
む
い
の
し
ん
に
ん
）
と
い
う
仏
様
の

よ
う
な
方
が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
て
、
常
に
身
体
を
出
た
り
入
っ
た
り
さ
れ
て

い
る
。
判
っ
て
お
る
か
な
」、
と
臨
済
禅
師
が
問
答
の
中
で
弟
子
た
ち
に
お
尋
ね
に

な
っ
て
い
ま
す
。

 

　
こ
の
真
人
と
は
、
周
囲
か
ら
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
・
平
等
な
境
地
の

解
脱
人
（
げ
だ
つ
に
ん
）
と
い
わ
れ
る
方
で
す
。
こ
の
方
に
お
会
い
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。

 

　
無
門
関
（
む
も
ん
か
ん
）（
第
十
二
則
）
に
出
て
く
る
師
彦
禅
師
は
毎
日
自
分

の
中
の
も
う
一
人
の
自
分
に
向
か
っ
て
、「
主
人
公
（
本
人
）、
ど
う
じ
ゃ
い
ね
む

り
し
て
い
な
い
か
、
し
っ
か
り
せ
い
」
と
励
ま
し
の
言
葉
を
か
け
る
方
で
あ
っ
た
、

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

　
現
代
は
、
不
安
の
世
相
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
時
こ
そ
自
分
に
問
い
か

け
、
純
真
な
自
己
を
し
っ
か
り
と
呼
び
も
ど
し
て
精
進
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

無
位
真
人
（
無
位
の
真
人
） 

む
い
の
し
ん
に
ん
　
　
　
　
　（
臨
済
録
）

　
中
国
の
東
晋
時
代
の
詩
人
陶
淵
明
（
と
う
え
ん
め
い
）（
三
六
五
｜
四
二
七
）

が
、
官
吏
の
生
活
に
飽
き
、「
い
ざ
帰
り
な
ん
」（
さ
あ
帰
ろ
う
よ
）
と
故
郷
を

目
ざ
し
た
と
き
に
詠
ん
だ
詩
「
帰
去
来
の
辞
」
は
、
純
真
な
新
鮮
さ
を
求
め
る

心
の
現
わ
れ
と
し
て
、
昔
か
ら
多
く
の
人
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

　
そ
の
ひ
と
つ
に
「
雲
無
心
以
出
岫
（
し
ゅ
う
）」（
雲
無
心
に
し
て
以
て
岫
を

出
ず
）。

 

雲
が
高
い
山
の
洞
穴
（
岫
）
か
ら
湧
き
出
て
く
る
雄
大
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
す

が
、
自
我
を
捨
て
去
り
、
無
心
の
境
地
に
ひ
た
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
貧
困
を
い
と
わ
ず
、
晴
耕
雨
読
、
自
適
の
生
活
に
甘
ん
じ
た
詩
人
と
い

え
ま
す
。

 

　
と
か
く
人
間
社
会
は
理
想
を
求
め
過
ぎ
、
現
実
の
認
識
の
甘
さ
か
ち
遊
離
し

た
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
ら
ぬ
邪
念
を
捨
て
去

り
、
無
心
に
な
り
切
る
こ
と
こ
そ
大
切
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
白
雲
流
水
共

悠
悠
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
無
心
に
徹
す
る
こ
と
で
何
も
の
に
も
束
縛
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
心
境
を
現
わ
し
て
い
ま
す
。

無
心 

　
　
　
　
伝
心
法
要
　（
で
ん
し
ん
ほ
う
よ
う
）
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昔
か
ら
、
一
月
二
日
の
夜
中
に
見
る
夢
を
、
初
夢
と
い
い
、
た
の
し
み
に
し

ま
す
。
こ
れ
に
は
今
年
こ
そ
い
い
夢
を
、と
思
う
期
待
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

 

　
夢
と
は
、寝
て
い
る
間
に
、楽
し
い
こ
と
、こ
わ
い
こ
と
、そ
し
て
時
に
は
困
っ

た
こ
と
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
夢
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、目
覚
め
て
、

あ
あ
、
よ
か
っ
た
と
、
は
っ
と
す
る
の
も
夢
な
の
で
す
。

 

　
禅
者
に
お
い
て
の
夢
と
は
、
あ
と
に
何
も
残
さ
な
い
、
こ
だ
わ
り
の
な
い
、

何
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
心
境
、
つ
ま
り
悟
り
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
世
の
中
の

す
べ
て
の
物
は
、
夢
の
よ
う
で
あ
る
し
、
幻
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

 

　
し
か
し
、
夢
を
も
つ
こ
と
自
体
は
人
生
を
楽
し
く
さ
せ
て
く
れ
ま
す
し
、
生

き
が
い
に
も
な
り
ま
す
。

 

　
で
も
、
世
の
中
は
甘
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
は
か
な
く
、
夢
と
散
る
」
こ
と

も
多
く
無
常
な
も
の
で
す
。

 

　
正
月
の
夢
ぐ
ら
い
、
大
き
く
み
た
い
も
の
で
す
が
、
夢
の
中
で
夢
の
真
実
に

気
づ
く
こ
と
も
必
要
で
す
。

夢 

　
　
　
　
道
元
禅
師
　（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）

「
竹
に
上
下
の
節
あ
り
」。
一
本
の
竹
の
中
は
、
芯
が
空
で
す
が
、
等
間
隔
に
固

い
節
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
節
は
全
体
を
支
え
て
い
る
の
で
、
真
っ
直
ぐ
に

そ
び
え
立
ち
、
風
雪
に
も
強
い
わ
け
で
す
。
そ
の
様
子
か
ら
竹
の
強
い
意
志
が

感
じ
と
れ
ま
す
。

 

　
こ
の
節
は
、
ど
れ
が
上
等
で
あ
る
と
か
、
そ
の
良
し
あ
し
の
区
別
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
節
の
あ
る
こ
と
で
一
本
の
竹
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

竹
は
成
長
し
て
古
竹
に
な
る
と
、
し
っ
か
り
し
た
竹
道
具
の
材
料
と
し
て
も
、

珍
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

　
人
間
社
会
に
お
い
て
も
、上
下
の
区
別
が
上
手
に
整
理
さ
れ
、持
ち
場
が
は
っ

き
り
し
て
い
れ
ば
、
組
織
の
秩
序
は
良
好
に
機
能
し
、
願
わ
し
い
社
会
を
保
つ

こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

　
生
活
基
盤
と
な
る
道
徳
に
し
て
も
、
相
互
の
協
調
と
融
和
が
大
切
で
、
加
え

て
強
い
意
志
と
大
ら
か
な
度
量
が
必
要
で
す
。

 

　
昔
、
中
国
へ
留
学
し
た
日
本
の
禅
僧
が
持
ち
帰
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
竹
が
、

今
や
日
本
で
も
立
派
に
根
づ
い
て
い
ま
す
。

竹
有
上
下
節 

　
　
　
槐
安
国
語
（
か
い
あ
ん
こ
く
ご
）　
　
第
四
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爽
や
か
な
心
地
良
い
風
と
、
清
く
澄
み
渡
っ
た
月
と
い
う
こ
と
で
、
世

に
い
う
十
三
夜
か
、
十
五
夜
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

 
　
碧
巌
録
の
第
六
則
に
、「
誰
家
無
　
明
月
清
風
」（
誰
（
た
）
が
家
に
か

明
月
清
風
な
か
ら
ん
）
の
禅
語
が
あ
り
ま
す
。

 

　
自
然
は
公
平
で
あ
っ
て
、
人
の
地
位
や
貴
賎
な
ど
に
関
係
な
く
、
ど
の

家
に
も
明
月
は
さ
し
込
み
、清
風
は
吹
き
抜
け
て
い
る
、と
い
う
意
味
で
す
。

 

　
こ
の
裏
の
意
味
は
、
人
の
心
の
中
の
煩
悩
や
妄
想
な
ど
は
す
べ
て
拭
い

去
り
、
曇
り
や
汚
れ
も
な
く
な
っ
て
、
無
心
無
我
の
境
地
（
純
真
な
自
己
）

に
至
っ
た
人
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。

 

　
自
分
も
そ
う
し
た
「
純
真
な
自
己
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
認
識

し
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
に
は
違
っ
た
世
界
が
見
え

て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

 

　
つ
ま
り
、「
日
々
是
好
日
（
に
ち
に
ち
こ
れ
こ
う
に
ち
）」
の
心
境
を
よ

く
噛
み
し
め
、
い
つ
も
こ
の
心
を
持
っ
て
、
悠
々
と
暮
ら
し
て
ゆ
き
た
い

も
の
で
す
。

清
風
明
月 （
せ
い
ふ
う
　
め
い
げ
つ
）　
碧
厳
録
　
　（
第
二
十
一
則
）

　「
両
忘
」
と
は
、
両
方
と
も
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
「
生
と
死
、

是
と
非
、
愛
と
憎
、
苦
と
楽
な
ど
相
対
的
、
二
元
的
な
考
え
方
は
や
め
な

さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
禅
の
考
え
に
は
、二
者
択
一
は
無
い
の
で
す
。

こ
れ
は
、中
国
の
宋
の
時
代
の
儒
学
者
程
明
通
の
「
定
性
書
」
の
中
に
「
内

外
両
忘
す
る
に
若
か
ず
。
両
忘
す
れ
ば
則
ち
澄
然
無
事
（
ち
ょ
う
ぜ
ん
ぶ

じ
）
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

 

　「
放
下
著
（
ほ
う
げ
じ
ゃ
く
）」
と
同
じ
意
味
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

二
元
の
相
対
す
る
思
い
を
放
下
す
る
こ
と
で
、
対
立
す
る
両
方
の
価
値
を

比
べ
る
必
要
も
な
く
な
り
、
心
の
わ
だ
か
ま
り
が
消
え
て
真
実
の
姿
が
見

え
て
く
る
も
の
で
す
。

 

　
人
生
に
は
ど
う
し
て
も
迷
い
が
付
き
ま
と
い
ま
す
。
毎
日
の
何
気
な

い
事
柄
で
さ
え
、
左
右
の
判
断
を
求
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
結

論
を
出
そ
う
と
思
わ
ず
、
曖
昧
（
あ
い
ま
い
）
さ
の
中
か
ら
真
実
を
発
見

す
る
努
力
も
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
柔
軟
な
思
考
の
中
に
こ
そ
穏
や

か
な
日
々
を
過
ご
せ
る
要
素
が
あ
り
ま
す
。

両
忘 （
り
よ
う
　
ぼ
う
）　
　
程
明
道
（
て
い
め
い
ど
う
）　「
定
性
書
」(

て
い
せ
い
し
ょ)
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昔
、
中
国
の
厳
陽
尊
者
が
趙
州
禅
師
（
七
七
八
～
八
九
七
）
に
、「
一
物

不
将
来
の
時
如
何
」（
私
は
も
う
何
も
か
も
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ

ん
な
時
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
よ
う
か
）と
伺
い
ま
し
た
。
禅
師
は
、

す
か
さ
ず
、「
放
下
著
」、
著
は
…
せ
よ
の
意
味
で
、
放
下
と
は
捨
て
る

で
す
か
ら
、「
全
て
捨
て
て
し
ま
え
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。「
も
う
何

も
無
い
と
申
し
上
げ
た
の
に
捨
て
よ
と
い
わ
れ
て
も
、
ど
う
に
も
な
り

ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
禅
師
は
、　「
恁
魔
（
い
ん
も
）
な
ら
ば

即
ち
担
取
し
去
れ
」（
そ
れ
な
ら
、か
つ
い
で
い
け
）と
い
わ
れ
た
の
で
す
。

 

　 

つ
ま
り
何
も
無
い
と
い
う
事
に
執
着
（
し
ゅ
う
じ
ゃ
く
）
す
る
事
が

い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

 

　 

人
生
は
毎
日
が
苦
労
の
連
続
で
す
。
こ
う
し
た
悩
み
を
切
り
抜
け
る

た
め
に
は
、
確
固
と
し
た
意
志
と
決
断
力
で
全
て
を
捨
て
切
る
こ
と
が

大
切
に
な
る
の
で
す
。
二
元
の
相
対
す
る
思
い
を
放
下
す
る
こ
と
で
気

が
楽
に
な
り
、
清
ら
か
な
真
の
自
分
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
す
。

放
下
著 （
ほ
う
け
じ
ゃ
く
）　
　
　
　
従
容
録
（
し
ょ
う
よ
う
ろ
く
）　
第
五
十
七
則

　
中
国
、
唐
の
時
代
の
高
僧
、
馬
祖
同
一
禅
師
（
七
八
八
）
が
、
弟
子

の
僧
か
ら
「
仏
様
と
は
、
ど
ん
な
方
で
す
か
」
と
問
わ
れ
、「
即
心
即
仏
」

つ
ま
り「
純
真
な
心
が
仏
の
心
で
す
」と
、答
え
ら
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

別
の
弟
子
の
同
じ
質
問
に
は
、「
非
心
非
仏
」
と
説
か
れ
、
こ
れ
で
は
純

真
で
な
い
心
も
仏
の
心
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
は
矛
盾
が
生
じ

ま
す
。
禅
の
本
心
と
し
て
は
、
仏
と
は
！
　
心
と
は
！
　
な
ど
と
い
う

執
着
心
を
捨
て
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
考
え
を
超

越
し
て
、
両
忘
（
二
元
的
な
考
え
方
か
ら
脱
す
る
こ
と
）
に
徹
す
る
こ

と
が
い
い
の
で
す
。
そ
し
て
行
雲
流
水
の
よ
う
な
心
境
に
な
る
こ
と
が
、

願
わ
し
い
心
の
あ
り
方
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

 

　 

現
世
は
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
な
が
ら
心
身
と
も
に
す
り
減
ら
し
た

人
々
が
多
す
ぎ
ま
す
。

 

　 

難
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
執
着
心
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
の
心
を
凝
視
し
、
自
己
の
本
質
を
も
う
一
度
覗
い
て
み
よ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。

非
心
非
仏 （
ひ
し
ん
ひ
ぶ
つ
）　
　
　
　
無
門
関
（
む
も
ん
か
ん
）　
第
三
十
三
則
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こ
れ
は
臨
済
禅
師
（
八
六
七
年
）
や
道
元
禅
師
（
ど
う
け
ん
ぜ
ん
じ
：

一
二
五
三
年
）
な
ど
が
説
か
れ
た
禅
宗
の
大
切
な
教
え
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
　
　
　
　

 

　 

「
回
」
は
転
換
で
あ
り
、「
光
」
は
こ
う
み
ょ
う
光
明
、「
返
照
」
は
外

に
求
め
る
心
を
内
に
返
し
向
け
る
事
で
す
。
こ
れ
で
、
外
に
ば
か
り
求
め

よ
う
と
し
た
心
を
内
に
返
し
、
純
真
な
本
当
の
自
分
を
見
極
め
ら
れ
る
、

し
っ
か
り
し
た
根
性
を
持
っ
た
人
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

 

　
と
か
く
人
は
、
他
人
の
言
葉
や
文
章
な
ど
を
、
自
分
の
考
え
方
や
、

人
生
と
比
べ
て
、
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
し

ま
う
も
の
で
す
。
あ
ま
り
他
人
の
意
見
に
槌
り
過
ぎ
て
も
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
。

 

　
せ
ち
が
ら
い
と
も
い
わ
れ
る
現
代
社
会
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
見
失
っ
て

い
る
本
来
の
自
分
の
発
想
を
積
極
的
に
展
開
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。
努
力
次
第
で
は
無
理
を
道
理
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
で
自
己
を
取

り
戻
し
、
立
派
な
本
当
の
自
分
を
確
認
で
き
る
の
で
す
。

回
光
返
照 （
え
こ
う
へ
ん
し
ょ
う
）　
　
　
　
普
勧
坐
禅
儀
（
ふ
か
ん
ざ
ぜ
ん
ぎ
）


