
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
五
十

一
巻
第

一
号

平
成
十
四
年
十
二
月

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け

る

「大
悟
」
の
定
義

に

つ
い
て

真
福
寺
本
と
乾
坤
院
本

「大
悟
」
巻
の
比
較
か
ら
1

石

井

清

純

は
じ

め
に

本
論
は
、
道
元
禅
師
の

「悟
り
」
の
定
義
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
道
元
禅
師

の
思
想

の
根

幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
本
来
は
著
作
全
般
を
視
野

に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
、
そ
の

「悟
り
」
そ
の
も

の
を
題
名

と
す
る

『正
法
眼
蔵
』
「大
悟
」
の
巻
を
中
心
に
論
じ
て
ゆ

く
こ
と
に
し
た
い
。

論
を
進

め
る
に
あ
た
っ
て
、
拙
論

「『正
法
眼
蔵
』

「現
成
公
案
」

の

巻

の
主
題

に
つ
い
て
」
(『駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
二
十
八
号
、

一
九

九
七
年
)
に
お
い
て
示
し
た
推
論
を
前
提
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「現
成
公

案
」

の
巻

に
お
い
て
定
義
さ
れ
る

「悟
り
」
と
は
、
最
終
的
に
は
事
象

の
全
体
認
識
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
現
実
に
は
部
分
的
認
識
と

し
て
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
、
そ
の
部
分
認
識
を
、

認
識
範
囲
外

に
あ
る
事
象
の
存
在
を
、

「認
識

で
き
な

い
も
の
」
と
し

て
認
識
し

て
い
る
と
言
う
意
味
に
お
い
て
、
暫
定
的
に
全
体
的
認
識
と

認
定
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道
元
禅
師
が
、
禅
宗

の
歴
史
的
な
自
己
肯

定
の
立
場
に
お
け
る
積
極
的
な
宗
教
実
践
の
道
を
再
定
立
し
よ
う
と
し

た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
こ
の
仮
説
に
立
っ

て
、
『正
法
眼
蔵
』
「大
悟
」
の
巻
の
二
種
の
異
本
、
真
福
寺
本
と
乾
坤

院
本

の
内
容
を
対
比
し
、
そ
の
改
訂
推
敲
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
道
元
禅
師
の
大
悟
に
対
す
る
定
義
を
探
り
出
し
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
紙
数

の
関
係
か
ら
、
冒
頭
部
分
と
末
尾
部
分

に
の
み
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

真
福
寺
所
蔵
本

「大
悟
」

の
巻
は
、
内
容
が
未
整
理
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
草
稿

(あ
る
い
は
口
頭
で
の
示
衆
)
の
原
形
を
留
め
た
も
の
と
さ
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
、
乾
坤
院
本
に
代
表
さ
れ
る
七
十
五
巻
本
系

の

「大
悟
」

は
、
道
元
禅
師
自
身

の
推
敲
を
経
た
、
最
終
稿

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

 ユ
 

る
が
、
こ
の
両
者
の
比
較
検
討
を
行

っ
た
論
考

は
、
管
見
に
よ
れ
ば
次

の
二
点
で
あ
る
。

①
杉
尾
玄
有

「正
法
眼
蔵

《大
悟
》
小
考
」
(『山
口
大
学
教
育
学
部
論
叢
』
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第
三
〇
巻

第

一
部
、

一
九
八
○
年
)

②
池
田
魯
参

「道
元
禅
師
の
さ
と
り
ー

『大
悟
』
の
巻
か
ら
ー
」
(『宗
学
研

究
』
第
三
九
号
、

一
九
九
七
年
)

前
者
は
、
道
元
禅
師

の

「悟
り
」
に
つ
い
て
、
森
羅
万
象
を
生
ぜ
し

め
る
根
源
的
な

「さ
と
り
」
と
、
そ
れ
が
、
現
実
に
具
象
化
さ
れ
た
も

の
と
し
て

の

「悟
り
」
と
い
う
二
重
構
造
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
の
巻

の
内
容
を
定
義
づ
け
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
真
福
寺
本
と

乾
坤
院
本

の
内
容
的
な
差
異
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
二
重
構
造
と
し
て
の
理
解
は
、
後

に
再
び
触
れ
る
が
、

極
め
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
こ
の

「大
悟
」
巻
を
、
絶
対
な
る
大
悟
が
、

い
ま
に
現
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
次
々
に
改
ま
る
よ
う
す
が
、
真

福
寺
本
か
ら
乾
坤
院
本
に

一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
り
、
さ
ら
に
七
十
五
巻

本

の
列
時

で
次
に
連
な
る

「坐
禅
箴
」
の
巻
と

一
組
の
も
の
と
し
て
読

む
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。

両
者
は
と
も
に
、
真
福
寺
本
か
ら
乾
坤
院
本

へ
の
修
訂

の
方
針
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
に
直
接
触
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
化
し
た

「悟
り
」

に
つ
い
て
の

「変
化
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
論
考
を
踏
ま
え

つ
つ
、
以
下
に
、
具
体
的
に
真
福
寺
本
と

乾
坤
院
本

の
内
容
対
比
を
行
い
つ
つ
、
道
元
禅
師
の

「大
悟
」
と
い
う

言
葉
の
定
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

『正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る

「大
悟
一
の
定
義
に
つ
い
て

へ石

井
)

一
、

「大

悟

」

巻

冒

頭

の

一
節

に

つ

い

て

全

体
的

に
、

真

福

寺
本

に
比

較

し

て
、

乾

坤

院

本

は

、

か

な
り

の
分

量

が
増

補

さ

れ
、

具
体

的

、

か

つ
説

明

的

に
な

る
傾

向

が
指

摘

で

き

る

が

、
そ

の
な

か

に

あ

っ
て
基

本

姿

勢

を

示

し

て

い
る

と
思

わ

れ

る
第

二

段

落

に

あ

た

る
部

分

を

以

下

に
示

す

。

〔真
福
寺
本
〕

し
る
べ
し
、
大
悟
よ
り
、
諸
仏
諸
祖

は
恁
麼
来

な
り
。
ゆ

へ
に
、
大
悟

は
、

仏
祖

の
辺
際
に
か
か
は
れ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
(鏡
島
元
隆
監
修

『
道
元
禅

師
全
集
』
〈
以
下

『全
集
』

と
略

称
す
〉
巻

二

・
五
九
八
頁

)

〔乾
坤

院
本
〕

大
悟

よ
り
仏
祖
か
な
ら
ず
急
麿

現
成

す

る
参
学
を
究
竟
す
と

い

へ
ど
も
、
大

悟

の
渾
悟
を
仏
祖
と
せ

る
に
は
あ
ら
ず
、
仏
祖

の
渾
仏
祖

を
渾
大
悟

な
り
と

に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
仏
祖

は
大
悟

の
辺
際
を
跳
出
し
、
大
悟

は
仏
祖

よ
り

向

上
に
跳
出
す

る
面
目
な

り
。

(
『全
集
』

巻

一

・
九
二
頁
)

こ

の
部

分

に

お

い

て
、

真

福

寺

本

は

、

「
仏

祖

は

、

大

悟

か
ら

、

い

ま

こ

の
よ
う

に
や

っ
て
来

た
。

よ

っ
て
、

大

悟

は
仏

祖

の
際

を
越

え

て

い
る
」

と

、

大
悟

を
、

仏

祖

の
枠

を

越

え

、

そ

れ

を
内

包

す

る
も

の
と

し

て
示

し

て

い

る
と
解

釈

で
き

よ
う

。

そ

れ

に
対

し

て
、
乾

坤

院

本

は

、

大

悟

か

ら
仏

祖

が
現

れ

る
と

い
う

前

提

は
崩

さ
ず

、

「大

悟

の
全

体

を

悟

る

こ
と

が
仏

祖

と

い
う

わ

け

で

は
な

い
」

と

し

な

が

ら

も

、

さ

ら

に
続

け

て
、

「仏

祖

全

体

が

大

悟

全
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『
正
法
眼
蔵

』
に
お
け

る

「大
悟
」

の
定
義
に

つ
い
て

(石

井
)

体

で

は

な

い
」

と

、
両

者

を
並

列

の
関

係

に
置

こ
う

と

し

て

い

る

こ
と

が
注

目

さ

れ

る
。
仏

祖

と

大

悟

の
そ

れ

ぞ

れ

の

「超

出

」

を

言

う

引

用

末

尾

も

、

こ

の
関

係

を
修

辞

的

に
示

し

た
も

の

で
あ

ろ
う

。

こ

の

ほ

か
、
乾

坤

院

本

に
お

い

て
付

加

さ

れ

た

、
次

の

二
例

に

お

い

て
も

同

様

の
傾
向

が
指

摘

で
き

る
。

①

い
は
く
無
師
知
者
あ
り
。
善
知
識

に
よ
ら
ず
、
経
巻

に
よ
ら
ず

、
性

に
よ

ら
ず

、
相

に
よ
ら
ず
、
自
を
撥
転

せ
ず
、

他
を
回
互

せ
ざ

れ
ど
も
露
堂
々
な

り
。

こ
れ
ら

の
数
般
、

ひ
と

つ
を
利
と
認

じ
、

ふ
た

つ
を
鈍
と
認
ぜ
ざ
る
な

り
。
多
般

と
も
に
多
般

の
功
業
を
現
成
す

る
な
り
。
(
『全
集
』
巻

一
・九
三
頁
)

②

生
知

あ
れ
ば
生
悟
あ
り
、
生
証

明
あ
り
、
生
修
行
あ
り
。
し
か
あ
れ
ぼ
、
仏

祖
す

で
に
調
御
丈

夫
な
る
、

こ
れ
を
生
悟

と
称

し
き
た
れ
り
。
悟

を
拮
来

せ

る
生
な

る
が
ゆ
え

に
か
く

の
ご
と

し
。
参
飽
大
悟

す
る
生
悟

な
る
べ
し
。
拈

悟

の
学
な

る
が
ゆ
え

に
か
く

の
ご
と
し
。

(同
右
)

こ
れ

ら

の
引

用

の
う

ち

、
傍

線

を
付

し

た
部

分

が

、
目

立

っ
た

付

加

と

い
え

る
が

、

こ
れ

ら

は

と

も

に
、
個

々

の
事

象

が
、

悟

り

よ
り

発

生

し

つ

つ
、

そ

れ

ら

が

「悟

り
」

と
同

一
属

性

上

に

あ

る

こ
と

を

具

体

的

に

示

し

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち

、

「大

悟

」

の
巻

冒

頭

に

お

い
て

は
、

「悟

り

」
と

「仏

祖

」

の
関

係

は

、
諸

相

の
前

提

と

な

る

「悟

り

」

の
存

在

と
、

そ

こ

か
ら

派

生

す

る

も

の
と

し

て

の

「仏

祖

」

が
設

定

さ

れ

な

が

ら
、

乾

坤

院

本

に

お

い
て

は

、

そ

れ

ら

が

完

全

一
致

で
な

い

こ

と

を

主

張

し

な

が

ら

も
、

性

質

と

し

て

同

一
で
あ

る

こ

と

が
強

調

さ

れ

て

い
く
方

向

に

あ

る

こ

と

が

解

る

の
で

あ

る
。

二

、

末

尾

部

分

に

つ

い

て

次

に
、
同

巻

の
末

尾

の
推

敲

状

況

に

つ
い

て
見

て

ゆ
く

こ

と

に

す

る
。

こ

の
部

分

の
も

っ
と
大

き

な

改

変

は
、

末

尾

の
次

の
部

分

で

あ

る
。

〔真
福
寺
本
〕

し
か
る
を
、
大
悟

は
起
首
あ
れ
ど
も
、
末
上

さ
ら

に
あ
ら
ざ

る
と
み
だ
り

が

は
し
く
す

る
は
、
仏
道

に
あ
ら
ず
。
大
悟

は
向

上
あ
り
、
大
悟

は
末

上
に

も

あ
り
。

た
と

へ
ば
着
衣
と

ひ
と
し
く
、

た
と

へ
ば
喫
飯
と

ひ
と
し
く
、
た

と

へ
ぼ
磨
甎

の
ご

と
し
、
た
と

へ
ば
磨
鏡

の
ご
と
し
。
作
鏡

も
大
悟
に
あ
り
、

作
甑
も
大
悟

に
あ
り
。

鼻
孔

の
、
上
唇

に
の
す

る
こ
と
を
参
究

す
べ
き
な
り
。

い
つ

れ

の
と

こ
ろ

か

こ
れ
上
唇

。

い
は
ゆ
る
鼻
孔

の
所
在
な
り
。

し
か
れ
ぼ
す
な

は
ち
、
大
悟
、
た
と

ひ
大
道

を
悟
尽
す

と
も
、
な
を

こ
れ

暫
時

の
伎

倆
な
り
。
大
悟
さ
ら

に
大
悟
す

る
、

ゆ

へ
に
大
悟
頭
白

あ
り
、
大

悟
頭
黒

あ
り
。

(
『全
集
』
巻

二

・
六

一
二
～
三
頁
)

〔乾
坤
院
本
〕

而

今

の
さ
と
り
、
昨
日

に
あ
ら
ず

と
い
は
ず
、

い
ま

は
じ
め
た
る
に
あ
ら

ず
、

か
く

の
ご
と
く
参
取
す

る
な
り
。

し
か
あ
れ
ば
大
悟
頭

黒
な
り
、
大
悟

頭
白

な
り
。

(『全
集
』
巻

一
・
九
九
頁
)

こ

こ

で
最

も
象

徴

的

な

の
が
、

真
福

寺

本

の
傍

線

部

で

あ

る
。

こ

こ

で

は
、

現

実

の
事

象

と

し

て
以

外

に
、
悟

り

を

認

識

す

る
手

段

が
存

在

し

な

い

こ

と

か

ら

、

そ

の

「悟

尽

」

さ

え

も
、

「暫

時

の
伎

倆

」

に
す
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ぎ

な

い
も

の
と

さ

れ

て

い
る
。

す

な

わ
ち

、

こ

こ

で

は

「悟

り
」

を

極

め

て
限

定

的

に
捉

え

て
い

る

こ
と

に

な

る
。

そ

れ

に
対

し

て
乾

坤
院

本

で
は

、

「而

今

の

さ

と

り

(第

二
頭
)
」

の

遍

満

性

が
強

調

さ

れ
、
そ

の
同

一
属

性

上

に
、
悟

り

の

「黒

」

「白

」
す

な

わ

ち
諸

相

が
顕

現

す

る
も

の
と

書

き

換

え

ら

れ

て

い

る

の

で
あ

る

。

じ

つ
は
、

こ

の
修

訂

は

、
末

尾

部

分

の
み

で

は

な

く

、
真

福

寺

本

の

直

前

の

一
節

を
削

除

す

る

こ
と

か

ら

開

始

さ

れ

て

い

る
。

そ

の
削

除

さ

れ
た

一
節

が

引

用

文
前

半

の
波

線

部

な

の

で
あ

る
が

、
内

容

的

に
、

現

実

の
事

象

の
種

々

相

を
、

そ

の
ま

ま
積

極

的

に

「悟

り
」

と

定

義

し

て

い
く

も

の
と

な

っ
て

い
る
。

さ

て
、

以

上

の

よ

う

に

、

「
大
悟

」

巻

末

に

は

、

修

訂

段

階

で
大

幅

に
削

除

さ

れ

た
部

分

が
存

在

す

る

の

で
あ

る

が

、

こ

の
部

分

か

ら
数

節

遡

っ
た

と

こ

ろ

に
、

そ

れ

と

は
逆

に
、
修

訂

段

階

で
挿

入

さ

れ

た
部

分

が
存

在

し

て

い

る
。

こ

れ
も

、

修
訂

傾

向

を
探

る

た

め

に
重

要

で
あ

る

の

で
、
真

福

寺

本

の
該

当

箇

所

と

と

も

に
示

し

て
お

く

こ
と

に
す

る
。

〔真

福
寺
本

〕

そ

の
宗
旨

は
、
さ
と
り

は
不
無
な
り
、
と

は
、
さ
と
り
は
無
に
あ
ら
ず
、
し

か
あ
れ
ど
も
第
二
頭

に
を

つ
る
な

り
。
さ
と
り

は
有

に
あ
ら
ず
、
し
か
あ
れ

ど
も
第

二
頭
に
を
ち
ざ

る
ご
と
き
な

り
。
第

二
頭

に
を

つ
る

こ
と
に

て
あ
れ

ば
、

さ
と
ら
ざ
ら
む
と

に
は
あ
ら
ざ

る
な
り
。

〔乾
坤
院
本
〕

『正
法
眼
蔵
』

に
お
け
る

「大
悟

」

の
定

義

に

つ
い
て

(石

井
)

し
か
あ
る
を
、
さ
と

り
と

い
ふ
は
、
第

二
頭

に
お

つ
る
を

い
か
ん

が
す
べ

き
と

い
ひ

つ
れ
ば
、
第

二
頭
も
さ
と
り
な
り
と

い
ふ
な
り
。

第

二
頭

と

い
ふ
は
、

さ
と
り

に
な
り
ぬ

る
と

い
ひ
や
、

さ
と
り
を
う
と

い

ひ
や
、

さ
と
り
き
た
れ
り
と

い
は
ん
が
ご
と
し
。
な

り
ぬ
と

い
ふ
も
、
き
た

れ
り
と

い
ふ
も
、
さ
と
り
な
り
と

い
ふ
な
り
。

(『全
集

』
巻

一
・
九

八
頁
)

こ

こ

に

お

い
て
、

真

福

寺

本

は

、

「悟

り

」

と

は
、

必
ず

「第

二
頭

」

す

な

わ

ち

現

象

下

に
あ

る
も

の
と

規
定

す

る
。

し

か

し
、

そ

れ

を

乾

坤

院

本

で

は

「
第

二
頭

も
」

と
含

み

を
持

た

せ

つ

つ
、

そ

れ

が

「
な

る
」

あ

る

い

は

「
き

た

れ

る
」

も

の
と

す

る
。

こ
れ

は

、

前

節

で
扱

っ
た

「大

悟

よ

り

仏

祖

か

な

ら

ず

恁

麼

現

成

す

る

…

」

と

い
う

巻

頭

の

一
節

と

の
整

合

性

を

鑑

み

た
表

現

と

い
え

る

が

、

こ

こ

に

お

い

て

「悟

り
」

と

い
う
語

が

、
個

々

の
事

象

の
状

態

を
表

現

す

る
言

葉

と

し

て

よ

り

も
、

む

し

ろ
、

そ

の
根

底

に
存

在

す

る

「仏

と

し

て
」

の
同

一
の
属

性

を

示

す
単

語

と

し

て
、
定

義

が
統

一
さ

れ

て

い

っ
た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

む

す

び

以
上

の
傾

向

か

ら

み

る

と
、
真

福
寺

本

か

ら
乾

坤

院

本

へ
の
修

訂

の

方

針

は
、

ま
ず

、

道

元

禅

師

の
言

う

「悟

り

」

を
、

杉

尾

氏

の
呈

示

さ

れ

た

よ
う

な
、

根

源

的

「さ

と

り

」

と
、

そ

れ

が
認

識

可

能

な
形

で
顕

現

し
た

「悟

り
」

(
現
象
)
と

の
二
重

構

造

と

し

て
捉

え

る

こ
と

に

よ

っ

て
明

確

化

さ

れ

る

の

で

は
な

い

か
と

考

え

ら

れ

る
。
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て
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つ
ま
り
、
「さ
と
り
」
と
は
、
基
本
的
に
、
そ
こ
か
ら

「仏
祖
」
と

し
て
の
す

べ
て
の
事
象
が
顕
現
す
る
当
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
い
ま
こ
こ
に
存
在
す
る
事
象
そ
の
も
の
と
し
て
し
か
認
識

で
き
な
い
。
そ
れ
が
第
二
の

「悟
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

じ

つ
に
、
真
福
寺
本
で
は
、
結
論
部
分
に
お
い
て
、
こ
の
第
二
の
定

義
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に

「悟
り
」
を

「暫
時
の
伎
倆
」
と
し
て
、

極
め
て
限
定
的
に
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
振
り
返
っ
て

み
る
と
、

こ
れ
は
、
同
じ
真
福
寺
本
の
冒
頭
部
分
に
お
け
る

「悟
り
」

の
定
義
と

の
統

一
を
欠
く
表
現
と
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で

は
、
「悟
り
」
は
仏
祖
を
あ
ら
し
め
る
根
源
的
普
遍
的
な
存
在
と
さ
れ

い
た
の
で
あ
る
。

道
元
禅
師
の
乾
坤
院
本

へ
向
け
て
の
再
治
修
訂
は
、
こ
の
悟
り
の
二

つ
の
側
面

の

「揺
れ
」
を
是
正
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
乾
坤
院
本
に
お
い
て
は
、

「悟
り
」
は
、
現
実

の
事
象

そ
の
も
の
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
る
も
の
と
は
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ

と
個
々
の
事
象
そ
の
も
の
と
が
完
全
に

一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
そ
れ
ら
が
有
し
て
い
る
全
体
的
属
性
と
し
て
定
義
さ
れ
る
方

向
で
修
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
こ
れ
を
、冒
頭
に
示
し
た
仮
説
と
の
関
連
の
上
に
論
じ
る
と
、

ま
ず
真
福
寺
本
で
は
、
現
実

の
事
象
を

「悟
り
」
を

「暫
時
の
」
、
す

な
わ
ち

「暫
定
的
」
な
状
態
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
筆
者
が
呈
示
し

た
仮
説
に
合
致
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
乾
坤
院
本
で

は
修
訂
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

「悟
り
」
を

一
時
的
な
状
態
や
現
象
で

は
な
く
、
よ
り
普
遍
的
な
存
在
と
し
て
定
義
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
垣

間
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
道
元
禅
師
は
、
現
実
の
事
象
を
安
易
に
全
肯
定
す

る
も
の
と
し
て

「悟
り
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
を
注
意
深
く
避

け
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

「悟
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
実
化
し
た
理
想
的
な
状
況
を
直
接
指
し

示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
全
体
に
通
徹
す
る

(仏
祖
と
し

て
の
)
属
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

こ
れ
は
、
自
分
自
身

の
体
験
す
ら

「悟
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
躊
躇
し

た
道
元
禅
師
の
姿
勢
そ
の
も
の
に
直
結
し
よ
う
。
し
か
し
、
「大
悟
」
を

こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
と
、
そ
れ
は

「仏
性
」
と

い
う
概
念
と
の
関
連

の
上
に
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
し
て
ゆ
き
た
い
。

1

河
村
孝
道

「『正
法
眼
蔵
』
成
立
の
諸
問
題

(六
)
1
真
福
寺
文
庫
所
蔵

「大
悟
」
巻
草
稿
本
の
紹
介
i
」
(『駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四

十
五
号
、

一
九
八
○
年
)

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

道
元
、
大
悟
、
正
法
眼
蔵

(駒
澤
大
学
教
授
)
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