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会
場
　
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
中
の
「
即
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
か
。
学
問
的
に
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
中
で
こ
れ
を
考
え
る
と
ど
う
な
り
ま
す
か
。

�
澤
　
「
即
」
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
と
い
う
意
味
で
す
。
道
元
禅
師
は
生
死
を
離
れ
て
は
涅
槃
は
な
い
と
い
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
が
「
即
」
だ
と
思
い
ま
す
。

矢
島
　
柳
澤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
な
こ
と
で
、
Ａ
即
Ｂ
と
い
う
の
は
、
Ａ
を
離
れ
て
は
Ｂ
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と

え
ば
、
色
即
是
空
、
空
即
是
色
と
い
う
と
き
、
色
と
空
は
全
く
別
の
も
の
で
す
が
、
互
い
に
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
生
死
即
涅
槃
も
、
生
死
と
涅
槃
は
対
立
的
な
も
の
で
す
が
、
互
い
に
相
即
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

�
澤
　
も
う
少
し
い
え
ば
、
対
立
し
て
い
る
も
の
を
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
臨
済
の
公
案
の
工
夫
で
、
二
つ
の
も
の

を
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
つ
に
な
っ
た
も
の
で
答
え
を
出
せ
と
い
う
こ
と
を
良
く
い
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
字
句
で
解

釈
し
て
、
わ
か
る
わ
か
ら
な
い
を
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
生
死
は
そ
の
ま
ま
涅
槃
だ
と
、
道
元
禅
師
は
い
わ
れ
た
か
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

会
場
　
先
生
は
、
道
元
が
「
こ
だ
わ
り
を
捨
て
よ
」
や
、「
心
が
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
「
仏
の
前
に
立
て
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
を
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学
生
に
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。

�
澤
　
わ
か
る
よ
う
に
学
生
に
は
教
え
て
い
ま
す
。
道
元
禅
師
は
場
合
に
よ
っ
て
表
現
を
変
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
対
象
を

求
め
て
何
と
か
し
ろ
と
は
い
わ
れ
ま
せ
ん
。
自
分
が
そ
う
な
り
な
さ
い
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
が
仏
に
な
れ
で
す
。
仏
様
を
拝

み
な
さ
い
と
は
、
絶
対
に
い
っ
て
な
い
は
ず
で
す
。
敬
意
を
表
す
る
方
法
な
ど
は
、
学
生
に
教
え
ま
す
が
。

会
場
　
秋
葉
原
の
無
差
別
殺
傷
事
件
で
は
、「
そ
ん
な
の
関
係
な
い
」
と
い
う
一
言
に
問
題
が
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な

い
こ
と
を
学
校
で
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

�
澤
　
あ
あ
い
う
こ
と
を
や
る
人
物
が
出
て
く
る
と
、
責
任
の
所
在
探
し
に
な
り
ま
す
。
責
任
の
擦
り
合
い
に
な
り
ま
す
が
、
学
校
教

育
で
少
々
ま
ず
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
人
と
し
て
や
っ
て
い
い
こ
と
悪
い
こ
と
は
、
子
ど
も
時
代
に
教
え
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
親
が
手
本
に
な
る
生
活
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
だ
け
が
教
育
の

場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
生
活
を
し
な
が
ら
も
教
育
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
。
彼
は
体
や
頭
は
大
人
に
な
っ

た
け
れ
ど
、
幼
児
的
だ
と
思
い
ま
す
。

会
場
　
「
同
事
」
の
解
釈
で
、「
協
同
」
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
立
松
和
平
氏
の
「
人
は
み
な
同
じ
と
い
う
認
識
」

が
あ
り
ま
す
。「
同
じ
」
と
は
微
妙
な
表
現
で
す
。「
同
事
」
の
解
釈
を
再
度
お
願
い
し
ま
す
。
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矢
島
　
私
は
平
等
と
い
う
普
遍
的
な
側
面
と
、
同
化
と
い
う
実
践
的
側
面
を
合
わ
せ
持
つ
も
の
だ
、
と
説
明
し
ま
し
た
。
同
事
に
つ
い

て
、
た
だ
仲
良
く
仕
事
を
す
る
な
ど
の
説
明
が
お
う
お
う
に
し
て
あ
る
の
で
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
倫
理
原

則
、
伝
統
的
な
宗
教
で
大
切
に
さ
れ
て
い
た
倫
理
原
則
か
ら
、
同
事
の
「
行
為
の
基
準
」
と
し
て
の
意
味
合
い
を
見
直
し
た
ほ
う
が

い
い
の
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

儒
教
の
「
恕
」
の
精
神
、
己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
人
に
施
す
こ
と
な
か
れ
と
い
う
の
は
、
今
も
い
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

昔
の
よ
う
に
は
倫
理
的
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
、
仏
教
的
に
は
同
事
の
精
神
を
普
及
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
同
じ
と
い
う
の
は
、
み
な
苦
楽
、
愛
憎
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
た
だ
理
念
的
に
皆
同
じ
で
は
な
く
て
、
皆
痛
み

を
共
有
し
て
共
通
の
思
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
学
校
教
育
の
中
で
体
験
的
に
し
っ
か
り
と
学
べ
る
仕
組
み
が
で
き
れ
ば
い
い
と

思
い
ま
す
。

会
場
　
四
摂
法
で
す
が
、
原
語
は
チ
ャ
ッ
タ
ー
リ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
ー
ニ
・
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
ー
ニ
で
、
サ
ン
グ
ラ
ハ
は
掴
む
と
い
う
意
味
で

す
。
四
摂
法
は
仏
道
教
化
の
方
法
で
す
。
私
の
調
べ
で
は
、
四
摂
法
は
、
仏
教
徒
が
非
仏
教
徒
の
心
を
掴
む
た
め
、
と
い
う
大
き
な

理
由
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
パ
ー
リ
仏
典
で
は
、
王
様
が
民
衆
の
心
を
掴
む
た
め
の
方
法
と
し
て
、
ま
た
有
名
な
『
六
方
礼
経
』
に

も
説
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
異
な
る
グ
ル
ー
プ
の
心
を
掴
む
た
め
に
四
摂
事
を
行
う
こ
と
が
根
底
に
あ
り
、

そ
の
中
に
同
事
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
仏
教
福
祉
の
問
題
で
す
が
、
忍
性
や
性
全
の
よ
う
に
、
同
事
は
お
坊
さ
ん
が
民
衆
に
近
づ
い
て
教
化
す
る
、
あ
る
い
は
坊

さ
ん
が
非
仏
教
徒
の
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
い
っ
て
同
事
を
す
る
、
と
い
う
意
味
合
い
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
裏
に
は
、
仏
教
徒
に
す

る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
や
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
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矢
島
　
四
摂
事
は
サ
ン
グ
ラ
ハ
で
す
ね
。
こ
れ
を
ど
う
訳
せ
ば
い
い
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
合
い
の
言
葉
な
の
か
、
摂
受
と
か
、
包
み

込
む
と
か
色
々
訳
し
得
る
と
思
い
ま
す
。
パ
ー
リ
の
注
釈
文
献
な
ど
後
代
の
文
献
で
は
、
同
じ
カ
ー
ス
ト
の
同
じ
レ
ベ
ル
の
グ
ル
ー

プ
で
な
い
と
一
緒
に
何
か
を
で
き
る
と
か
で
き
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が
出
て
き
ま
す
。
今
の
も
ひ
と
つ
の
解
釈

で
す
。『
六
方
礼
経
』
も
重
要
な
位
置
に
あ
り
ま
す
。
社
会
倫
理
的
な
意
味
合
い
も
こ
こ
か
ら
強
く
な
っ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。

仏
教
徒
が
非
仏
教
徒
に
対
し
て
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
ど
う
お
答
え
し
て
よ
い
か
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
色
々
な
文

献
を
み
て
解
釈
事
例
を
整
理
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

会
場
　
関
根
先
生
に
伺
い
ま
す
。
忍
性
と
性
全
の
年
の
差
は
50
歳
で
す
が
、
こ
れ
で
友
人
付
き
合
い
が
で
き
た
の
か
否
か
と
、
性
全
は

道
徳
律
を
説
き
な
が
ら
、
子
ど
も
の
た
め
に
俗
人
か
ら
離
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
先
生
ご
自
身
が
研
究
で
見
つ
け
ら
れ
た
の
か
ど

う
か
、
こ
の
2
点
を
お
願
い
し
ま
す
。

関
根
　
叡
尊
は
89
歳
、
忍
性
は
87
歳
、
性
全
は
71
歳
で
す
。「
親
朋
」
と
記
載
が
あ
る
の
で
、「
親
友
」
だ
と
解
釈
し
ま
し
た
。
彼
は
極

楽
寺
に
『
万
安
方
』
を
納
め
て
い
る
の
で
、「
親
友
」
と
い
っ
て
も
友
人
の
関
係
で
は
な
く
、
師
弟
関
係
に
近
か
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

性
全
が
梶
原
家
直
流
で
あ
り
、
普
通
の
人
に
は
入
手
で
き
な
い
書
物
を
入
手
で
き
た
こ
と
、
手
紙
の
中
に
あ
る
よ
う
に
、「
掃
部
頭
」

と
い
わ
れ
る
人
と
も
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
身
分
の
上
下
関
係
や
年
齢
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
…
、
ま
た
、
資
料

を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
金
沢
文
庫
古
文
書
」
8
1
9
、
8
3
5
号
に
は
「
掃
部
殿
の
御
内
」
に
い
た
と
あ
る
か
ら
、
長
井

宗
秀
の
支
援
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
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息
子
を
想
う
気
持
ち
が
、
こ
の
手
紙
と
『
頓
医
抄
』『
万
安
方
』
だ
け
に
見
ら
れ
ま
す
。
彼
に
人
間
味
を
感
じ
ま
し
た
。
両
書
簡

に
は
10
年
の
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
。
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
授
か
っ
た
子
ど
も
だ
っ
た
か
ら
肉
親
の
情
が
強
く
働
い
た
も
の
だ
と
推
測

し
ま
す
。
石
原
明
先
生
（
横
浜
市
立
大
）
が
金
沢
文
庫
を
訪
れ
て
お
り
、
良
く
調
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
自
身
の
考
え
と
い
う
よ

り
も
先
の
先
生
の
研
究
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

会
場
　
性
全
の
医
の
倫
理
観
に
対
し
て
、
晩
年
の
評
価
は
学
会
で
ど
う
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

関
根
　
『
頓
医
抄
』
が
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
真
言
律
宗
と
同
じ
で
、『
頓
医
抄
』
が
広

く
読
ま
れ
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
想
わ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
収
集
家
・
狩
谷
掖
斎
が
集
め
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人

間
の
感
情
は
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
と
き
、「
関
根
先
生
は
倫
理
の
授
業
を
ど
う
し
て
や
る
の
か
」
と
い
わ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
人
間
だ
れ
で
も
善
悪
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
立
派
な
人
で
も
過
ち
を
し
た
く
な
り
ま
す
。
だ
か

ら
倫
理
の
授
業
を
通
し
て
、
そ
の
時
々
に
心
を
研
ぎ
澄
ま
す
た
め
に
や
っ
て
い
る
と
答
え
ま
し
た
。
人
の
心
は
変
わ
る
こ
と
な
く
一

生
貫
い
て
生
き
て
い
け
る
も
の
、
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
倫
理
は
い
つ
も
反
省
す
る
た
め
に
は
必
要
で
、
性
全
の
心
が
変
わ
っ
て

も
仕
方
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

矢
島
　
先
生
は
ご
本
で
も
い
く
ら
か
批
判
的
に
な
っ
て
、
今
日
は
人
間
味
と
か
お
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
。
あ
ち
ら
の
方
は
先
生
の
本
を

読
ん
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
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会
場
　
『
頓
医
抄
』
の
仏
教
的
な
主
張
の
背
景
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
の
か
。
と
い
う
の
は
、
慈
悲
心
は
天
罰
を
蒙
る
こ

と
、
思
想
的
な
こ
と
と
は
こ
の
仏
教
と
は
違
う
気
が
す
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
中
国
の
医
学
書
『
千
金
方
』
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う

考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
。

関
根
　
梶
原
性
全
は
中
国
か
ら
の
書
物
に
造
詣
が
深
い
で
す
。
忠
恕
の
道
、
不
仁
、
至
親
の
想
い
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。
仏
教
的
な
こ

と
が
あ
っ
て
も
真
言
律
宗
の
影
響
か
ら
か
、
慈
悲
の
心
も
再
三
出
て
き
ま
す
。
僧
医
と
本
日
の
テ
ー
マ
に
出
て
い
ま
す
が
、『
千
金

方
』
と
『
頓
医
抄
』
を
比
較
し
て
詳
し
く
は
調
べ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
療
倫
理
は
仏
教
的
な
も
の
よ
り
、
孫
思

が
書
い
た

中
国
医
学
の
影
響
の
ほ
う
が
は
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

終
わ
り
に

�
澤
　皆

様
、
本
日
は
当
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
最
後
ま
で
熱
心
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
、
テ
ー
マ

に
つ
い
て
は
今
後
も
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
し
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
ご
質
問
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
研
究
を

深
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
年
1
回
開
催
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
た
是

非
ご
来
駕
く
だ
さ
い
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


