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さ
ま
ざ
ま
な
悟
り

◆ 「
悟
」
と
い
う
漢
字│

心
の
目
覚
め

漢
訳
仏
教
の
経
典
に
お
い
て
は
、
真
理

を
さ
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
のa

ア
ヌ
ガ
タ

nugata

と
い
う
単
語
は
、
漢

字
の
「
悟
」
に
翻
訳
さ
れ
た
。
前
漢
の
僧

侶
釈し

ゃ
く

僧そ
う

肇じ
ょ
う（

三
八
三
〜
四
一
四
年
）
が
そ

の
「
長

じ
ょ
う

阿あ

含ご
ん

経ぎ
ょ
う

序じ
ょ

」
の
中
に
「
妙
悟
自

然
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
こ
と
を
嚆こ

う

矢し

の
起
源
は
イ
ン
ド
な
い
し
西
洋
に
あ
る

と
思
わ
れ
か
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

「
悟
」
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
国
生
ま
れ
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
漢
字
で
あ
っ
た
。

西せ
い

周し
ゅ
う

か
ら
秦し

ん

朝ち
ょ
う（

Ｂ
Ｃ
一
一
〇
〇
〜
Ｂ

Ｃ
二
〇
七
年
）
に
使
わ
れ
て
き
た
篆て

ん

文も
ん

に

は
、「
悟
」
は

ま
た
は

と

書
か
れ
て
お
り
、

・

は
今
の

漢
字
の
立り

っ

心し
ん

偏べ
ん

「
忄
」
で
、
心
・
本
性
を

意
味
し
、

と

は
今
の
字
体
の

「
吾
」
で
あ
り
発
音
を
表
示
し
て
い
る
。

許き
ょ

慎し
ん

（
五
八
〜
一
四
七
年
）
の
『
説せ

つ

文も
ん

解か
い

字じ

』
に
は
、「
悟
」
に
つ
い
て
、「
覚
な

り
、
心
に
従
い
、
吾
と
発
声
す
る
」
と
解

釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
覚
」
と
は
何

か
、
説
文
に
は
、
こ
れ
を
「
寤さ
め
る」
と
解
釈

し
た
。
従
っ
て
、
字じ

義ぎ

と
し
て
は
悟
と
は

心
の
目
覚
め
と
な
る
。

◆ 

田で
ん

子し

方ほ
う

の
師
匠
の
悟
り

に
そ
の
言
葉
が
漢
訳
仏
教
界
に
広
が
っ

た
と
言
わ
れ
た
。
一
方
、
日
本
近
代
哲

学
の
父
と
も
言
え
る
西に

し

周あ
ま
ね

が
、
英
語
の

U
ア
ン
ダ
ー
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

nderstanding

（
理
解
・
会え

得と
く

）
及
び
ド
イ

ツ
語
のV

フ
ェ
ル
シ
ュ
タ
ン
ド

erstand

（
思し

慮り
ょ

・
知
性
）
を
漢

字
二
文
字
で
の
造
語
「
悟
性
」
と
訳
し
、

こ
の
和
製
漢
語
は
清し

ん

末ま
つ

以
来
の
留
日
学
生

を
通
し
て
中
国
に
伝
わ
り
、
現
在
の
中
国

で
は
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
見
れ
ば
、
悟
り
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気
功
か
ら
見
た
悟
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「悟り」の世界を知るために特 集

称
之
」（
其そ

の
人ひ

と

と
為な

り
や
真し

ん

人じ
ん

也な

り
、
貌

か
た
ち

に
し
て
天て

ん

虚き
ょ

、
縁よ

り
て
真し

ん

を
葆た

も

つ
、
清き

よ

ら
か

に
し
て
物も

の

を
容い

れ
る
、
物も

の

無な

く
す
れ
ば
道み

ち

を

正た
だ

す
、
容よ

う

を
以も

っ

て
之こ

れ

を
悟さ

と

る
、
人ひ

と

の
意い

を
消け

せ
し
む
。
無む

択た
く

、
何な

ぞ
以も

っ

て
之こ

れ

を
称し

ょ
うす

る
に

足た

ら
ん
）

 

（『
荘
子　

外が
い

篇へ
ん　

田
子
方
第
二
十
一
』）

　
【
訳
】
僕
の
師
匠
は
〝
真し

ん

人じ
ん

〞
で
あ

る
。
そ
の
姿
は
ま
る
で
天
空
の
よ
う
に

虚き
ょ

無む

で
あ
り
、
督と

く

脈み
ゃ
く

に
従
っ
て
真し

ん

気き

を
保
ち
、
心
は
清
ら
か
で
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
物
が
何
一
つ
も
な
い
。
そ
の
物

さ
え
も
無
く
し
て
道
を
正
し
、
心
は
谷

の
よ
う
な
空く

う

疎そ

に
な
っ
て
全
て
を
受

け
入
れ
ら
れ
る
、
以も

っ

て
悟
り
の
境
地
に

至
り
、
人
の
主
観
的
意
志
も
自
然
に
消

え
て
ゆ
く
。
こ
う
い
う
悟
っ
た
人
に
対

し
て
私
ご
と
き
の
者
は
ど
う
し
て
褒

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

│
以
上
は
私
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
解
釈
と
も

決
定
的
に
異
な
る
。
肝か

ん

腎じ
ん

な
部
分
は
以
下

の
漢
文
に
対
す
る
句
読
と
解
釈
の
違
い
に

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、
原
文
の

「
物
無
道
正
容
以
悟
之
」
に
つ
い
て
は
、

通
常
、「
物も

の

、
道み

ち

が
無な

け
れ
ば
、
容か

た
ち

を
正た

だ

し
て
以も

っ

て
之こ

れ

を
悟さ

と

し
」
と
訓く

ん

読ど
く

さ
れ
、
そ

し
て
、
人
が
無む

道ど
う

な
行
い
を
し
て
も
、
言

葉
で
責
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
自
身
の

し
か
し
、
心
の
目
覚
め
と
言
っ
て
も
、

一
体
何
に
対
し
て
の
目
覚
め
な
の
か
。
釈

僧
肇
の
「
悟
」
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
い

わ
れ
た
荘そ

う

子し

の
寓ぐ

う

話わ

は
そ
の
紐ひ

も

解と

く
た
め

の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

あ
る
日
、
賢
人
の
田で

ん

子し

方ほ
う

は
戦
国
時
代

の
魏ぎ

の
国
の
君
主
で
あ
る
魏ぎ

文ぶ
ん

侯こ
う

（
？
〜

Ｂ
Ｃ
三
九
六
年
）
の
傍

か
た
わ
らに

侍は
べ

っ
て
い
る
。

魏
文
侯
が
聞
く
、「
先
生
に
は
師
匠
が
い

な
い
の
か
」。「
い
る
」
と
田
子
方
が
答
え

る
。「
そ
れ
は
何ど

な
た方

な
の
か
」
と
聞
く
と

「
師
の
名
は
東と

う

郭か
く

順じ
ゅ
ん

子し

と
申
す
」
と
答

え
た
。「
な
ら
ば
な
ぜ
朕ち

ん

の
前
で
自
分
の

師
匠
の
こ
と
を
一
言
も
褒ほ

め
て
く
れ
な
い

か
」
と
聞
か
れ
る
と
、
田
子
方
は
次
の
よ

う
に
答
え
た
。

　
「
其
為
人
也
真
人
、
貌
而
天
虚
、
縁
而

葆
真
、
清
而
容
物
、
物
無
道
正
、
容
以

悟
之
、
使
人
之
意
也
消
。
無
択
何
足
以

広
告
ス
ペ
ー
ス
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容
態
を
正
し
く
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自

然
と
人
が
そ
の
過
ち
を
悟
る
よ
う
に
な
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈

は
道ど

う

家か

の
荘
子
の
思
想
と
し
て
は
ど
う
考

え
て
も
納
得
が
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
私
は
、「
物
無
道
正
、

容
以
悟
之
」
と
句く

読と
う

点て
ん

を
つ
け
て
、「
物も

の

無な

く
す
れ
ば
道み

ち

を
正た

だ

す
、
容よ

う

を
以も

っ

て
之こ

れ

を

悟さ
と

る
」
と
訓
読
す
る
。
つ
ま
り
、
物
事
を

す
べ
て
捨
て
れ
ば
、
正
し
い
道
が
開
か
れ

る
。
逆
に
、
す
べ
て
の
物
事
を
捨
て
て
谷

の
よ
う
に
虚
無
に
な
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
物

事
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ

が
悟
り
な
の
だ
と
荘
子
が
言
う
。
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
た
物
事
の
有
と
無
、
捨
て
る
と

受
け
る
と
の
関
係
は
、『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う』

に

あ
る
「
色し

き

即そ
く

是ぜ

空く
う

・
空く

う

即そ
く

是ぜ

色し
き

」
の
教
え

を
思
い
出
さ
せ
る
。

釈
僧
肇
の
「
妙
悟
自
然
」
は
、
自
然
の

道
に
対
す
る
目
覚
め
の
他
な
ら
な
い
。
但た

だ

し
、
こ
こ
で
い
う
自
然
は
、
人
間
と
区
別

す
る
自
然
界
や
ネ
イ
チ
ャ
ー
で
は
な
く
、

「
自お

の

ず
か
ら
然し

か

る
べ
き
」（
も
と
も
と
そ
う

で
あ
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
。
ま
さ
に
一

本
の
木
の
枝
が
無
限
に
分
か
れ
る
が
そ
の

根
っ
こ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
で
あ
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
宇
宙
の
中
の
個
々
の
物
事

と
し
て
の
「
事
」（
事じ

象し
ょ
う）
は
無
限
に
あ

る
が
、
そ
れ
に
共
通
す
る
「
理
」（
道
理
）

は
あ
く
ま
で
も
一
つ
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
老
子
は
こ
れ
を
「
道
」
と
名
付
け
た

が
、
東
郭
順
子
の
悟
り
は
心
か
ら
自
然
の

道
を
会
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

◆ 
気
功

│
悟
り
へ
の
実
践
の
道

東
郭
順
子
は
「
真
人
」
で
あ
る
と
、
弟

子
の
田
子
方
が
言
う
。
真
人
に
つ
い
て
、

『
黄こ

う

帝て
い

内だ
い

経き
ょ
う』
は
次
の
よ
う
な
権
威
の

あ
る
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
余
聞
上
古
有
真
人
者
、
提
挈
天
地
、

把
握
陰
陽
、
呼
吸
精
精
気
、
独
立
守

神
、
肌
肉
若
一
」（
余よ

聞き

く
上

じ
ょ
う

古こ

に
真し

ん

人じ
ん

な
る
者も

の

あ
り
、
天て

ん

地ち

を
提て

い

挈け
つ

し
、
陰い

ん

陽よ
う

を
把は

握あ
く

し
、
精せ

い

気き

を
呼こ

吸き
ゅ
うし

、
独ど

く

立り
つ

し
て
神し

ん

を
守ま

も

り
、
肌き

肉に
く

一い
ち

の
若ご

と

し
）

　
（『
黄
帝
内
経　

素そ

問も
ん　

上
じ
ょ
う

古こ

天て
ん

真し
ん

論ろ
ん

篇へ
ん

第

一
』）

　
【
訳
】
私
は
遠
い
昔
に
真
人
が
い
る
と

聞
い
て
い
る
。
そ
の
真
人
と
は
、
天
地

に
携た

ず
さわ

り
、
陰
陽
を
把
握
し
、
精
気
を

呼
吸
し
、
独
立
し
て
精
神
を
体
内
に
集

中
し
、
肌
肉
を
統
一
さ
せ
る
者
で
あ
っ

た
。│

こ
の
論
述
か
ら
見
れ
ば
、
い
わ
ゆ

る
真
人
と
は
、
現
代
で
は
気
功
と
呼
ば
れ

る
行
の
真
な
る
修
行
者
で
あ
る
こ
と
が
明

白
で
あ
る
。
気
功
の
修
行
は
、
天
地
の
道

に
の
っ
と
っ
て
、
陰
陽
の
摂せ

つ

理り

に
従
い
、
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呼
吸
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、「
精せ

い

・

気き

・
神し

ん

」
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
調
和
と

統
一
を
図は

か

っ
て
こ
れ
を
自
然
の
道
に
復
帰

さ
せ
る
実
践
法
の
一
つ
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
精
」
と
は
人
体
を
構
成
す

る
精せ

い

微び

物
質
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
西
洋
医
学
で
い
う
筋
肉
、
血
管
、

神
経
、
細
胞
な
ど
の
人
体
組
織
は
精
の
現

れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
気
」
は
生
命
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
あ
る
。
生
気
が
あ
る
限
り
人
間

は
生
き
る
が
、
こ
れ
を
消

し
ょ
う

耗も
う

し
尽
き
れ

ば
死
を
迎
え
る
。
気
は
人
体
内
で
一
定
の

ル
ー
ト
に
沿そ

っ
て
流
れ
て
ゆ
き
、
全
身
に

わ
た
る
生
命
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り

上
げ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
ラ
イ
ン
は

「
経け

い

絡ら
く

」（
気き

脈み
ゃ
く）
と
い
う
。
そ
の
う
ち

最
も
重
要
な
一
本
は
、
背
骨
に
沿
っ
て
脳

に
入
る
「
督と

く

脈み
ゃ
く」

と
い
う
経
絡
で
あ
る
。

荘
子
は
養よ

う

生せ
い

（
よ
う
じ
ょ
う
）
に
お
け
る

督
脈
の
重
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
「
縁
督
以
為
経
、
可
以
保
身
、
可
以
全

生
、
可
以
養
親
、
可
以
尽
年
」（
督と

く

に
縁よ

り
て
以も

っ

て
経け

い

と
為な

さ
ば
、
以も

っ

て
身み

を
保た

も

つ
可べ

く
、
以も
っ

て
生せ
い

を
全ま
っ
とう
す
可べ

く
、
以も
っ

て
親お
や

を
養
や
し
な

う
可べ

く
、
以も

っ

て
年と

し

を
尽つ

く
す
可べ

し
）

 

（『
荘
子　

内
篇　

養よ
う

生せ
い

主し
ゅ

第
三
』）

　
【
訳
】
督
脈
と
い
う
経
絡
に
沿
っ
て
気

を
通
ら
せ
れ
ば
、
身
体
の
健
康
を
保
つ

こ
と
が
で
き
る
、
健
全
な
生
命
を
保
つ

こ
と
が
で
き
る
、
親
を
養
う
こ
と
が
で

き
る
、
自
然
に
与
え
ら
れ
た
寿
命
を
全

う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

│
前
掲
の
東
郭
順
子
の
「
縁
而
葆

真
」（
縁よ

り
て
真し

ん

を
葆た

も

つ
）
も
、
督
脈
を
通

ら
せ
て
真
気
（
人
体
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

を
保
つ
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
神
」
は
精
神
・
意
識
を
意

味
し
、
人
間
の
生
命
を
主
宰
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
神
は
さ
ら
に
「
元げ

ん

神し
ん

」
と
「
識し

き

神し
ん

」
に
分
け
ら
れ
て
、
前
者
は
、
生
ま
れ

つ
き
の
生
命
の
智
慧
で
、
後
者
は
後
天
的

に
仕
込
ま
れ
た
思
想
、
知
識
や
価
値
観
な

ど
で
あ
る
。

分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
元
神
は
心
に

相
当
す
る
が
神
は
大
脳
に
相
当
す
る
。
気

功
練
習
の
最
重
要
な
課
題
の
一
つ
は
、
識

広
告
ス
ペ
ー
ス
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神
の
元
神
に
対
す
る
干
渉
・
邪
魔
を
軽

減
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
田
子
方
が
い

う
「
使
人
之
意
也
消
」（
人ひ

と

の
意い

を
消け

せ
し

む
）
と
は
、
識
神
の
よ
う
な
後
天
的
な
欲

望
や
意
識
を
消
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

◆ 「
こ
こ
ろ
」
だ
け
で
は
悟
れ
な
い

生
身
の
人
間
に
と
っ
て
、
修
行
は
身

（
精
）
心
（
神
）
関
係
（
広
げ
れ
ば
自
他
関
係

に
な
る
）
の
調
和
に
他
な
ら
な
い
。
健
康

な
体
が
あ
っ
て
こ
そ
健
全
な
精
神
状
態
が

あ
り
、
逆
に
、
身
体
の
不
調
は
心
的
悩
み

と
病
の
投
影
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

心
身
を
調
和
さ
せ
る
に
は
気
と
い
う
生
命

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
欠
か
せ
な
い
。

日
本
の
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う

の
白は

く

隠い
ん

禅ぜ
ん

師じ

は
、
若

い
頃
、
心
性
の
み
の
坐
禅
修
行
を
無
理

や
り
に
行
っ
た
た
め
に
、
重
い
禅
病
を

患わ
ず
ら

っ
て
、
生
死
の
岐き

路ろ

に
立
た
さ
れ

た
。
幸
い
、
白は

く

幽ゆ
う

仙せ
ん

人に
ん

よ
り
仙
人
還げ

ん

丹た
ん

・

気き

海か
い

丹た
ん

田で
ん

の
方
法
を
学
び
三
年
の
練
習

を
経
て
、
従
来
の
様
々
な
病
状
を
、
薬

も
鍼し

ん

灸き
ゅ
う

も
用
い
ず
に
治
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
こ
れ
ま
で
に
手
も
足
も
出
ず
歯
も
た

た
な
い
難
解
な
話わ

頭と
う

も
根
底
か
ら
透と

う

轍て
つ

し
て
、「
大だ

い

歓か
ん

喜ぎ

を
得え

る
も
の
、
凡お

よ

そ
六ろ

く

七し
ち

回か
い

、
其そ

の
よ余

の
小

し
ょ
う

悟ご

、
怡い

悦え
つ

踏と
う

舞ぶ

を
忘

る
る
も
の
を
数
え
を
し
ら
ず
」（
白
隠
『
夜や

船せ
ん

閑か
ん

話な

』）
と
、
大
い
な
る
悟
り
を
六
〜
七

回
、
小
さ
な
悟
り
は
数
え
切
れ
な
い
と
自

ら
述
べ
た
。

そ
の
方
法
は
、
現
代
で
は
丹
田
内な

い

気き

を

養
う
と
い
う
気
功
に
と
っ
て
最
も
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
の
基
本
方
法
の
一
つ
に
属
し
て
い

る
。
実
際
、
白
隠
禅
師
は
、
こ
う
し
た
実

体
験
に
基
づ
い
て
、
養
生
を
無
視
し
て
、

心
を
身
体
と
気
脈
の
修
行
と
切
り
離
し
た

枯か
れ

禅ぜ
ん

的
修
行
方
法
に
対
し
て
強
く
批
判
し

た
。

　
「
彼か

の
静せ

い

寂じ
ゃ
く

無ぶ

事じ

の
処と

こ
ろに

在あ

り
て
、

識し
き

神し
ん

を
認に

ん

得と
く

し
て
見け

ん

性し
ょ
うな

り
と
相あ

い

心こ
こ
ろ

得え

、
揩か

い

磨ま

浄じ
ょ
う

尽じ
ん

し
て
以も

っ

て
足た

れ
り
と

す
る
底そ

こ

の
無む

眼げ
ん

禿と
く

奴ぬ

の
族や

か
らは

、
夢ゆ

め

に
も

曾か
つ

て
見み

る
こ
と
を
得え

ん
や
」

 

（
白
隠
『
遠お

羅ら

天て

釜が
ま

』）

　
【
訳
】
た
だ
ひ
た
す
ら
静
寂
に
執
着
し

て
心
ば
か
り
を
磨
い
て
、
こ
の
よ
う
な

智
慧
の
眼
を
得
て
い
な
い
禿は

げ
坊
主

の
輩や

か
らは

、
例
え
夢
の
中
に
で
さ
え
も
悟

り
を
得
ら
れ
な
い
。

│
冒
頭
の
問
題
に
戻
る
が
、
悟
り
は

心
の
目
覚
め
で
あ
る
が
、
心
は
身
体
と

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
性
を
持
っ
て
い

る
。
故
に
、「
色
即
是
空
・
空
即
是
色
」

の
教
え
に
従
っ
て
地
味
な
気
功
養
生
の
心

身
実
践
を
積
み
重
ね
れ
ば
、
大
き
な
悟
り

は
と
も
か
く
小
さ
な
悟
り
は
生
き
る
喜
び

と
共
に
日
々
咲
き
開
く
の
で
あ
ろ
う
。
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