
一

只
今
、
学
部
長
先
生
か
ら
ご
懇
篤
な
る
ご
紹
介
を
頂
き
誠
に
有
難
う

ご
ざ
い
ま
す
。「
光
陰
矢
の
如
し
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
在
職
三
十
六

年
の
歳
月
が
い
つ
の
間
に
か
過
ぎ
去
っ
た
と
い
う
感
が
致
し
て
お
り
ま

す
。
私
は
こ
の
間
一
貫
し
て
「
道
元
禅
師
の
研
究
」
に
専
念
し
て
参
り

ま
し
た
が
、
な
お
完
成
し
て
お
ら
ず
、
今
は
そ
の
研
究
成
果
の
一
端
の

報
告
を
も
っ
て
、
本
日
の
最
終
講
義
に
替
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

宗
門
人
の
一
員
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
道
元
禅
師
を
研
究
す
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
特
に
道
元
禅
師
の
研
究
は
道
元
禅

師
の
立
場
に
立
っ
て
道
元
禅
師
を
把
握
し
て
ゆ
く
こ
と
を
基
本
姿
勢
と

し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
基
本
姿
勢
に
立
っ
て
、
先
き
に
学
部
長
先
生
か

ら
も
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
よ
う
に
、「
道
元
禅
師
の
宗
教
思
想
」
に
つ

い
て
教
行
証
の
三
方
面
か
ら
組
織
体
系
化
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
こ
の
教
行
証
の
統
一
的
研
究
は
私
自
身
の
単
な
る
思
い
付
き
に
よ

る
も
の
で
な
く
、
道
元
禅
師
自
ら
の
説
示
で
あ
る
「
教
行
証
一
等
の
坐

禅
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
道

元
禅
師
の
二
、
三
の
言
説
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
『
永
平
広

録
』
八
巻
の
「
小
参
法
語
」
に
は
、

吾
が
仏
祖
の
坐
禅
は
然
ら
ず
、
是
れ
乃
ち
仏
行
な
り
。
所
謂
、

仏
家
の
体
為
は
宗
説
行
一
等
な
り
。
一
如
な
り
。
宗
は
証
な
り
。

説
は
教
な
り
。
行
は
修
な
り
。
向
来
共
に
学
習
を
存
す
る
な
り
。

応
に
知
る
べ
し
。
行
は
宗
説
を
行
じ
、
説
は
宗
行
を
説
き
、
宗
は

説
行
を
証
す
る
な
り
。
行
も
し
説
を
行
ぜ
ず
証
を
行
ぜ
ず
ん
ば
、

何
ぞ
仏
法
を
行
ず
と
云
わ
ん
。
説
も
し
行
を
説
か
ず
証
を
説
か
ず

ん
ば
、
仏
法
を
説
く
と
称
し
が
た
し
。
証
も
し
行
を
証
せ
ず
説
を

証
せ
ず
ん
ば
、
争
で
か
仏
法
を
証
す
と
名
づ
け
ん
。
々
々
（
原
漢

文
）

と
説
か
れ
、
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
海
印
三
昧
」
の
巻
で
は
そ
の
冒
頭

に

諸
仏
諸
祖
と
あ
る
に
、
か
な
ら
ず
海
印
三
昧
な
り
。
こ
の
三
昧
の

游
泳
に
、
説
時
あ
り
、
証
時
あ
り
、
行
時
あ
り
、
・
・
・
従
来
の

透
関
破
節
、
も
と
よ
り
諸
仏
諸
祖
の
面
面
な
り
と
い
え
ど
も
、
こ

れ
海
印
三
昧
の
朝
宗
な
り
。
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二

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
教
行
証
一
等
の
坐
禅
（
仏
法
）
を

自
ら
の
宗
教
の
根
本
に
据
え
て
宗
教
思
想
を
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
り
ま
す
が
、
更
に
『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」
の
巻
に
よ

り
ま
す
と
、

嫡
嫡
相
承
せ
る
は
、
こ
の
坐
禅
の
宗
旨
の
み
な
り
。
こ
の
宗
旨
、

い
ま
だ
単
伝
せ
ざ
る
は
仏
祖
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
こ
の
一
法

（
坐
禅
）
あ
き
ら
め
ざ
れ
ば
、
萬
法
あ
き
ら
め
ざ
る
な
り
、
萬
行
あ

き
ら
め
ざ
る
な
り
。
・
・
・
・

と
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
説
示
か
ら
、
道
元
禅
師
の
宗
教
思
想

が
仏
の
坐
禅
三
昧
の
開
顕
の
教
行
証
で
あ
る
こ
と
も
、
よ
り
一
層
明
瞭

と
な
っ
て
参
り
ま
す
。
従
っ
て
私
は
近
年
の
道
元
禅
師
研
究
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
禅
師
の
思
想
的
変
化
と
い
う
論
調
に
は
賛
同
し
か
ね
る
し
、

そ
れ
は
禅
師
の
最
晩
年
に
お
い
て
も
、
不
染
汚
の
坐
禅
に
つ
い
て
の
上

堂
が
再
三
な
さ
れ
て
い
る
（『
永
平
広
録
』
七
巻
）
か
ら
で
す
が
、
今
は

省
略
致
し
ま
す
。

二

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
二
十
四
歳
で
入
宋
し
て
先
ず
両
浙

の
知
識
を
訪
ら
い
五
門
の
家
風
を
き
き
最
後
に
天
童
如
浄
古
仏
の
会
下

に
投
じ
て
修
道
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
宗
門
の
正
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ

た
仏
法
は
、

こ
の
単
伝
正
直
の
仏
法
は
最
上
の
な
か
に
最
上
な
り
、
参
見
知
識

の
は
じ
め
よ
り
、
さ
ら
に
焼
香
礼
拝
念
仏
修
懺
看
経
を
も
ち
ゐ
ず

た
だ
し
打
座
し
て
身
心
脱
落
す
る
こ
と
を
え
よ
。

諸
仏
如
来
と
も
に
単
伝
し
て
、
阿
耨
菩
提
を
証
す
る
に
、
最
上
無

為
の
妙
術
あ
り
。
こ
れ
た
だ
ほ
と
け
仏
に
さ
づ
け
て
よ
こ
し
ま
な

る
こ
と
な
き
は
、
す
な
は
ち
自
受
用
三
昧
そ
の
標
準
な
り
。
こ
の

三
昧
に
遊
戯
す
る
に
端
坐
参
禅
を
正
門
と
せ
り
。（
弁
道
話
）

と
も
、
ま
た
「
仏
仏
祖
祖
正
伝
仏
法
、
唯
打
坐
而
己
」（『
永
平
広
録
』

第
四
巻
）
と
も
云
わ
れ
て
い
る
「
打
坐
」
で
あ
り
ま
し
た
。
禅
師
の
修

道
は
こ
の
単
伝
正
直
の
打
坐
（
坐
禅
三
昧
）
に
規
定
さ
れ
、
打
坐
一
道

を
驀
直
に
進
行
し
て
「
一
生
参
学
の
大
事
」
を
畢
り
、
自
ら
こ
れ
を
我

国
に
正
伝
せ
ら
れ
た
。
禅
師
に
お
け
る
坐
禅
三
昧
は
「
仏
仏
の
要
機
、

祖
祖
の
機
要
」
す
な
わ
ち
仏
祖
の
生
命
で
あ
り
「
仏
法
の
全
道
に
し
て
、

な
ら
べ
て
い
ふ
べ
き
も
の
な
き
」
仏
祖
正
伝
の
正
法
で
あ
っ
た
と
い
う

自
信
と
信
念
を
も
た
れ
て
お
り
ま
す
。

道
元
禅
師
は
二
十
八
歳
で
宋
よ
り
帰
朝
せ
ら
れ
た
後
、
興
聖
寺
、
永

平
寺
と
も
に
従
来
の
寺
院
に
な
い
参
禅
弁
道
の

堂
を
創
設
し
、
特
に

永
平
寺
で
は
弁
道
法
を
撰
し
て
日
々
の
行
法
の
中
心
が
坐
禅
に
あ
る
事

を
示
さ
れ
た
。
更
に
帰
朝
当
初
の
御
撰

も
『
普
勧
坐
禅
儀
』
で
あ
り
、

次
い
で
『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
で
あ
り
ま
し
た
が
、『
普
勧
坐
禅
儀
』

は
坐
禅
の
儀
式
を
中
心
に
そ
の
実
践
的
方
面
を
説
き
、「
弁
道
話
」
は

坐
禅
の
功
徳
価
値
を
中
心
に
そ
の
理
論
的
方
面
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も

の
で
、
こ
の
両
著
に
よ
っ
て
坐
禅
の
実
践
と
理
論
と
が
完
成
し
て
立
教
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三

開
宗
の
基
礎
が
確
立
し
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
後
、
直
接
坐
禅
に
関
す
る
書
と
し
て
『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」、
同

「
坐
禅
儀
」、
同
「
三
昧
王
三
昧
」
等
を
撰

さ
れ
、
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』

九
十
五
卷
中
直
接
坐
禅
に
関
す
る
以
外
の
書
も
、
そ
の
示
さ
れ
た
処
に

は
諸
種
の
行
相
教
相
も
あ
り
、
決
し
て
単
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
等
の
実
践
教
法
は
悉
く
三
昧
よ
り
開
説
顕
示
せ
る
も
の
で
、
坐
禅
三

昧
を
離
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

打
坐
に
よ
っ
て
一
生
参
学
の
大
事
を
了
畢
せ
ら
れ
た
禅
師
は
、
打
坐

を
仏
祖
の
生
命
と
し
て
正
伝
し
、
こ
れ
を
実
践
宣
揚
せ
ら
れ
た
の
で
、

従
っ
て
、
禅
師
の
宗
教
中
に
お
い
て
打
坐
が
そ
の
枢
軸
を
な
す
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
師
の
宗
教
は
打
坐
（
或
は
坐
禅
或
は
三
昧
）

中
心
主
義
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
再
認
識
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
坐
禅
三
昧
を
中
心
と
な
す
限
り
、
そ
れ
は
禅
師
の
宗
教
の

全
体
と
関
係
を
持
つ
べ
き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
的
に
は
坐
禅
（
或
は
打
坐
）
は
形
式
的
方
法
的
意
味
を
持
ち
、

三
昧
は
内
容
的
認
識
的
形
而
上
的
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
形
式
あ

っ
て
の
内
容
、
内
容
あ
っ
て
の
形
式
で
す
か
ら
、
両
者
は
不
離
の
関
係

に
あ
り
、
従
っ
て
坐
禅
は
三
昧
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
昧
は
坐

禅
を
荷
負
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
禅
師
は
こ
の
「
三
昧
に
遊
化
す
る
に
、

端
坐
参
禅
を
正
門
と
せ
り
」（
弁
道
話
）
と
も
「
自
受
用
三
昧
に
端
坐
依

行
」（
同
）
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
言
説
を
吟
味
す
る
と
自
受
用

三
昧
に
端
坐
し
遊
化
す
る
の
が
坐
禅
に
外
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
坐
禅
と

三
昧
と
は
相
対
的
区
分
を
付
す
る
必
要
は
な
い
し
、「
あ
き
ら
か
に
し

り
ぬ
結
跏
趺
坐
こ
れ
三
昧
王
三
昧
な
り
、
こ
れ
証
入
な
り
」（
三
昧
王
三

昧
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
方
法
と
結
果
と
を
分
け
な
い
で
、
直
に
打

坐
即
三
昧
、
打
坐
即
証
入
と
な
し
て
、
修
証
の
対
立
的
階
級
を
認
め
な

い
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
両
語
の
使
用
に
つ
い
て
も
区
別
は
さ
れ
て
お
り

ま
せ
ん
。

一
般
に
坐
禅
三
昧
が
多
く
禅
定
、
禅
那
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
両
者
の

間
に
特
別
な
相
違
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
禅
師
は
自
ら
の
思
想

を
表
現
す
る
場
合
決
し
て
禅
那
、
禅
定
の
語
を
使
用
し
て
い
な
い
。
そ

れ
は
禅
師
が
意
識
的
に
使
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

は
大
綱
的
に
見
て
凡
そ
三
つ
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
す

な
わ
ち
（
一
）
禅
定
は
未
だ
観
法
的
静
慮
の
域
を
脱
し
得
ず
、
多
分
に

禅
弊
を
伴
い
ま
す
。
仏
祖
嫡
伝
の
正
統
的
坐
禅
は
、
兀
坐
し
て
非
思
量

の
絶
対
心
地
に
安
住
し
、
驀
直
に
純
粋
意
識
を
根
拠
と
し
て
全
体
意
識

を
構
成
し
、
人
格
の
上
に
法
界
一
相
の
統
一
態
を
具
現
し
て
仏
地
に
立

つ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。（
二
）
そ
の
た
め
禅
定
は
証
道
の
正
門
で
あ
り

得
な
い
。
仏
祖
正
伝
の
三
昧
は
「
驀
然
と
し
て
尽
界
を
超
越
し
て
、
仏

祖
の
屋
裏
に
大
尊
貴
生
な
る
」（
三
昧
王
三
昧
）「
直
証
菩
提
の
修
行
」

（
弁
道
話
）
で
あ
り
ま
す
が
、「
禅
定
を
も
て
証
道
を
つ
く
す
べ
か
ら
ず
」

（
仏
道
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
禅
定
を
も
っ
て
菩
提
を
直
証
す
る
修
行

と
な
す
事
は
出
来
ま
せ
ん
。（
三
）
禅
定
は
修
行
の
一
部
分
に
し
て
相

対
的
価
値
の
も
の
、
禅
定
が
直
証
菩
提
の
修
行
で
な
い
事
も
そ
の
理
由
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四

は
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、「
禅
那
は
諸
行
の
ひ
と
つ
な
ら
く
の
み
」

（
仏
道
）
と
も
「
禅
那
い
ま
だ
仏
法
の
総
要
に
あ
ら
ず
」（
同
）
と
も
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
禅
那
、
禅
定
は
仏
法
修
行
の
一
部
分
、
例
え
ば
三
学

六
度
に
お
け
る
二
行
あ
る
い
は
五
行
に
相
対
す
る
一
行
で
あ
っ
て
相
対

的
価
値
し
か
持
た
な
い
行
法
で
あ
り
ま
す
が
、
正
伝
の
三
昧
は
仏
法
の

全
道
で
あ
り
総
要
で
あ
っ
て
、
佛
法
の
全
体
を
荷
負
う
絶
対
的
最
高
の

価
値
行
に
外
な
り
ま
せ
ん
。「
弁
道
話
」
に
は
、

い
ま
こ
の
如
来
一
大
事
の
正
法
眼
蔵
、
無
上
の
大
法
を

（
中
略
）
六
度
お
よ
び
三
學
の
禅
定
に
な
ら
つ
て
い
ふ
べ
き
に
あ
ら

ず
、
こ
の
仏
法
の
相
伝
の
嫡
意
な
る
こ
と
一
代
に
か
く
れ
な
し

（
中
略
）
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
こ
れ
は
仏
法
の
全
道
な
り
、
な
ら
べ

て
い
ふ
べ
き
も
の
な
し
。

と
説
か
れ
る
理
由
が
あ
り
ま
す
。
部
分
的
相
対
的
禅
定
と
三
学
六
度
を

円
融
す
る
事
は
お
ろ
か
、
教
行
全
体
を
統
一
す
る
全
一
的
絶
対
的
三
昧

と
を
同
一
線
上
に
お
い
て
そ
の
価
値
を
論
ず
る
事
の
不
合
理
な
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
部
分
的
相
対
的
禅
定
で
は
他
の
行

法
の
力
を
待
た
ず
し
て
、
独
立
的
に
直
証
菩
提
を
成
就
す
る
事
は
不
可

能
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
証
道
を
尽
さ
な
い
こ
と
も
明

ら
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
禅
師
が
禅
那
、
禅
定
の
語
を
使
用
し
な
い

所
以
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

禅
定
と
三
昧
と
の
比
較
に
よ
つ
て
、
禅
定
が
仏
教
の
行
法
中
に
お
け

る
観
法
的
部
分
的
相
対
的
行
法
で
あ
り
、
証
道
の
正
門
で
な
い
事
を
知

る
と
同
時
に
、
三
昧
が
純
粋
意
識
を
根
拠
す
る
直
証
菩
提
の
正
行
で
あ

り
、
全
体
的
絶
対
的
価
値
行
で
あ
る
事
を
も
知
る
事
が
出
来
ま
す
が
、

こ
の
三
昧
の
全
体
性
が
教
行
証
を
統
一
す
る
統
一
主
体
を
意
味
し
て
い

る
し
、
そ
こ
に
三
昧
中
心
主
義
の
宗
教
の
成
立
す
る
根
拠
が
あ
り
ま
す

が
、
単
に
抽
象
的
に
三
昧
が
全
体
性
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
の
み
で

は
成
立
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
そ
の
全
体
性
が
具
体
的
に
説
明
せ
ら
れ
、

統
一
主
体
た
る
事
が
如
実
に
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

如
実
の
証
明
は
三
昧
の
証
道
の
過
程
並
び
に
結
果
を
具
体
的
に
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
と
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
結
論
的
に

べ
て

お
き
ま
す
。

坐
禅
三
昧
の
過
程
結
果
は
「
不
思
量
而
思
量
」
の
純
粋
意
識
を
根
拠

と
し
て
「
非
思
量
」
の
全
体
意
識
を
構
成
す
る
事
で
あ
り
、
主
客
対
立

の
泯
絶
を
契
機
と
し
て
主
客
円
融
へ
と
開
展
す
る
事
で
あ
り
、
絶
対
無

の
真
空
を
立
場
と
し
て
絶
対
有
の
妙
有
を
現
成
す
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
主
客
融
合
せ
る
法
界
一
相
の
統
一
態
は
知
見
以
上
の
知
見
と
も
称

す
べ
き
で
、
直
接
経
験
者
の
三
昧
人
の
み
が
味
得
す
る
自
受
用
法
楽
の

世
界
に
外
な
り
ま
せ
ん
が
、
法
界
一
相
の
統
一
態
の
世
界
は
如
何
な
る

様
相
、
妙
用
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
兀
々
地
の
三
昧
に
お
い
て

行
為
的
に
純
粋
意
識
を
根
拠
と
し
て
三
世
十
方
円
融
の
統
一
態
を
具
現

し
、
一
切
諸
仏
一
切
群
類
、
一
切
諸
法
と
相
い
共
に
能
化
所
化
と
な
り
、

仏
行
を
通
じ
て
相
資
相
依
の
全
体
的
関
連
の
世
界
を
現
成
せ
る
行
態
が

仏
境
界
（
弁
道
話
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
三
昧
が
そ
の
ま
ま
仏
境
界
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五

で
あ
る
の
で
、
禅
師
は
、「
諸
仏
諸
祖
と
あ
る
に
か
な
ら
ず
海
印
三
昧

な
り
」（
海
印
三
昧
）
と
説
か
れ
、
ま
た
こ
の
三
昧
が
一
心
と
呼
ば
れ
、

そ
の
統
一
態
を
「
一
心
一
切
法
」、「
一
切
法
一
心
」
と
も
表
現
し
、
そ

の
行
為
的
一
心
を
「
即
心
是
仏
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
禅
師
に
お
い

て
は
一
切
を
荷
負
っ
て
行
じ
ゆ
く
行
態
の
外
に
仏
は
存
し
な
い
の
で
、

こ
れ
を
行
仏
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
坐
禅
三
昧
は
正
に
本
証
の
行
仏
に
外

な
り
ま
せ
ん
。

三
昧
に
統
一
さ
れ
、
そ
れ
に
縁
り
起
つ
一
切
諸
法
は
そ
の
行
仏
の
規

定
を
受
け
て
正
当
真
実
の
立
場
に
た
た
し
め
て
い
る
の
で
、「
弁
道
話
」

に
は
、い

ま
を
し
ふ
る
功
夫
弁
道
は
、
証
上
に
萬
法
を
あ
ら
し
め
、
出
路

に
一
如
を
行
ず
る
な
り
。

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
行
仏
で
あ
る
能
統
一
の
三
昧

が
一
切
萬
法
を
証
上
に
規
定
し
て
本
証
の
存
在
た
ら
し
め
る
と
同
時

に
、
一
切
萬
法
と
一
如
に
同
修
同
証
し
て
向
上
発
展
の
一
路
を
辿
っ
て

い
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
三
昧
と
同
修
同
証
す
る
一
切
萬
法

は
そ
れ
自
ら
仏
行
す
な
わ
ち
本
証
の
妙
修
を
行
ず
る
存
在
に
外
な
り
ま

せ
ん
か
ら
、
一
切
の
存
在
は
能
統
一
の
三
昧
に
よ
っ
て
本
証
の
存
在
と

し
て
本
証
の
妙
修
を
修
証
す
る
本
証
の
行
仏
た
り
得
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
一
切
の
存
在
は
三
昧
に
規
定
さ
れ
価
値
づ
け
ら
れ
て

そ
の
真
実
の
立
場
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
三
昧
は
一
切
存
在
並
び

に
一
切
行
為
の
価
値
的
根
拠
と
言
っ
て
よ
い
の
で
、
三
昧
の
統
一
態
は

三
昧
人
と
一
切
存
在
と
渾
然
一
如
の
姿
に
お
い
て
仏
、
仏
を
説
き
、
仏

を
行
じ
、
仏
を
証
す
る
純
粋
行
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

自
内
証
の
法
門
の
表
現
が
禅
師
の
思
想
を
な
す
も
の
で
、
禅
師
の
宗
教

思
想
と
は
こ
の
三
昧
行
自
現
の
教
行
証
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
あ

り
ま
せ
ん
。三

先
き
の
「
海
印
三
昧
」
の
言
説
の
よ
う
に
、
三
昧
中
に
教
行
証
の
三

法
が
包
蔵
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
三
昧
中
に
包
蔵
さ
れ
て
い

る
法
門
が
開
演
さ
れ
て
教
（
存
在
観
）、
行
（
修
証
観
）、
証
（
仏
陀
観
）

と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
す
で
に
三
昧
が
本
証
の
仏
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
本
証
の
規
定
を
受
け
て
「
本
証
の
存
在
」、「
本
証
の
妙
修
」、「
本

証
の
行
仏
」
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
、
正
に
本
証
の
教
行
証
と
言
う
こ

と
が
出
来
ま
す
。
道
元
禅
師
が
教
行
証
一
等
の
坐
禅
を
主
張
さ
れ
て
い

る
理
由
も
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

本
証
の
三
昧
が
教
行
証
を
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
注
目
さ

れ
る
の
は
、「
弁
道
話
」
の
次
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
を
し
ゆ
る
功
夫
弁
道
は
、
証
上
に
萬
法
を
あ
ら
し
め
、
出
路
一

如
を
行
ず
る
な
り
。

と
言
わ
れ
て
い
る
説
示
は
、
誠
に
禅
師
の
坐
禅
の
体
験
に
基
づ
く
事
実

を
語
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。「
証
上
に
萬
法
を
あ
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六

ら
し
め
」
る
と
は
、
坐
禅
の
当
処
に
一
切
の
存
在
を
本
証
上
に
立
た
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
の
こ
と
を
「
弁
道
話
」
に

「
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
端
坐
す
る
と
き
、
遍
法
界
み
な
仏
印

と
な
り
、
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の

も
、
同
一
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
坐
禅
三
昧
は
そ
れ
自
ら

一
切
の
存
在
を
本
証
に
規
定
す
る
妙
用
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
本
証
三
昧
に
規
定
さ
れ
た
諸
法
│
一
切
存
在

が
、
そ
の
真
実
の
在
り
姿
と
し
て
示
さ
れ
る
の
が
「
本
証
の
存
在
」
思

想
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

「
出
路
に
一
如
を
行
ず
る
な
り
」
の
出
路
の
意
味
に
つ
い
て
は
種
々

の
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
今
は
「
日
々
真
実
に
生
き
ゆ
く
生
活
」
と
見

て
よ
い
と
思
い
ま
す
。「
一
如
を
行
ず
る
」
と
は
、
同
じ
く
「
弁
道
話
」

に
「
彼
々
と
も
に
一
等
の
同
修
な
り
同
証
な
り
」
と
あ
る
言
葉
と
同
意

で
、
坐
禅
人
が
一
切
存
在
と
融
合
し
て
一
如
に
な
り
、
法
界
一
相
の
全

一
的
立
場
に
立
っ
て
修
証
し
ゆ
く
姿
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
の
言
葉
を
総
合
す
れ
ば
、
坐
禅
人
は
単
に
一
切
の
存
在
を
証

上
に
立
た
し
め
る
だ
け
で
な
く
、
更
に
日
々
真
実
に
生
き
ゆ
く
生
活
の

上
に
お
い
て
、
一
切
存
在
と
一
如
に
仏
向
上
の
道
を
辿
り
ゆ
く
価
値
行

で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
価
値
行
は
「
現
成
公
案
」

の
「
自
己
の
身
心
お
よ
び
佗
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
」
と
い

う
自
利
即
利
他
の
妙
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
主
客
一
如
、
自
利
即
利
他

不
二
の
妙
行
が
そ
の
ま
ま
修
証
不
二
の
不
染
汚
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

本
証
三
昧
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
、
言
う

こ
と
に
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
本
証
三
昧
に
価

値
づ
け
ら
れ
た
妙
修
が
修
証
の
真
実
の
姿
と
し
て
示
さ
れ
て
「
本
証
の

妙
修
」
の
思
想
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
は
道
元
禅
師
の
仏
典
観
は
省
略
し
ま
す
。
本
証
の
存
在
観
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
す
。
存
在
観
は
広
く
見
れ
ば
法
界
観
と
な
り
、
狭
く
見

れ
ば
衆
生
観
と
な
り
ま
す
が
、
法
界
も
衆
生
│
│
禅
師
は
有
情
も
非

情
も
と
も
に
衆
生
と
規
定
す
る
│
│
も
存
在
以
外
の
も
の
で
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
存
在
の
在
り
姿
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。

一
乗
仏
教
に
お
い
て
も
、
諸
法
は
そ
の
ま
ま
実
相
で
あ
り
、
法
界
は

縁
起
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
道

元
禅
師
も
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』
中
に
「
諸
法
実
相
」
の
巻
や
「
三
界
唯

心
」
の
巻
が
説
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
を
見
て
も
、
実
相
思
想
や
縁

起
思
想
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、
し
か
し
同
じ
諸

法
を
仏
の
存
在
（
本
証
の
存
在
）
と
し
て
規
定
す
る
に
し
て
も
、「
諸

法
は
実
相
な
り
」
と
い
う
実
相
論
的
表
現
と
、「
一
心
一
切
法
」
と
い

う
縁
起
論
的
表
現
と
で
は
、
両
者
の
間
に
多
少
の
趣
き
が
異
な
っ
て
き

ま
す
が
、
そ
れ
は
見
方
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、
一
切
存
在
が

本
証
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
く
こ
と
に
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
道
元
禅
師
の
存
在
観
（
存
在
の
在
り
姿
）

は
本
証
三
昧
の
存
在
の
仕
方
、
更
に
言
い
ま
す
と
、
三
昧
に
統
一
さ
れ

て
い
る
諸
法
（
一
切
存
在
）
の
真
実
の
姿
を
直
観
し
て
言
語
表
現
さ
れ
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七

て
お
り
ま
す
が
、
本
証
三
昧
中
に
お
け
る
全
体
的
関
連
の
統
一
世
界
に

対
す
る
見
方
の
相
違
に
よ
っ
て
実
相
思
想
と
縁
起
思
想
と
に
分
れ
て
き

ま
す
。
す
な
わ
ち
本
証
の
立
場
か
ら
平
面
的
に
一
切
存
在
を
眺
め
る
時
、

一
切
存
在
は
そ
の
ま
ま
本
証
の
姿
に
外
な
ら
な
い
の
で
、
そ
こ
に
「
実

相
思
想
」
が
把
握
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
更
に
立
体
的
に
本
証
人
の
一
心

と
一
切
存
在
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
一
切
存
在
の
一
々
の
相
互
関
係
を

見
る
時
、
そ
こ
に
は
す
べ
て
の
存
在
は
重
々
無
尽
の
相
依
相
関
の
関
係

に
あ
り
、
全
体
的
関
連
の
仏
世
界
が
現
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま

す
の
で
、
こ
の
点
よ
り
「
仏
界
縁
起
」
の
思
想
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。以

上
の
こ
と
は
「
弁
道
話
」
の
巻
に
見
ら
れ
る
「
三
業
に
仏
印
を
標

し
、
三
昧
に
端
坐
す
る
と
き
」
以
下
の
説
示
を
参
究
す
れ
ば
、
自
ら
理

解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
切
存
在
が
本
証
の
存
在
た
り
得
る
に
は
、
そ
こ
に
一
つ
の
根
拠
を

絶
対
条
件
と
し
ま
す
。
本
証
の
存
在
は
凡
人
の
見
て
い
る
差
別
的
実
体

視
観
念
に
基
づ
く
一
切
法
を
そ
の
ま
ま
本
証
の
存
在
と
す
る
の
で
は
な

く
、
一
元
的
に
融
合
統
一
さ
れ
て
全
体
的
関
連
の
世
界
を
構
成
し
て
い

る
一
切
法
を
本
証
の
存
在
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
二
元
的

固
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
一
切
法
を
そ
の
ま
ま
実
相
と
し
て
肯
定
す
る

こ
と
は
大
な
る
誤
り
で
あ
る
点
に
注
意
を
要
し
ま
す
。
こ
の
誤
り
を
破

す
る
の
が
大
乗
仏
教
の
般
若
思
想
で
す
が
、
道
元
禅
師
に
お
い
て
も
、

こ
の
真
空
の
般
若
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

「
本
証
の
存
在
」
思
想
は
、
本
証
三
昧
の
内
面
的
な
在
り
姿
の
表
現

で
あ
り
ま
す
が
、
同
様
に
、
真
空
思
想
も
本
証
三
昧
の
在
り
姿
の
開
示

に
外
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
内
面
の
在
り
姿
と
は
、
全
体
的
関
連
の
世
界

を
構
成
す
る
根
拠
と
な
り
ま
す
所
の
主
客
泯
絶
の
純
粋
意
識
の
心
地
を

指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
只
管
打
坐
の
当
体
と
し
て
実
践
的
に
現
成
せ

し
め
て
い
る
生
命
的
真
空
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
面
に
は
「
存
在
」

に
対
し
て
二
元
視
し
固
定
視
す
る
観
念
を
実
践
的
に
破
り
、
他
面
に
は

一
切
存
在
を
統
一
し
全
体
的
関
連
の
世
界
を
実
践
的
に
構
成
し
ま
す
根

拠
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
妙
有
思
想
で
あ
る
実
相
、
縁
起
思
想
を

説
く
限
り
、
妙
有
思
想
と
不
離
の
関
係
に
あ
る
真
空
思
想
が
説
か
れ
る

の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

四

次
に
「
本
証
の
妙
修
」
の
思
想
は
、
本
証
の
存
在
の
修
証
を
説
く
こ

と
で
す
か
ら
、
本
証
の
存
在
に
基
礎
を
お
い
た
修
証
で
あ
り
ま
す
が
、

本
証
妙
修
の
語
意
か
ら
見
れ
ば
、
本
証
の
存
在
と
し
て
の
仏
が
仏
の
行

を
行
じ
て
ゆ
く
こ
と
の
意
味
で
す
。
し
か
し
実
際
は
解
っ
た
よ
う
で
解

り
に
く
い
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
『
普
勧
坐
禅

儀
』
の
言
葉
で
、
そ
こ
で
は
大
体
二
様
の
意
味
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
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八

矧
彼
祇
園
之
爲
二

生
知
一

兮
、
端
坐
六
年
之
蹤
跡
可
レ

見
、
少
林
之
傳
二

心
印
一

兮
、
面
壁
九
歳
之
聲
名
尚
聞
、
古
聖
既
然
、
今
人
盍
レ

辧
。

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
の
は
、
釈
尊
も
達
磨
も
と
も
に
証
上
の
修
に
受
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
今
人
の
我
々
に
対
し
て
も

本
証
妙
修
の
認
識
を
要
求
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
、
引
文
中

の
前
句
で
あ
る
「
祇
園
の
生
知
た
る
端
坐
六
年
の
蹤
跡
見
つ
べ
し
」
の

句
は
本
証
の
存
在
と
し
て
の
衆
生
が
本
具
の
仏
性
を
発
動
せ
し
め
て
修

証
す
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
後
句
の
「
少
林
の
心
印
を
伝
う
る
面
壁
九
歳

の
聲
名
尚
お
聞
ゆ
」
の
句
は
、
悟
れ
る
者
が
悟
後
の
修
証
と
し
て
更
に

修
証
し
て
ゆ
く
こ
と
を
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
句
は
修
証
の
発
生
を
本

証
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、
後
句
は
悟
れ
る
者
が
更
に
無
限
の
修
証

を
持
続
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
句
を
総
合
し
て
見
ま

す
と
、
本
証
の
妙
修
と
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
で
き
ま
す
。

本
証
の
存
在
で
あ
る
衆
生
が
本
具
の
仏
性
を
発
動
せ
し
め
て
無
限
に

不
染
汚
の
仏
行
を
持
続
し
て
発
展
向
上
の
道
を
辿
り
ゆ
く
事
を
意
味
し

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
修
証
は
「
凡
夫
よ

り
仏
へ
」
の
行
で
は
な
く
、「
仏
よ
り
仏
へ
」
の
行
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
道
元
禅
師
は
こ
の
本
証
妙
修
に
つ
い
て
、『
正
法
眼
蔵
』「
弁

道
話
」
の
巻
第
七
問
答
に
、

そ
れ
修
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
へ
る
、
す
な
は
ち
外
道
の

見
な
り
。
仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
。
い
ま
も
証
上
の
修

な
る
ゆ
ゑ
に
、
初
心
の
弁
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
、
か
る

が
ゆ
ゑ
に
、
修
行
の
用
心
を
さ
づ
く
る
に
も
、
修
の
ほ
か
に
証
を

ま
つ
お
も
ひ
な
か
れ
と
を
し
ふ
。
直
指
の
本
証
な
る
が
ゆ
ゑ
な
る

べ
し
。
す
で
に
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ

ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
。
こ
こ
を
も
て
、
釋
迦
如
来
、
迦
葉
尊
者
、

と
も
に
証
上
の
修
に
受
用
せ
ら
れ
、
達
磨
大
師
、
大
鑑
高
祖
、
お

な
じ
く
証
上
の
修
に
引
転
せ
ら
る
。
仏
法
住
持
の
あ
と
、
み
な
か

く
の
ご
と
し
。

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
中
で
知
ら
れ
る
事
は
、
本
証
妙
修
の
仏

行
に
は
「
証
上
の
修
」「
修
証
不
二
」「
修
証
無
窮
」
の
三
義
の
あ
る
事

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
証
上
の
修
は
「
証
上
の
修
な
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
言

わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
本
証
妙
修
の
基
礎
と
な
す
も
の
で
、
こ
の
基
礎
の

上
に
修
証
不
二
、
修
証
無
窮
の
仏
行
が
展
開
し
て
ゆ
く
事
に
注
意
す
べ

き
点
で
あ
り
ま
す
。
禅
師
は
更
に
こ
の
本
証
妙
修
の
内
面
的
作
用
を
語

っ
て
、
同
巻
に
は
、

し
る
べ
し
、
修
を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、

仏
祖
し
き
り
に
修
行
の
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
。
妙
修

を
放
下
す
れ
ば
本
証
手
の
中
に
み
て
り
、
本
証
を
出
身
す
れ
ば
妙

修
通
身
に
お
こ
な
は
る
。

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
修
証
不
二
の
内
面
的
作
用
に
妙
修
本
証
、
本

証
妙
修
の
両
作
用
の
あ
る
事
が
知
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
「
修
中
の
証
」

「
証
中
の
修
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
が
、
前
者
は
妙
修
を
中
心
に
本
証

を
み
た
立
場
で
あ
っ
て
、
妙
修
は
妙
修
を
自
現
せ
る
本
証
を
更
に
そ
の
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九

在
る
べ
き
姿
へ
現
成
し
て
ゆ
く
自
己
組
織
を
語
り
、
後
者
は
本
証
を
中

心
に
妙
修
を
み
た
立
場
で
、
本
証
は
自
己
展
開
に
よ
っ
て
妙
修
を
現
成

し
、
そ
の
妙
修
の
中
に
自
己
を
自
現
し
て
い
る
事
を
示
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、「
証
中
の
修
」
は
本
証
自
ら
な
る
法
爾

自
然
の
無
為
無
我
行
で
あ
り
ま
す
が
、
行
の
一
歩
一
歩
が
証
の
具
体
的

現
実
態
で
あ
っ
て
、
修
の
外
に
証
を
待
つ
事
の
な
い
無
所
得
無
所
悟
の

修
証
不
染
汚
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
「
修
中
の
証
」
は
限
り

な
く
本
証
を
現
成
し
て
い
く
生
命
行
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
生
命
行
は
修

の
刻
々
が
証
の
具
体
的
現
実
態
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
現
成
せ
る
証
に

住
着
す
る
事
は
証
の
固
定
化
で
あ
り
、
二
元
対
立
に
堕
し
て
本
証
本
来

の
立
場
を
自
ら
否
定
す
る
事
と
な
り
、
従
っ
て
修
の
刻
々
は
同
時
に
見

仏
と
殺
仏
と
の
回
互
円
転
の
刻
々
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
見
仏
の

瞬
間
は
同
時
に
殺
仏
の
時
節
で
あ
り
、
殺
仏
の
瞬
間
は
同
時
に
見
仏
の

時
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
殺
仏
と
見
仏
、
脱
落
と
自
己
組
織
と
の
連
続

的
繰
り
返
し
の
中
で
、
本
証
の
自
己
を
深
め
、
高
め
拡
充
し
つ
つ
無
限

に
発
展
向
上
の
道
を
辿
り
ゆ
く
仏
の
向
上
道
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
意
味
で
は
、「
修
中
の
証
」
と
「
証
中
の
修
」
と
は
同
語
反
覆

で
は
な
く
、
各
々
そ
の
意
義
を
異
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
一
如
の

姿
に
お
い
て
「
仏
か
ら
仏
へ
」
の
修
証
不
二
を
語
っ
て
い
ま
す
。
も
と

よ
り
こ
の
修
証
は
本
証
の
坐
禅
三
昧
の
体
験
を
通
し
て
開
か
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
坐
禅
三
昧
は
「
発
無
上
心
」
の
巻
に
、

諸
法
は
有
為
に
あ
ら
ず
、
無
為
に
あ
ら
ず
、
実
相
な
り
、
実
相
は

如
是
実
相
な
り
、
如
是
は
而
今
の
身
心
な
り
、
こ
の
身
心
を
も
て

発
心
す
べ
し
。

と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、「
而
今
の
身
心
」
に
基
づ
く
坐
禅
三
昧
で
あ

り
ま
す
か
ら
、「
而
今
の
身
心
」
そ
の
も
の
が
坐
禅
三
昧
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
「
而
今
の
身
心
」（
而
今
の
生
命
）
を
も
っ
て
本
証
と
も

妙
修
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
修
証
不
二
の
本
証
妙
修
は
、
そ
の

実
「
而
今
の
身
心
（
生
命
）」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
言
い
得
る
と
思

い
ま
す
。
か
く
て
修
証
不
二
の
本
証
妙
修
を
「
而
今
の
身
心
（
生
命
）」

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
仏
の
仏
た
る
所
以
を
完
う
し
、
本
来
の
自
己
の

自
己
た
る
所
以
を
発
揮
し
て
ゆ
く
「
而
今
の
生
命
」
活
動
、「
今
・
此
」

の
具
体
的
統
一
活
動
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
思
い
ま
す
。

五

時
間
が
超
過
し
ま
し
た
の
で
、
簡
略
に
触
れ
て
行
き
ま
す
。

「
本
証
の
仏
陀
」
思
想
は
、
本
証
の
存
在
が
本
証
妙
修
す
る
当
体
を

仏
陀
観
の
立
場
か
ら
見
た
思
想
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
言
い
換
え
ま
す

と
、「
本
証
の
行
仏
」
思
想
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
は
「
本
証

の
行
仏
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
ま
せ
ん
が
、「
行
仏
威
儀
」
の

巻
で
知
ら
れ
ま
す
よ
う
に
「
行
仏
」
の
語
は
禅
師
独
自
の
思
想
を
示
す

言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
語
の
思
想
的
源
流
は
道
元

禅
師
の
大
悟
の
機
縁
で
あ
り
、
彼
の
「
参
禅
者
身
心
脱
落
也
」
と
い
う



道
元
禅
師
の
宗
教
と
そ
の
思
想
（
青
龍
）

一
〇

如
浄
の
話
頭
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大

悟
の
話
頭
は
坐
禅
そ
れ
自
体
の
当
体
が
そ
の
ま
ま
悟
の
姿
で
あ
る
こ
と

を
体
得
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
他
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

修
証
不
二
、
坐
仏
な
ど
と
同
一
の
思
想
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
修
証

不
二
、
坐
仏
の
思
想
は
そ
の
ま
ま
「
行
仏
」
思
想
と
同
一
思
想
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
行
仏
思
想
が
本
証
妙
修
と
同
一
の
思
想
と
見
ら
れ
る
わ
け

で
す
。

さ
て
、
行
仏
と
は
「
行
の
仏
」
ま
た
は
「
行
即
仏
」
の
意
味
で
、
行

ず
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
道
元
禅
師
は
行
な

き
仏
、
抽
象
的
仏
陀
や
無
修
証
の
自
然
主
義
的
本
覚
思
想
を
徹
底
否
定

さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
行
の
伴
っ
た
仏
、
行
仏
が
肯
定
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
本
証
妙
修
の
純
粋
行
（
不
染
汚
行
）
を

そ
の
ま
ま
仏
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
と
い
う
特
殊
な
存
在
が
あ
っ

て
行
ず
る
の
で
は
な
く
、
行
ず
る
こ
と
が
仏
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
禅
師
は
「
不
染
汚
の
修
証
こ
れ
仏
祖
な
り
」（
自
証
三
昧
）
と
も

「
不
染
汚
の
行
人
を
ほ
と
け
と
い
ふ
な
り
」（
随
聞
記
）
と
も
説
か
れ
て

お
り
ま
す
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

本
証
の
仏
陀
思
想
が
行
仏
思
想
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
、「
即
心
是

仏
」
の
巻
で
、

即
心
是
仏
と
は
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
の
諸
仏
な
り
、
い
ま
だ

発
心
修
行
菩
提
涅
槃
せ
ざ
る
は
即
心
是
仏
に
あ
ら
ず
。

と
い
う
言
葉
の
中
に
、
諸
仏
は
行
ず
る
諸
仏
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
ま
す
。

不
染
汚
行
の
基
本
は
坐
禅
三
昧
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
先
ず
坐
禅
が
そ
の

ま
ま
行
仏
と
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
坐
禅
箴
」

の
巻
に
「
作
仏
を
も
と
め
ざ
る
行
仏
あ
り
」
と
説
か
れ
る
の
は
、
作
仏

を
求
め
な
い
純
粋
行
の
坐
禅
を
そ
の
ま
ま
行
仏
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

時
間
の
関
係
上
、「
三
身
未
分
」
の
仏
陀
観
や
釈
尊
一
仏
の
本
尊
観

に
つ
い
て
は
、
割
愛
さ
せ
て
頂
き
、
こ
の
講
義
を
終
わ
ら
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。
長
時
間
に
わ
た
っ
て
ご
清
聴
を
賜
わ
り
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

〔
付
記
〕
講
義
は
蛇
足
を
省
き
、
集
約
改
稿
し
て
あ
り
ま
す
。


