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ま
ず
︑
は
じ
め
に
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
─
一
一
六
三
）
の
代
表
的
な
説
を
﹃
大
慧
書
﹄（﹃
大
慧
語
録
﹄
巻
二
五
～
三
〇
）
の
﹁
答
富
枢
密
︿
季
申
﹀﹂

の
第
一
書①

と
第
三
書
の
二
个
所
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒

（
一
）
只
だ
他か
れ
らの
三
祇
劫
空
に
し
て
︑
生
死
も
涅
槃
も
俱と
も
に
寂
滅
な
り
と
了
達
す
る
が
為
の
故
に
︒
既
に
未
だ
這
箇
の
田
地
に
到
ら
ざ
れ
ば
︑
切
に
邪

師
の
輩
の
胡う
せ
つ
ら
ん
ど
う

説
乱
道
し
て
︑
鬼
窟
裏
に
引
き
入
れ
ら
れ
︑
眉
を
閉
じ
眼
を
合あ
わ
せ
て
妄
想
を
作
す
べ
か
ら
ず
︒
邇じ
ら
い来
祖
道
衰
微
し
︑
此
の
流や
か
らは
麻
の
如

く
粟あ
わ
に
似
た
り
︒
真ま
こ
とに
是
れ
一
盲
の
衆
盲
を
引
き
︑
相
い
火
坑
に
牽ひ

き
入
れ
る
な
り
︑
深
く
憐
愍
す
べ
し
︒
願
く
は
公あ
な
たは
硬
く
脊
せ
き
り
よ
う
こ
つ

梁
骨
を
著つ

け
︑
這

般
の
去
就
を
作
す
こ
と
莫
れ
︒
這
般
の
去
就
を
作
す
底も
の
は
︑
暫し
ば
らく
箇
の
臭か

ら

だ

皮
袋
子
を
拘
得
し
住と
ど
め
て
︑
便
ち
以
て
究
竟
と
為
す
と
雖い
え
ども
︑
心
識
紛ふ
ん
び飛

し
て
︑
猶な如
お
野
馬
の
ご
と
し
︒
縱た

と然
い
心
識
暫ざ
ん
て
い停
す
と
も
︑
石
の
草
を
圧
す
る
が
如
く
︑
覚お
ぼ
え
ず
又
た
生
ず
る
な
り
︒
無
上
菩
提
を
直
取
し
て
︑

究
竟
安
楽
の
処
に
到
ら
ん
と
欲ほ
つ
す
と
も
︑
亦
た
難
か
ら
ざ
ら
ん
や
︒
宗わ

た
し杲

も
亦
た
嘗か

つ
て
此
の
流や

か
らの

為
に
誤
ら
さ
れ
る
︒
後の

ち来
に
真
の
善
知
識
に
遇
わ

ざ
れ
ば
︑
幾ほ
と
んと
空
し
く
一
生
を
過
ご
す
に
到
ら
ん
︒
每
每
に
思
量
す
る
に
︑
直ま

さ是
に
叵は
た
い耐
な
り
︒
故ゆ
え
を
以
て
口
業
を
惜
ま
ず
︑
力つ
と
め
て
此
の
弊
を
救
う
︒

今い

ま
稍や

や
非
を
知
る
者
有
り
︒
若
し
径た
だ
ち截
に
理
会
せ
ん
と
要も
と
め
ば
︑
須
ら
く
這
の
一
念
子
の

地
に
一
破
す
る
を
得
て
︑
方は
じ
め
て
生
死
を
了
得
し
︑

方
め
て
悟
入
と
名
づ
く
べ
し
︒
然
し
て
切
に
心
を
存
し
て
破
を
待
つ
べ
か
ら
ず
︒
若
し
心
を
破
処
に
存
せ
ば
︑
則
ち
永
劫
に
破
す
る
時
の
有
る
こ
と

無
し
︒
但た

だ
妄
想
顛
倒
底の

心
︑
思
量
分
別
底の

心
︑
生
を
好
み
死
を
悪に
く
む
底の

心
︑
知
見
解
会
底の

心
︑
静し
ず
かを
欣ね
が
い
鬧
さ
わ
が
し
きを
厭い
と
う
底の

心
を
将も
つ
て
︑
一
時
に
按あ
ん
げ下

し
て
︑
只
だ
按
下
の
処
に
就つ
い
て
︑
箇
の
話
頭
を
看み

よ
︒
僧
︑
趙
州
に
問
う
︑﹁
狗
子
に
還は

た
仏
性
有
り
也や無
﹂︒
州
云
く
︑﹁
無む

﹂
と
︒
此
の
一
字
子
は
︑

乃
ち
是
れ
許
多
の
悪
知
悪
覚
を
摧く
だ
く
底の

器
仗
な
り
︒
有
無
の
会
を
作
す
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
道
理
の
会
を
作
す
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
意
根
下
に
思
量
卜
度
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す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
揚
眉
瞬
目
の
処
に

根
だ
こ
ん

す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
語
路
上
に
活
計
を
作
す
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
無
事
甲
裏
に
颺よ
う
ざ
い在
す
る
こ
と
を
得

ざ
れ
︒
挙
起
の
処
に
承
当
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
文
字
の
中
に
引
証
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
但た

だ
十
二
時
中
︑
四
威
儀
內
に
︑
時
時
に
提て

い
ぜ
い撕

し
︑
時

時
に
挙
覚
せ
よ
︒﹁
狗
子
に
還は

た
仏
性
有
り
也や無
﹂︑
云
く
﹁
無
﹂
と
︒
日
用
を
離
れ
ず
︑
試
み
に
此か

く
の
如
く
工
夫
を
做な

し
看
よ
︒
月
の
十
日
に
︑
便

ち
自
ず
か
ら
見
得
せ
り
︒
一
郡
千
里
の
事
も
︑
都す
べ
て
相
い
妨
げ
ず
︒
古
人
の
云
く
︑﹁
我
が
這
裏
は
是
れ
活
底
の
祖
師
意
︑
甚な
に
も
の
麼
物
有
り
て
能よ

く
拘
こ
う
し
ゆ
う執

せ
ん
﹂
と
︒
他も若
し
日
用
を
離
れ
て
︑
別
に
趣
向
有
ら
ば
︑
則
ち
是
れ
波
を
離
れ
て
水
を
求
め
︑
器
を
離
れ
て
金
を
求
め
し
ご
と
く
︑
之
を
求
め
る

と
も
愈い
よ
い
よ
遠
か
ら
ん
と
︒

︿
只
為
他
了
達
三
祇
劫
空
︑
生
死
涅
槃
俱
寂
滅＊

故
︒
既
未
到
這
箇
田
地
︑
切
不
可
被
邪
師
輩
胡
説
乱
道
︑
引
入
鬼
窟
裏
︑
閉
眉
合
眼
作
妄
想
︒
邇
来
祖

道
衰
微
︑
此
流
如
麻
似
粟
︒
真
是
一
盲
引
衆
盲
︑
相
牽
入
火
坑
︑
深
可
憐
愍
︒
願
公
硬
著
脊
梁
骨
︑
莫
作
這
般
去
就
︒
作
這
般
去
就
底
︑
雖
暫
拘
得

箇
臭
皮
袋
子
住
︑
便
以
為
究
竟
︑
而
心
識
紛
飛
︑
猶
如
野
馬
︒
縱
然
心
識
暫
停
︑
如
石
圧
草
︑
不
覚
又
生
︒
欲
直
取
無
上
菩
提
︑
到
究
竟
安
楽
処
︑

不
亦
難
乎
︒
宗
杲
亦
嘗
為
此
流
所
誤
︒
後
来
不
遇
真
善
知
識
︑
幾
致
空
過
一
生
︒
每
每
思
量
︑
直
是
叵
耐
︒
以
故
不
惜
口
業
︑
力
救
此
弊
︒
今
稍
有

知
非
者
︒
若
要
径
截
理
会
︑
須
得
這
一
念
子

地
一
破
︑
方
了
得
生
死
︑
方
名
悟
入
︒
然
切
不
可
存
心
待
破
︒
若
存
心
在
破
処
︑
則
永
劫
無
有
破
時
︒

但
将
妄
想
顛
倒
底
心
︑
思
量
分
別
底
心
︑
好
生
悪
死
底
心
︑
知
見
解
会
底
心
︑
欣
静
厭
鬧
底
心
︑
一
時
按
下
︑
只
就
按
下
処
︑
看
箇
話
頭
︒
僧
問
趙
州
︑

狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
州
云
︑無
︒
此
一
字
子
︑乃
是
摧
許
多
悪
知
悪
覚
底
器
仗
也
︒
不
得
作
有
無
会
︒
不
得
作
道
理
会
︒
不
得
向
意
根
下
思
量
卜
度
︒

不
得
向
揚
眉
瞬
目
処

根
︒
不
得
向
語
路
上
作
活
計
︒
不
得
颺
在
無
事
甲
裏
︒
不
得
向
挙
起
処
承
当
︒
不
得
向
文
字
中
引
証
︒
但
向
十
二
時
中
︑
四

威
儀
內
︑
時
時
提
撕
︑
時
時
挙
覚
︒
狗
子
還
有
仏
性
也
無
︑
云
無
︒
不
離
日
用
︑
試
如
此
做
工
夫
看
︒
月
十
日
︑
便
自
見
得
也
︒
一
郡
千
里
之
事
︑

都
不
相
妨
︒
古
人
云
︑
我
這
裏
是
活
底
祖
師
意
︑
有
甚
麼
物
能
拘
執
︒
他
若
離
日
用
︑
別
有
趣
向
︑
則
是
離
波
求
水
︑
離
器
求
金
︑
求
之
愈
遠
矣
︒﹀（
＊

大
正
蔵
＝
滅
ハ
静
ニ
誤
ル
︒
大
正
蔵
巻
四
七
─
九
二
一
ｂ
ｃ
︑
荒
木
見
悟
訳
筑
摩
書
房
本
四
九
～
五
一
頁
）

（
二
）
我
が
此
の
門
中
は
︑
初
機
晚
学
を
論
ぜ
ず
︑
亦
た
久
参
先
達
を
問
わ
ず
︑
若
し
真ま

こ
と箇

の
静
を
要も
と
め
ば
︑
須
ら
く
是
れ
生
死
の
心
を
破
す
べ
し
︒

工
夫
を
做な

す
を
著え

ざ
れ
ど
も
︑
生
死
の
心
を
破
せ
ば
︑
則
ち
自
ず
か
ら
静
な
り
︒
先
聖
の
説
く
所
の
寂
静
方
便
と
は
︑
正
に
此
を
為
す
な
り
︒
自も

と
よ是

り
末
世
の
邪
師
の
輩や

か
らは

︑先
聖
の
方
便
の
語
を
会
せ
ざ
る
の
み
︒
左あ
な
た右
が
若
し
山
僧
を
信
得
及
せ
ば
︑試
み
に
鬧
処
に
向お
い
て
狗
子
無
仏
性
の
話
を
看
て
︑

未
だ
悟
不
悟
を
説
か
ず
︑
正
に
方
寸
の
擾
じ
よ
う
じ
よ
う
擾
た
ら
ん
時
に
当
り
て
︑
謾や
た
らに
提
撕
し
挙
覚
し
看
よ
︒
還は

た
静
を
覚
す
也や無
︑
還は

た
得
力
を
覚
す
也や無
︒

若
し
得
力
を
覚
せ
ば
︑
便
ち
放
捨
を
須も
ち
い
ざ
れ
︒
静
坐
を
要も

と
む
る
時
︑
但
だ
一
炷
の
香
を
焼た

き
て
︑
静
坐
せ
よ
︒
坐
す
る
時
は
︑
昏こ

ん
ち
ん沈

な
ら
し
む
る
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こ
と
を
得
ざ
れ
︑
亦
た
掉じ

よ
う
こ挙

な
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
昏
沈
と
掉
挙
と
は
︑
先
聖
の
訶
す
る
所
な
り
︒
静
坐
す
る
時
︑
纔わ

ず
か
に
此
の
両
種
の
病
の
現
前

す
る
こ
と
を
覚
せ
ば
︑
但た只
だ
狗
子
無
仏
性
の
話
を
挙
せ
︒
両
種
の
病
は
︑
力
を
用も

つ
て
排は

い
け
ん遣

す
る
を
著え

ず
と
も
︑
当た

だ
ち下

に
帖

ち
よ
う
ち
よ
う
ち

帖
地
な
ら
ん
︒
日
久
月
深
︑

纔わ
ず
か
に
省
力
を
覚
せ
ば
︑
便
ち
是
れ
得
力
の
処
な
り
︒
亦
た
静
中
の
工
夫
を
做な

す
こ
と
を
著え

ず
と
も
︑
只
だ
這
れ
便
ち
是
れ
工
夫
な
り
︒

︿
我
此
門
中
︑
不
論
初
機
晚
学
︑
亦
不
問
久
参
先
達
︑
若
要
真
箇
静
︑
須
是
生
死
心
破
︒
不
著
做
工
夫
︑
生
死
心
破
︑
則
自
静
也
︒
先
聖
所
説
寂
静
方
便
︑

正
為
此
也
︒
自
是
末
世
邪
師
輩
︑
不
会
先
聖
方
便
語
耳
︒
左
右
若
信
得
山
僧
及
︑
試
向
鬧
処
看
狗
子
無
仏
性
話
︑
未
説
悟
不
悟
︑
正
当
方
寸
擾
擾
時
︑

謾
提
撕
挙
覚
看
︒
還
覚
静
也
無
︑
還
覚
得
力
也
無
︒
若
覚
得
力
︑
便
不
須
放
捨
︒
要
静
坐
時
︑
但
焼
一
炷
香
︑
静
坐
︒
坐
時
︑
不
得
令
昏
沈
︑
亦
不

得
掉
挙
︒
昏
沈
掉
挙
︑
先
聖
所
訶
︒
静
坐
時
︑
纔
覚
此
両
種
病
現
前
︑
但
只
挙
狗
子
無
仏
性
話
︒
両
種
病
不
著
用
力
排
遣
︑
当
下
帖
帖
地
矣
︒
日
久

月
深
︑
纔
覚
省
力
︑
便
是
得
力
処
也
︒
亦
不
著
做
静
中
工
夫
︑
只
這
便
是
工
夫
也
︒﹀（
同
九
二
二
ａ
ｂ
︑
荒
木
見
悟
本
五
七
頁
）

　

こ
こ
で
先
聖
の
説
く
寂
静
方
便
と
は
︑
無
著
道
忠
の
﹃
大
慧
普
覚
禅
師
栲
栳
珠
﹄
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
︑
菩
提
達
磨
が
二
祖
慧
可
に
示
し
た
﹁
汝
但

外
息
諸
緣
︑
內
心
無
喘
︒
心
如
牆
壁
︑
可
以
入
道
﹂
説
を
指
す
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
︒

　
﹃
四
巻
本
普
説
﹄
巻
四
の
付
録
の
﹁
法
語
﹂﹁
示
蘇
宣
教
︿
少
連
﹀﹂
に
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

既
に
決
定
の
志
を
有も

っ
て
︑
此
の
事
を
究
竟
せ
ん
と
欲
せ
ば
︑
常
に
方
寸
を
し
て
蕩
蕩
地
な
ら
し
め
︑
諸
相
に
著
せ
ず
︑
寂
滅
に
住と
ど
まら
ざ
れ
︒
縁
に

遇
う
と
き
は
︑
則
ち
将も
つ
て
之
に
順
え
︒
成
道
を
希
望
す
る
の
意
無
く
︑
日
用
に
管
帯
す
る
こ
と
を
須も

ち
い
ざ
れ
︒
生
獅
子
の
群
畜
中
に
処
し
て
︑
自
ら

安
逸
を
得
る
が
如
し
︒
或
は
跳
擲
し
︑
或
は
翻
身
し
︑
元
よ
り
地
に
落
つ
る
無
し
︒
真
実
の
消
息
は
︑
但た只
だ
此
の
如
し
︒
日
久
月
深
に
し
て
︑
自

然
に
一
片
に
打な作
ら
ん
︒

妙わ
た
し喜
は
常
に
此
の
道
を
学
ぶ
者
の
為
に
説
く
︑
参
禅
の
人
に
は
只
だ
両
種
の
病
有
る
の
み
︒
一
は
忘ぼ

う
か
い懐

と
曰
う
︒
一
は
著じ

や
く
い意

と
曰
う
︒
著
意
と
は
則

ち
悼じ
よ
う
こ挙
︑
忘
懐
と
は
則
ち
昏こ
ん
た
ん怛
な
り
︒
二
種
の
病
除
か
ざ
れ
ば
︑
則
ち
生
死
を
了さ
と
る
こ
と
能
わ
ず
︒
故
に
達
磨
大
師
︑
二
祖
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
汝
但

だ
外
に
諸
縁
を
息
め
︑
内
に
心
喘あ
え
ぐ
こ
と
無
く
︑
心
は
牆
壁
の
如
く
な
ら
ば
︑
以
て
道
に
入
る
可べ

し
﹂
と
︒
二
祖
は
達
磨
の
言
下
に
︑
即
時
に
赤
骨

力
地
に
跳
出
す
︒
且
く
道
え
︑
跳
出
し
て
後
︑
却さ
ら
に
甚い

ず

こ
麼
処
に
安
身
立
命
す
︒
若
し
安
身
立
命
す
る
処
有
ら
ば
︑
則
ち
曾
て
跳
出
せ
ざ
る
と
き
と
異

な
る
こ
と
無
し
︑
但
だ
作
仏
を
知
る
の
み
に
し
て
︑
仏
の
語
を
解
せ
ざ
る
こ
と
を
愁
う
る
こ
と
莫
れ
︒

︿
既
有
決
定
志
︑
欲
究
竟
此
事
︑
常
教
方
寸
蕩
蕩
地
︑
不
著
諸
相
︑
不
住
寂
滅
︒
遇
縁
則
将
順
之
︒
無
希
望
成
道
之
意
︑
日
用
不
須
管
帯
︒
如
生
獅
子

処
群
畜
中
︑
自
得
安
逸
︒
或
跳
擲
︑
或
翻
身
︑
元
無
落
地
︒
真
実
消
息
︑
但
只
如
此
︒
日
久
月
深
︑
自
然
打
作
一
片
矣
︒



六
〇

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

妙
喜
常
為
学
此
道
者
説
︑
参
禅
人
只
有
両
種
病
︒
一
曰
忘
懐
︒
一
曰
著
意
︒
著
意
則
悼
挙
︑
忘
懐
則
昏
怛
︒
二
種
病
不
除
︑
則
不
能
了
生
死
︒
故
達

磨
大
師
︑
謂
二
祖
曰
︑
汝
但
外
息
諸
縁
︑
内
心
無
喘
︑
心
如
牆
壁
︑
可
以
入
道
︒
二
祖
於
達
磨
言
下
︑
即
時
赤
骨
力
地
跳
出
︒
且
道
︑
跳
出
後
︑
却

向
甚
麼
処
︑
安
身
立
命
︒
若
有
安
身
立
命
処
︑
則
与
不
曾
跳
出
無
異
︑
但
知
作
仏
︑
莫
愁
仏
不
解
語
﹀︒（
宋
版
八
八
丁
左
︑﹁
訳
注
﹃
大
慧
普
覚
禅
師

法
語
︿
続
﹀﹄（
下
）﹂
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
︒﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
五
号
所
収
︑
一
九
九
四
年
）︒

　
﹃
大
慧
書
﹄﹁
答
劉
宝
学
︿
彦
修
﹀﹂
に
も
次
の
よ
う
に
い
う
︒

彥
沖
は
云
う
︑﹁
夜
も
夢
み
昼
も
思
う
︑
十
年
の
間
な
れ
ど
も
︑
未
だ
全
く
克よ

く
す
る
能あ
た
わ
ず
︒
或も

し
端
坐
し
静
黙
し
て
︑
一ひ
と
たび
其
の
心
を
空
じ
て
︑

慮
を
し
て
縁
ず
る
所
無な

か
ら
し
め
︑
事
を
し
て
託
す
る
所
無
か
ら
し
め
ば
︑
頗す
こ
ぶる
軽
安
を
覚お
ぼ
ゆ
﹂
と
︒
読
み
て
此
に
至
り
て
覚お
も
わ
ず
失
笑
す
︒
何な
に
が

故ゆ
え
ぞ
︒
既す
で
に
慮
を
し
て
縁
ず
る
所
無な

し
と
い
わ
ば
︑
豈あ

に
達
磨
の
所い
わ
ゆ謂
る
內
に
心
喘あ
え
ぐ
こ
と
無
か
ら
ん
や
︒
事
を
し
て
託
す
る
所
無
し
と
い
わ
ば
︑

豈
に
達
磨
の
所
謂
る
外
に
諸
縁
を
息や

む
な
ら
ん
や
︒
二
祖
初
め
達
磨
の
示
す
所
の
方
便
を
識
ら
ず
し
て
︑
外
に
諸
縁
を
息
め
︑
内
に
心
喘あ
え
ぐ
こ
と
無

け
れ
ば
︑
以
て
心
を
説
き
性
を
説
き
︑
道
を
説
き
理
を
説
く
可べ

し
と
将か
ん
ち
が謂
い
し
て
︑
文
字
を
引
い
て
証
拠
し
て
︑
印
可
を
求
め
ん
と
欲す

︒
所ゆ

え以
に
達

磨
一
一
に
列
下
す
︒

︿
彥
沖
云
︑
夜
夢
昼
思
︑
十
年
之
間
︑
未
能
全
克
︒
或
端
坐
静
黙
︑
一
空
其
心
︑
使
慮
無
所
縁
︑
事
無
所
託
︑
頗
覚
軽
安
︒
読
至
此
不
覚
失
笑
︒
何
故
︒

既
慮
無
所
縁
︑
豈
非
達
磨
所
謂
內
心
無
喘
乎
︒
事
無
所
託
︑
豈
非
達
磨
所
謂
外
息
諸
縁
乎
︒
二
祖
初
不
識
達
磨
所
示
方
便
︑
将
謂
外
息
諸
縁
︑
内
心

無
喘
︑
可
以
説
心
説
性
︑
説
道
説
理
︑
引
文
字
証
拠
︑
欲
求
印
可
︒
所
以
達
磨
一
一
列
下
︒﹀（
大
正
蔵
巻
四
七
─
九
二
五
ｂ
︑
荒
木
本
八
五
頁
︒
彦

沖
は
彦
修
の
弟
）

　

同
じ
菩
提
達
磨
の
語
を
引
用
し
て
︑﹁
答
張
舍
人
状
元
︿
安
国
﹀﹂
に
は
︑﹁
如い

ま今
の
人
は
纔
か
に
此
の
説
を
聞
く
や
︑
便
ち
差さ
は
い排
し
て
頑
然
無
知
の
処
に

向お
い
て
︑
硬か

た自
く
遏あ
つ
な捺
し
て
︑
心
は
牆
壁
の
如
く
得
し
去
ら
ん
と
要ほ
つ
す
︒
祖
師
の
所い
わ
ゆ謂
る
︑
錯あ
や
まり
て
認
め
ば
何
ぞ
曾
て
方
便
を
解
す
る
と
い
う
者
な
ら
ん
︿
如

今
人
纔
聞
此
説
︑
便
差
排
向
頑
然
無
知
処
︑
硬
自
遏
捺
︑
要
得
心
如
牆
壁
去
︒
祖
師
所
謂
︑
錯
認
何
曾
解
方
便
者
也
﹀︒﹂（
同
︑
九
四
一
ｂ
︑
荒
木
本

二
二
五
頁
）
と
あ
り
︑﹁
答
曾
侍
郞
︒
第
五
書
﹂
で
は
︑﹁
外
に
諸
縁
を
息
め
︑
內
に
心
喘
ぐ
こ
と
無
く
︑
以
て
道
に
入
る
可べ

し
︒
是
れ
方
便
門
な
り
︒
方

便
門
を
借
り
て
以
て
道
に
入
る
は
則
ち
可よ

し
︒
方
便
を
守
り
て
捨
て
ざ
る
は
則
ち
病
と
為
す
︿
外
息
諸
縁
︑
內
心
無
喘
︑
可
以
入
道
︒
是
方
便
門
︒
借
方

便
門
以
入
道
則
可
︒
守
方
便
而
不
捨
則
為
病
﹀︒﹂（
同
︑
九
一
九
ａ
︑
荒
木
本
二
七
頁
）
と
あ
る
︒

　

つ
ま
り
︑
菩
提
達
磨
の
い
う
﹁
心
は
牆
壁
の
如
く
す
（
心
如
牆
壁
）﹂
を
﹁
頑
然
無
知
の
処
﹂
と
思
い
込
み
︑
劉
彦
沖
の
よ
う
に
﹁
端
坐
し
静
黙
し
て
︑



六
一

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

一
び
其
の
心
を
空
ず
る
﹂
こ
と
と
受
け
取
っ
た
︒
そ
れ
で
は
﹁
暫し
ば
らく
箇
の
臭か

ら

だ

皮
袋
子
を
拘
得
し
住と
ど
め
て
︑
便
ち
以
て
究
竟
と
為
す
﹂
こ
と
が
で
き
た
と
し

て
も
︑
あ
い
か
わ
ら
ず
﹁
心
識
紛ふ
ん
び飛
し
て
︑
猶な如
お
野
馬
の
ご
と
し
︒﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
默
照
邪
禅
の
説
く
﹁
鬼
窟
裏
に
引
き
入
れ
ら
れ
︑

眉
を
閉
じ
眼
を
合あ
わ
せ
て
妄
想
を
作
す
﹂
よ
う
な
静
中
の
工
夫
を
す
る
集
団
が
生
ま
れ
︑
か
つ
て
大
慧
も
ま
た
そ
の
仲
間
に
引
き
込
ま
れ
て
修
行
を
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
︑
大
慧
は
﹁
真ま
こ
と箇
の
静
﹂
を
主
張
し
︑
そ
れ
は
﹁
生
死
の
心
を
破
せ
ば
︑
則
ち
自
ず
か
ら
静
な
り
﹂
と
大
悟
の
後
の
﹁
静
（
心

如
牆
壁
）﹂
を
説
く
の
で
あ
る
︒
強
い
て
﹁
頑
然
無
知
の
処
﹂
を
作
為
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
常
に
方
寸
を
し
て
蕩
蕩
地
な
ら
し
め
﹂
る
こ
と
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
︒﹁
蕩
蕩
地
﹂
と
は
︑
ゆ
っ
た
り
と
し
た
心
の
あ
り
方
で
︑
大
慧
は
し
ば
し
ば
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
︒

　

さ
て
︑
最
初
の
富
直
柔
の
二
つ
の
手
紙
に
話
を
も
ど
そ
う
︒
富
直
柔
は
︑
近
年
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
︑
宰
相
富
弼
の
孫
で
あ
り
︑
大
正
蔵
巻
四
八

の
﹃
宏
智
広
録
﹄
に
は
欠
け
て
い
る
が
︑宋
版
﹃
宏
智
録
﹄
に
見
ら
れ
る
紹
興
元
年
（
一
一
三
一
）
十
月
一
日
に
︑﹁
黙
照
銘
﹂
を
含
む
﹃
長
蘆
覚
和
尚
語
録
﹄

に
﹁
序
﹂（
写
︒
名
著
普
及
会
本
一
頁
）
を
撰
し
た
︑
つ
ま
り
黙
照
禅
の
大
成
者
の
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
─
一
一
五
七
）
の
最
初
の
語
録
の
序
の
撰
者
で

あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹃
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
﹄（
三
二
八
頁
︒
大
東
出
版
社
）
に
も
︑
校
訂
の
全
文
を
掲
載
し
て
お
い
た
︒
そ
れ
が
﹃
大
慧
年
譜
﹄
に
お
い

て
は
︑
参
禅
者
（
摳
衣
与
列
︑
佩
服
法
言
）
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
黙
照
禅
か
ら
大
慧
の
看
話
禅
に
転
派
し
た
典
型
的
な
士
大
夫
と

い
え
る
の
で
あ
る
︒

　

大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
の
特
色
を
私
は
二
つ
に
ま
と
め
て
い
る
︒
一
つ
は
﹁
大
疑
の
下
に
大
悟
あ
り
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
大
慧
宗
杲
が
宣
和
七
年

（
一
一
二
五
）
五
月
十
三
日
に
大
悟
し
た
経
験
を
語
る
﹃
四
巻
本
普
説
﹄
巻
二
の
﹁
師
住
明
州
育
王
山
入
院
当
晚
普
説
﹂
に
次
の
よ
う
に
見
い
だ
せ
る
︒

纔わ
ず
か
に
掛
搭
し
得
て
四
十
二
日
︑
忽
ち
張
康
国
夫
人
︑
入
寺
し
斎
を
設も
う
け
︑
老
和
尚
に
請
う
て
陞
座
せ
し
む
︒
因
み
に
挙
す
︑
僧
︑
雲
門
に
問
う
︑

﹁
如い

何か

な
る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
処
﹂︒
雲
門
云
く
︑﹁
東
山
水
上
行
﹂︒
蓋け
だ
し
山わ
た
し僧
は
曾
て
一
老
宿
の
此
の
話
を
過
ご
し
来
る
を
参
見
す
︒
老
宿
問
う
︑

﹁
東
山
水
上
行
︑
你
如い
か
ん何
が
会
す
﹂︒
答
え
て
云
く
︑﹁
東
山
水
上
行
﹂︒
衆
中
︑
之
を
﹁
作
得
主
不
受
人
回
換
（
主
と
作
り
得
て
人
の
回
換
す
る
を
受

け
ず
）﹂
と
謂
う
︒
明
日
又
た
問
う
に
︑
依
前
と
し
て
此
の
如
く
答
う
︒
任た

と你
い
千
変
万
化
す
る
も
︑
我
れ
只
管
に
東
山
水
上
行
と
︒
挙
話
の
時
又
た

大
い
に
瞠ど
う
が
ん眼
し
来
り
て
顧
か
え
り
みる
こ
と
を
要
す
︒
之
を
﹁
挙
不
顧
即
差
互
（
挙
す
る
に
顧
か
え
り
みざ
れ
ば
即
ち
差
互
す
）﹂
と
謂
う
︒
不な
か
な
か妨
に
会
得
し
て
好
し
︑
這

の
一
節
を
過
ぎ
得え

了お
わ
り
て
︑却さ
ら
に
問
う
︑﹁
意
旨
は
如い
か
ん何
﹂︒
這
裏
に
又
た
一
転
語
を
要
す
︒
後
に
数
日
し
て
忽
然
と
し
て
道
得
す
︒
老
宿
又
た
問
う
︑﹁
東

山
水
上
行
の
意
旨
如い
か
ん何
﹂︒
答
え
て
云
く
︑﹁
脚
き
や
く
こ
ん跟
地
に
点
ぜ
ず
﹂︒
老
宿
深
く
肯
い
て
曰
く
︑﹁
此
の
語
︑
天
を
蓋お
お
い
地
を
蓋
う
﹂
と
︒
老わ
た
し僧
の
先
師

の
処
に
在
り
て
下
す
底と
こ
ろの
語
と
一お
な
じ般
な
り
︒
他
に
教き
よ
う
え壊
せ
ら
れ
て
半
信
半
疑
な
り
︒
所
以
に
道
う
︑﹁
大
疑
の
下
に
︑
必
ず
大
悟
有
り
﹂
と
︒
円
悟
先



六
二

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

師
曰
く
︑﹁
若も是
し
天わ
た
し寧
な
ら
ば
即
ち
然
ら
ず
︑
或も

し
人
有
り
て
如
何
な
る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
処
と
問
わ
ば
︑
只
だ
他
に
対
え
て
道
う
︑
熏
風
南
よ

り
来
た
り
て
︑
殿
閣
に
微
涼
生
ず
﹂
と
︒
這
裏
に
忽
然
と
し
て
漆
桶
を
打
破
し
︑
礙
膺
の
物
を
去
却
す
︒
一
結
の
乱
糸
を
斬き

る
が
如
く
︑
一
斬
は
一

時
断
な
り
︒
始
め
て
信
ず
︑
世
界
上
に
真ま
こ
と箇
に
禅
有
り
︑
と
︒
此
よ
り
仏
を
疑
わ
ず
︑
祖
を
疑
わ
ず
︑
天
下
の
老
和
尚
の
舌
頭
を
疑
わ
ず
︑
方は
じ
め
て

知
り
ぬ
︑（
摩
訶
迦
葉
）
祖
師
の
道
く
︑﹁
法
法
本
来
法
︑
法
も
無
く
非
法
も
無
し
︒
何
ぞ
一
法
中
に
︑
法
有
り
不
法
有
ら
ん
﹂
と
︒
元
来
正ま
さ
に
我
が

痒
処
を
抓
著
せ
り
︒

︿
纔
掛
搭
得
四
十
二
日
︑
忽
張
康
国
夫
人
入
寺
設
斎
︑
請
老
和
尚
陞
座
︒
因
挙
︑
僧
問
雲
門
︑
如
何
是
諸
仏
出
身
処
︒
雲
門
云
︑
東
山
水
上
行
︒
蓋
山

僧
曾
参
見
一
老
宿
過
此
話
来
︒
老
宿
問
︑
東
山
水
上
行
︑
你
如
何
会
︒
答
云
︑
東
山
水
上
行
︒
衆
中
謂
之
作
得
主
不
受
人
回
換
︒
明
日
又
問
︑
依
前

如
此
答
︒
任
你
千
変
万
化
︑
我
只
管
東
山
水
上
行
︒
挙
話
時
又
要
大
瞠
眼
来
顧
︒
謂
之
挙
不
顧
即
差
互
︒
不
妨
会
得
好
︑
過
得
這
一
節
了
︑
却
問
︑

意
旨
如
何
︒
這
裏
又
要
一
転
語
︒
後
数
日
忽
然
道
得
︒
老
宿
又
問
︑
東
山
水
上
行
意
旨
如
何
︒
答
云
︑
脚
跟
不
点
地
︒
老
宿
深
肯
曰
︑
此
語
蓋
天
蓋
地
︒

与
老
僧
在
先
師
処
下
底
語
一
般
︒
被
他
教
壊
半
信
半
疑
︒
所
以
道
大
疑
之
下
︑
必
有
大
悟
︒
円
悟
先
師
曰
︑
若
是
天
寧
即
不
然
︑
或
有
人
問
如
何
是

諸
仏
出
身
処
︑
只
対
他
道
︑
熏
風
自
南
来
︑
殿
閣
生
微
涼
︒
向
這
裏
忽
然
打
破
漆
桶
︑
去
却
礙
膺
之
物
︒
如
斬
一
結
乱
糸
︑
一
斬
一
時
断
︒
始
信
︑

世
界
上
真
箇
有
禅
︒
自
此
不
疑
仏
︑
不
疑
祖
︑
不
疑
天
下
老
和
尚
舌
頭
︑
方
知
祖
師
道
︑
法
法
本
来
法
︑
無
法
無
非
法
︒
何
於
一
法
中
︑
有
法
有
不
法
︒

元
来
正
抓
著
我
痒
処
﹀︒（
東
洋
文
庫
蔵
五
山
版
五
丁
左
～
六
丁
左
）

　

こ
の
文
の
前
に
は
大
慧
宗
杲
が
無
禅
論
に
陥
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
︑
半
信
半
疑
の
誤
っ
た
教
え
の
指
導
を
受
け
て
い
た
の
が
︑
真
の
善
知
識
で

あ
る
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
─
一
一
三
五
）
に
出
会
い
︑﹁
大
疑
の
下
に
大
悟
あ
り
﹂
の
﹁
真
箇
の
禅
﹂
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

大
慧
が
﹁
大
悟
﹂
を
強
調
し
た
の
と
対
象
的
に
︑
黙
照
邪
禅
が
﹁
悟
﹂
を
否
定
し
認
め
な
か
っ
た
説
と
見
な
し
た
文
は
多
数
見
ら
れ
︑
既
に
こ
れ
ま
で

し
ば
し
ば
論
じ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
は
典
型
的
な
例
と
し
て
︑﹃
大
慧
法
語
﹄（﹃
語
録
﹄
巻
一
九
～
二
四
所
収
）
の
﹁
示
呂
機
宜
舜
元
﹂
を
一
つ
だ
け
紹
介

し
て
お
こ
う
︒

近
世
の
叢
林
に
一
種
の
邪
禅
有
り
︑
病
を
執
し
て
薬
と
為
す
︒
自
ら
曾
て
証
悟
の
処
有
ら
ず
し
て
悟
を
以
て
建
立
と
為
し
︑
悟
を
以
て
接
引
の
詞
と

為
し
︑
悟
を
以
て
第
二
頭
に
落
ち
る
と
為
し
︑
悟
を
以
て
枝
葉
辺
の
事
と
為
す
︒
自
己
既
に
曾
て
証
悟
の
処
有
ら
ず
︑
亦
た
他
人
を
し
て
証
悟
有
る

者
を
信
ぜ
し
め
ず
︒
一
味
に
空
寂
と
し
て
頑
然
無
知
を
以
て
︑
喚
ん
で
威
音
那
畔
︑
空
劫
已
前
の
事
と
作
す
︒
逐
日
︑
両
頓
の
飯
事
を
噇
却
し
︑
事

と
し
て
理
会
せ
ず
︑
一
向
に
嘴し

ろ

と

じ

盧
都
地
に
打
坐
す
︑
之
を
休
し
去
り
歇
し
去
る
と
謂
う
︒
纔
か
に
語
言
に
渉
ら
ば
便
ち
喚
ん
で
今
時
に
落
つ
と
作
す
︑



六
三

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

亦
た
之
を
児
孫
辺
の
事
と
謂
う
︒
這
の
黒
山
下
鬼
窟
裏
底
を
将
て
極
則
と
為
し
︑
亦
た
之
を
祖
父
よ
り
従こ
の
か
た来
門
を
出
で
ず
と
謂
う
︒
己
の
愚
を
以
て

返
り
て
他
人
を
愚
に
す
︒
釈
迦
老
子
の
所い
わ
ゆ
る謂
︑
譬
え
ば
人
有
り
て
自
ら
其
の
耳
を
塞
ぎ
︑
高
声
に
大
い
に
叫
ん
で
人
の
聞
え
ざ
る
求
め
る
が
如
し
︒

此
の
輩
︑
名
づ
け
て
憐
愍
す
べ
き
者
と
為
す
︒

︿
近
世
叢
林
有
一
種
邪
禅
︑
執
病
為
薬
︒
自
不
曾
有
証
悟
処
而
以
悟
為
建
立
︑
以
悟
為
接
引
之
詞
︑
以
悟
為
落
第
二
頭
︑
以
悟
為
枝
葉
辺
事
︒
自
己
既

不
曾
有
証
悟
之
処
︑
亦
不
信
他
人
有
証
悟
者
︒
一
味
以
空
寂
頑
然
無
知
︑
喚
作
威
音
那
畔
空
劫
已
前
事
︒
逐
日
噇
却
両
頓
飯
事
︑
事
不
理
会
︑
一
向

嘴
盧
都
地
打
坐
︑
謂
之
休
去
歇
去
︒
纔
涉
語
言
便
喚
作
落
今
時
︑
亦
謂
之
児
孫
辺
事
︒
将
這
黒
山
下
鬼
窟
裏
底
為
極
則
︑
亦
謂
之
祖
父
従
来
不
出
門
︒

以
己
之
愚
返
愚
他
人
︒
釈
迦
老
子
所
謂
︑
譬
如
有
人
自
塞
其
耳
︑
高
声
大
叫
求
人
不
聞
︒
此
輩
名
為
可
憐
愍
者
﹀（
同
九
〇
一
ｃ
︒
石
井
本
一
六
一
頁
）

　
﹁
大
疑
﹂
と
は
︑
大
慧
が
敢
え
て
や
む
を
得
ず
に
迷
い
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
大
悟
﹂
と
は
看
話
に
よ
る
自
己
否
定
を
通
し
て
の
経
験
で
は
あ

る
が
︑
全
く
の
自
己
変
革
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
︑
起
信
論
的
思
考
に
よ
る
気
づ
き
で
あ
る
こ
と
を
︑
黙
照
禅
と
の
性
格
を
し
ば
し
ば
唐
代
禅
と
の
関

係
を
含
め
て
図
示
し
て
き
た
︒

唐
代
禅
（
↓
黙
照
禅
）　

徹
底
的
自
己
肯
定　
　
　
　
　

＝　
　
　
　
　
　

絶
対
的
自
己
肯
定

看
話
禅　
　
　
　
　
　

  

相
対
的
自
己
肯
定
（
不
覚
）
↓
否
定
（
始
覚
）
↓
絶
対
的
自
己
肯
定
（
本
覚
回
帰
）

　

し
ば
し
ば
持
論
と
し
て
紹
介
し
て
き
た
の
で
︑
こ
の
図
の
説
明
は
繰
り
返
す
必
要
も
な
か
ろ
う
︒
と
り
あ
え
ず
︑
関
連
の
論
文
と
し
て
︑﹁
大
慧
宗
杲
の

看
話
禅
の
成
立
に
つ
い
て
﹂（﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
巻
二
九
︒
二
〇
一
七
年
）
を
掲
げ
て
お
こ
う
︒

　

今
一
つ
の
大
慧
禅
の
特
色
の
﹁
動
中
の
工
夫
は
静
中
に
勝
る
こ
と
百
千
億
倍
す
﹂
の
説
に
つ
い
て
は
︑﹁
鎌
倉
時
代
の
坐
禅
観
に
つ
い
て
﹂（﹃
中
世
禅
へ

の
新
視
角
﹄
所
収
︑
臨
川
書
店
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒

　

た
だ
︑
こ
の
語
は
大
慧
の
著
述
に
は
な
く
︑
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
─
一
七
六
八
）
の
次
の
﹃
遠
羅
天
釜
﹄
巻
之
上
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
た
と
さ

れ
る
︒

然し
か
ラ
バ
則
チ
何
ヲ
指
シ
テ
カ
得と
く
り
き力
ト
云
ワ
ン
ヤ
︒
去さ

ル
程ほ
ど
ニ
︑大
恵
禅
師
モ
動
中
ノ
工く
ふ
う夫
ハ
静
中
ニ
勝ま
さ
ル
事こ
と
百
千
億
倍
ス
︑ト
申
シ
置
カ
レ
侍
リ
︒（﹃
白

隠
禅
師
法
語
全
集
﹄
第
九
冊
一
九
八
頁
︒
禅
文
化
研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
）



六
四

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

　

そ
の
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　

こ
の
と
お
り
の
言
葉
は
見
え
ず
︒﹃
大
慧
書
﹄﹁
富
枢
密
に
与
え
る
第
三
書
﹂
に
﹁
但た只
だ
狗
子
無
仏
性
の
話
を
挙
せ
︒
両
種
の
病
は
︑
力
を
用
っ

て
排
遣
す
る
を
著え

ず
と
も
︑
当
下
に
怗
怗
地
な
ら
ん
︒
日
久
月
深
︑
纔
か
に
省
力
を
覚
せ
ば
︑
便
ち
是
れ
得
力
の
処
な
り
︒
亦
た
静
中
の
工
夫
を
做な

す
こ
と
を
著え

ず
と
も
︑
只
だ
這
れ
便
ち
是
れ
工
夫
な
り
﹂
と
い
う
趣
意
か
︒

　

た
と
い
大
慧
の
著
作
に
そ
の
ま
ま
見
出
せ
な
い
語
と
し
て
も
︑
私
は
こ
の
語
が
大
慧
禅
の
特
色
を
見
事
に
言
い
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
考

え
て
い
る
︒

　

こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
最
初
に
富
直
柔
の
手
紙
を
取
り
上
げ
た
が
︑﹁
静
中
の
工
夫
﹂
の
語
が
あ
る
も
の
の
︑
大
慧
宗
杲
に
そ
の
語
が
そ
の
ま
ま
見
い
だ
せ

な
い
の
は
同
じ
で
は
あ
る
が
︑
白
隠
慧
鶴
の
﹃
遠
羅
天
釜
﹄
の
説
の
根
拠
は
︑
動
中
の
工
夫
と
静
中
の
工
夫
の
両
者
の
比
較
を
数
値
を
使
用
し
て
相
違
を

述
べ
る
点
で
︑﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
曾
侍
郞
（
天
游
）︑
第
四
書
﹂
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

若
し
静
処
を
以
て
是
と
為
し
︑
鬧
処
を
非
と
為
さ
ば
︑
則
ち
是
れ
世
間
相
を
壊
し
て
実
相
を
求
め
︑
生
滅
を
離
れ
て
寂
滅
を
求
む
る
な
ら
ん
︒
静
を

好
み
鬧
を
悪に
く

む
時
︑
正
に
力
を
著つ

く
る
に
好
し
︒
驀
然
と
し
て
鬧
裏
に
静
を
撞
翻
せ
る
時
の
消
息
︑
其
の
力
は
能
く
竹
椅
蒲
団
上
に
勝
る
こ
と

千
万
億
倍
な
ら
ん
︒

︿
若
以
静
処
為
是
︑
鬧
処
為
非
︑
則
是
壊
世
間
相
而
求
実
相
︑
離
生
滅
而
求
寂
滅
︒
好
静
悪
鬧
時
︑
正
好
著
力
︒
驀
然
鬧
裏
撞
翻
静
時
消
息
︑
其
力
能

勝
竹
椅
蒲
団
上
︑
千
万
億
倍
︒﹀（
同
九
一
八
ｃ
︒
荒
木
本
二
五
頁
）

　

鬧
裏
は
動
中
の
工
夫
で
あ
り
︑
竹
椅
蒲
団
上
と
は
︑
坐
禅
を
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
静
中
の
工
夫
に
相
当
し
よ
う
︒

　

な
お
︑
大
慧
に
は
︑
四
字
熟
語
で
は
な
い
が
﹁
鬧
中
工
夫
﹂
と
呼
ん
で
も
よ
い
文
が
あ
る
が
︑﹁
動
中
工
夫
﹂
の
語
は
見
当
た
ら
ず
︑﹁
日
用
工
夫
﹂
の

こ
と
で
︑
冒
頭
の
﹁
答
富
枢
密
﹂
第
一
書
の
﹁
但た

だ
十
二
時
中
︑
四
威
儀
內
に
︑
時
時
に
提て
い
ぜ
い撕
し
︑
時
時
に
挙
覚
せ
よ
︒﹁
狗
子
に
還は

た
仏
性
有
り
也や無
﹂︑

云
く﹁
無
﹂と
︒
日
用
を
離
れ
ず
︑試
み
に
此か
く
の
如
く
工
夫
を
做な

し
看
よ
﹂と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
静
中
工
夫
﹂の
同
義
語
と
し
て
は
︑﹁
静
坐
工
夫
﹂（
九
二
二

ａ
）
は
も
ち
ろ
ん
︑﹃
大
慧
書
﹄﹁
答
劉
通
判
（
彦
冲
）﹂
で
は
﹁
静
勝
工
夫
﹂（
同
九
二
六
ｃ
）
と
い
い
︑﹁
静
勝
三
昧
﹂（
九
二
一
ｃ
）
の
工
夫
も
同
じ
で

よ
い
で
あ
ろ
う
︒
但
し
︑﹁
静
勝
三
昧
﹂
も
大
慧
独
自
の
用
語
と
思
わ
れ
る
︒

　

大
慧
が
指
示
を
与
え
る
の
は
︑
対
機
と
し
て
士
大
夫
で
あ
り
︑
女
性
を
含
む
俗
人
で
あ
る
か
ら
︑
出
家
を
勧
め
る
こ
と
は
な
く
︑
む
し
ろ
出
家
者
よ
り

も
よ
り
大
悟
で
き
る
と
巧
み
に
主
張
し
て
い
る
の
が
基
本
で
あ
る
︒﹃
大
慧
法
語
﹄
の
﹁
示
真
如
道
人
（
陳
徽
猷
宅
）﹂
で
は
︑
次
の
よ
う
に
い
う
︒
大
慧



六
五

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

の
第
二
の
特
色
は
こ
の
方
が
近
い
と
も
言
え
る
︒
道
人
は
女
性
の
参
禅
者
で
あ
り
︑
出
家
の
尼
僧
を
指
す
こ
と
も
あ
る
︒

俗
人
の
学
道
と
出
家
児
と
は
︑
迥け
い
ぜ
ん然
と
し
て
同
じ
か
ら
ず
︒
出
家
児
は
小
よ
り
塵
労
を
遠
離
し
︑
父
母
に
甘
旨
を
供
せ
ず
︑
六
親
固も
と
よ
り
以
て
棄
離
し
︑

身
は
清
浄
伽
藍
に
居
し
︑
目
に
紺こ
ん
よ
う容
の
聖
相
を
覩み

︑
念
念
道
に
在
り
︑
心
心
間へ
だ
て

無
く
︑
観
る
所
底の

書
︑
仏
書
に
非
ざ
る
無
く
︑
行
ず
る
所
底の

事
︑
仏

事
に
非
ざ
る
無
し
︒
欲
す
可べ

く
を
見
ず
︑
仏
の
禁
戒
を
受
け
︑
仏
の
讃
ず
る
所
の
者
は
︑
方ま
さ
に
敢
え
て
依
り
て
之
を
行
い
︑
仏
の
訶
す
る
所
の
者
は
︑

敢
え
て
違
犯
せ
ず
︒
明
眼
の
宗
師
有
ら
ば
︑
以
て
尋
訪
す
可べ

し
︑
良
朋
善
友
有
ら
ば
︑
以
て
咨
決
す
可
し
︒
縱た
と
い
習
漏
有
り
て
未
だ
除
か
ざ
る
者
の
︑

暫
時
︑
仏
の
律
儀
を
破
ら
ば
︑
已
に
衆
の
擯
斥
す
る
所
と
為
る
︒
俗
人
を
以
て
之
を
較く
ら
ぶ
れ
ば
︑
万
の
一
に
及
ば
ず
︒
俗
人
は
火
宅
の
中
に
在
り
て
︑

四
威
儀
の
內
に
貪
欲
・
瞋
恚
・
痴
と
伴
侶
と
為
り
︑
作
す
所
も
為な

す
所
も
︑
聞
く
所
も
見
る
所
も
︑
悪
業
に
非
ざ
る
無
し
︒
然
る
に
若
し
能
く
此こ

こ中

に
於
て
︑
打
得
徹
せ
ば
︑
其
の
力
は
却さ

ら
に
我
が
出
家
児
に
勝
る
こ
と
︑
百
千
万
億
倍
す
︒
打
得
徹
し
了
り
て
︑
方は
じ
め
て
煩
悩
即
菩
提
︑
無
明
即
大
智

と
説
く
可べ

し
︒
本
来
広
大
の
寂
滅
は
︑
妙
心
中
に
清
浄
円
明
に
し
て
︑
蕩
然
と
し
て
一
物
の
障
礙
と
作
る
べ
く
無
き
こ
と
︑
太
虛
空
の
如
き
と
一お
な
じ般

な
り
︒

︿
俗
人
学
道
与
出
家
児
︑
迥
然
不
同
︒
出
家
児
自
小
遠
離
塵
労
︑
父
母
不
供
甘
旨
︑
六
親
固
以
棄
離
︑
身
居
清
浄
伽
藍
︑
目
覩
紺
容
聖
相
︑
念
念
在
道
︑

心
心
無
間
︑
所
観
底
書
︑
無
非
仏
書
︑
所
行
底
事
︑
無
非
仏
事
︒
不
見
可
欲
︑
受
仏
禁
戒
︑
仏
所
讃
者
︑
方
敢
依
而
行
之
︑
仏
所
訶
者
︑
不
敢
違
犯
︒

有
明
眼
宗
師
︑
可
以
尋
訪
︑
有
良
朋
善
友
︑
可
以
咨
決
︒
縱
有
習
漏
未
除
者
︑
暫
時
破
仏
律
儀
︑
已
為
衆
所
擯
斥
︒
以
俗
人
較
之
︑
万
不
及
一
︒
俗

人
在
火
宅
中
︑
四
威
儀
內
与
貪
欲
・
瞋
恚
・
痴
為
伴
侶
︑
所
作
所
為
︑
所
聞
所
見
︑
無
非
悪
業
︒
然
若
能
於
此
中
︑
打
得
徹
︑
其
力
却
勝
我
出
家
児
︑

百
千
万
億
倍
︒
打
得
徹
了
︑
方
可
説
煩
悩
即
菩
提
︑
無
明
即
大
智
︒
本
来
広
大
寂
滅
︑
妙
心
中
清
浄
円
明
︑
蕩
然
無
一
物
可
作
障
礙
︑
如
太
虛
空
一
般
︒﹀

（
同
︑
八
九
四
ｃ
～
八
九
五
ａ
︒
石
井
本
一
二
三
頁
）

  

大
慧
が
出
家
者
に
ど
の
よ
う
に
説
示
し
た
か
は
﹃
大
慧
法
語
﹄
や
﹃
大
慧
書
﹄
に
は
分
量
も
極
め
て
少
な
く
て
推
定
で
き
な
い
が
︑
こ
こ
の
主
張
が
特
別

で
は
な
く
︑ほ
ぼ
出
家
者
と
俗
人
の
生
活
を
比
べ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
を
承
け
て
︑﹃
大
慧
法
語
﹄
の
﹁
示
徐
提
刑
（
敦
済
）﹂
で
も
次
の
よ
う
に
見
出
せ
る
︒

浄
名
所い
わ
ゆ謂
る
﹁
塵
労
の
儔
と
も
が
らは
如
来
の
種
為な

り
﹂
な
り
︒
人
の
世
間
相
を
壊
し
て
実
相
を
求
め
る
こ
と
を
怕お
そ
れ
︑
又
た
箇
の

え
を
説
き
て
云
く
︑﹁
譬

え
ば
高
原
陸
地
に
蓮れ
ん
げ華
生
ぜ
ず
︑
卑
湿
淤
泥
に
し
て
乃は
じ
めて
此
の
華
生
ず
る
が
如
し
﹂
と
︒
若
し
裏こ

こ許
に
就つ

か
ば
︑
楊
文
公
・
李
文
和
・
張
無
尽
の
三

大
老
の
如
く
打う
ち
得ぬ
き
え透
ん
︑
其
の
力
︑
我
が
出
家
児
に
勝
る
こ
と
二
十
倍
な
ら
ん
︒
何
を
以
て
の
故
に
︒
我
が
出
家
児
は
外
に
在
り
て
打
入
し
︑
士
大

夫
は
內
に
在
り
て
打
出
す
︒
外
に
在
り
て
打
入
す
る
者
は
其
の
力
弱
く
︑
內
に
在
り
て
打
出
す
る
者
は
其
の
力
彊つ
よ
し
︒
彊
き
者
は
乖そ
む
く
所
の
処
重
く
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し
て
転
処
に
力
有
り
と
謂
う
︒
弱
き
者
は
乖
く
所
の
処
軽
く
し
て
転
処
に
力
少
な
し
と
謂
う
︒
力
に
彊
弱
有
り
と
雖
も
乖
く
所
は
則
ち
一
な
り
︒

︿
浄
名
所
謂
︑
塵
労
之
儔
為
如
来
種
︒
怕
人
壊
世
間
相
而
求
実
相
︑
又
説
箇

云
︑
譬
如
高
原
陸
地
不
生
蓮
華
︑
卑
湿
淤
泥
乃
生
此
華
︒
若
就
裏
許
︑

如
楊
文
公
・
李
文
和
・
張
無
尽
三
大
老
打
得
透
︑
其
力
勝
我
出
家
児
二
十
倍
︒
何
以
故
︒
我
出
家
児
在
外
打
入
︑
士
大
夫
在
內
打
出
︒
在
外
打
入
者

其
力
弱
︑
在
內
打
出
者
其
力
彊
︒
彊
者
謂
所
乖
処
重
而
転
処
有
力
︒
弱
者
謂
所
乖
処
軽
而
転
処
少
力
︒
雖
力
有
彊
弱
而
所
乖
則
一
也
︒﹀（
同
︑

九
〇
〇
ａ
︒
石
井
本
一
五
二
頁
）

　

こ
の
こ
と
は
︑
張
超
氏
の
﹁
宋
代
禅
門
と
士
大
夫
の
外
護
﹂（
翻
訳
小
川
隆
︒﹃
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
第
五
〇
号
︒
二
一
〇
一
九
年
）
で
︑
大
慧

が
し
ば
し
ば
﹁
壊
世
間
相
而
求
実
相
﹂
を
批
判
し
て
﹁
不
壊
世
間
相
而
談
実
相②

﹂
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ

の
こ
と
を
詳
細
に
分
析
し
て
︑
興
味
深
い
主
張
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒

M
orten Schl ütter 

は
大
慧
の
黙
照
禅
批
判
が
︑
僧
に
向
か
っ
て
説
か
れ
た
二
ヵ
所
を
除
き
︑
他
は
ほ
ぼ
す
べ
て
士
大
夫
を
対
象
と
し
た
書
信
・
法
語

の
な
か
に
見
え
︑
か
つ
そ
の
批
判
が
常
に
看
話
の
宣
伝
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
︑C

arl B
ielefeldt 

も
同
様
の
観
点
を
提
示
し
て
い
る
︒

M
orten Schl ütter, H

ow
 Z

en
 becam

e Z
en

 : T
he D

ispu
te over E

n
lighten

m
en

t an
d the F

orm
ation

 of C
han

 B
u

ddhism
 in

 Son
g-  

D
yn

asty C
hin

a 

（U
niversity of H

aw
ai ’i P

ress 2008

）,p.181.C
arl B

ielefeldt,  D
o -gen

’s M
an

u
als of Z

en
 M

editation
 （U

niversity of 

C
alfornia P

ress, 1988

）,  p.104. 

こ
れ
ら
の
事
実
を
総
合
す
る
と
︑
大
慧
に
お
い
て
﹁
世
間
相
を
壊
せ
ず
し
て
実
相
を
談
ず
る
﹂
と
い
う
主
張
と
默

照
禅
批
判
と
看
話
禅
の
挙
揚
と
は
︑
も
っ
ぱ
ら
士
大
夫
層
を
吸
収
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
一
組
の
思
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
う
る
︒

　

ま
た
︑
張
超
氏
は
︑
楊
億
（
文
公
）・
李
遵
勗
（
文
和
）・
張
商
英
（
無
尽
）
の
三
大
老
を
士
大
夫
参
禅
の
理
想
像
と
高
く
掲
げ
て
︑
次
の
よ
う
に
結
論

す
る
︒士

大
夫
の
文
化
資
本
に
即
し
た
﹁
外げ
し
よ書
を
ば
仏
説
に
糅ま
じ
う
﹂
と
い
う
接
化
︑
士
大
夫
と
し
て
の
﹁
日
用
応
縁
﹂
の
た
だ
な
か
で
﹁
世
間
相
を
壊
せ
ず

し
て
実
相
を
談
ず
﹂
べ
く
参
究
さ
せ
る
看
話
禅
の
技
法
︑
さ
ら
に
参
禅
に
成
功
し
た
士
大
夫
を
在
俗
の
身
の
ま
ま
一
流
の
禅
僧
た
ち
と
と
も
に
法
系

の
う
ち
に
列
す
る
燈
史
の
編
纂
な
ど
︑
現
実
的
な
複
数
の
方
策
が
そ
こ
に
効
果
的
に
重
な
り
あ
っ
て
︑
士
大
夫
を
次
々
と
﹁
吾
が
家
内

0

0

0

0

の
外
護
菩
薩
﹂

と
し
て
引
き
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

　

更
に
張
超
氏
は
﹁
宋
代
看
話
禅
形
成
史
綜
述
﹂（﹃
国
際
禅
研
究
﹄
第
九
号
所
収
︑東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
国
際
禅
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
︒
二
〇
二
二
年
︒

付
伊
吹
敦
訳
）
で
︑
大
慧
の
看
話
禅
に
つ
い
て
︑
新
た
な
定
義③

を
提
案
す
る
︒
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我
建
議
将
大
慧
看
話
禅
重
新
定
義
為
一
種
”
防
止
士
人
自
閉
於
黙̓
照
︑̒
在
紛
紜
複
雑
的
現
実
生
活
中
参
看
狗̓
子
無
仏
性
ʻ
等
公
案
︑
由
此
獲
得

真
実
開
悟
経
験
“
的
禅
︒

　

こ
れ
ら
の
興
味
深
い
分
析
と
説
は
大
い
に
参
考
と
な
り
︑
基
本
的
に
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
︑
私
は
﹃
大
慧
法
語
﹄︑
殊

に
﹃
大
慧
書
﹄
の
絶
大
な
影
響
を
考
え
る
と
︑﹁
動
中
の
工
夫
は
静
中
に
勝
る
こ
と
百
千
億
倍
す
﹂
は
︑大
慧
の
看
話
禅
の
特
色
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒

二　

大
慧
宗
杲
の
昏
沈
・
掉
挙
の
禅
病
の
克
服
と
静
中
の
工
夫

　

坐
禅
す
る
と
︑
私
の
経
験
も
含
め
て
︑
誰
も
が
心
が
沈
み
込
む
と
そ
れ
が
深
ま
り
︑
そ
の
後
に
眠
り
に
陥
る
︑
一
方
︑
心
が
乱
れ
て
収
ま
ら
な
い
場
合
は
︑

焦
っ
て
ま
す
ま
す
落
ち
着
か
な
い
状
態
に
な
る
も
の
で
あ
る
︒
今
後
に
問
題
と
す
る
二
種
の
禅
病
︑
こ
こ
で
は
坐
禅
病
と
い
っ
て
も
よ
い
が
︑
教
学
で
い

う
昏こ
ん
じ
ん沈
・
掉じ
よ
う
こ挙④

の
こ
と
で
あ
る
︒

　

こ
の
こ
と
は
︑
禅
宗
の
﹁
坐
禅
儀
﹂
の
も
と
に
な
る
﹃
天
台
小
止
観
﹄
の
﹁
調
心
﹂
の
説
で
説
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

第
三
に
は
︑
初
め
に
定
に
入
る
に
心こ
こ
ろを
調
う
る
と
は
︑
凡お
よ
そ
二
義
有
り
︒
一
に
は
乱
念
を
調
伏
し
越お
つ
い
つ逸
せ
し
め
ず
︒
二
に
は
当ま
さ
に
沈
浮
寬
急
︑
所
を

得え

せ
し
む
べ
し
︒
何な
ん
ら等
を
か
沈
相
と
為な

す
や
︒
若も

し
坐
時
︑
心
中
昏
暗
に
し
て
記
録
す
る
所
と
こ
ろ

無
く
︑
頭
の
好
ん
で
低
垂
す
る
︑
是こ
れ
を
沈
相
と
為
す
︒

爾そ

の
時
︑
当ま
さ
に
念
を
鼻
端
に
係か

け
︑
心
を
縁
の
中
に
住
在
せ
し
め
て
︑
意
を
分
散
す
る
こ
と
無
か
る
べ
し
︒
此こ
こ
に
沈
を
治
す
べ
し
︒
何
等
か
是こ

れ
心

の
浮
相
な
り
や
︒
若
し
坐
時
に
︑
心
の
好
ん
で
飄ひ
よ
う
ど
う動し
︑
身
も
亦
た
安
か
ら
ず
︑
外
の
異
縁
を
念
ず
る
︑
此
は
是
れ
浮
相
な
り
︒
爾
の
時
︑
宜よ
ろ
し
く

心
を
向し

た下
に
安
ん
じ
︑
縁
を
臍ほ
ぞ
の
中
に
係
け
︑
諸
の
乱
念
を
制
す
べ
し
︒
心
即す
な
わち
定
住
す
れ
ば
︑
此
に
則
ち
心
︑
安
静
た
り
易や
す
し
︒
要
を
挙あ

げ
て
之

を
言
わ
ば
︑
沈
な
ら
ず
浮
な
ら
ざ
る
を
︑
是
を
心
の
調
え
る
相
な
り

︿
第
三
︑
初
入
定
調
心
者
︑
凡
有
二
義
︒
一
者
︑
調
伏
乱
念
︑
不
令
越
逸
︒
二
者
︑
当
令
沈
浮
寬
急
得
所
︒
何
等
為
沈
相
︒
若
坐
時
︑
心
中
昏
暗
︑
無

所
記
録
︑
頭
好
低
垂
︑
是
為
沈
相
︒
爾
時
当
係
念
鼻
端
︐
令
心
住
在
縁
中
︑
無
分
散
意
︒
此
可
治
沈
︒
何
等
是
心
浮
相
︒
若
坐
時
︑
心
好
飄
動
︐
身

亦
不
安
︐
念
外
異
縁
︑
此
是
浮
相
︒
爾
時
︑
宜
安
心
向
下
︑
係
縁
臍
中
︑
制
諸
乱
念
︒
心
即
定
住
︑
此
則
心
易
安
静
︒
挙
要
言
之
︑
不
沈
不
浮
︑
是

心
調
相
﹀︒﹂（
柏
樹
社
四
一
頁
︑
一
九
九
六
年
）︒

　

こ
こ
で
は
沈
相
と
浮
相
の
二
義
で
説
か
れ
︑
先
の
言
葉
で
い
え
ば
︑
沈
相
と
は
昏
沈
︑
浮
相
と
は
掉
挙
の
こ
と
で
あ
る
︒
同
様
の
説
は
︑﹃
釈
禅
波
羅
蜜

次
第
法
門
﹄
巻
二
（
大
正
蔵
巻
四
六
─
四
九
〇
ａ
）
に
も
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
︒
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大
慧
の
看
話
禅
で
動
中
の
工
夫
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
︑再
び
取
り
上
げ
る
次
の
冒
頭
の
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
富
枢
密
﹂

の
第
三
書
を
含
め
て
︑
こ
れ
ま
で
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑
大
慧
が
必
ず
し
も
静
中
の
工
夫
を
全
く
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
︒
今
回
︑

こ
の
論
文
で
﹁
静
中
の
工
夫
﹂
を
取
り
上
げ
た
理
由
で
も
あ
る
︒

　

冒
頭
に
取
り
上
げ
た
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
富
枢
密
﹀﹂
第
三
書
に
は
︑
し
か
も
二
種
の
禅
病
を
克
服
す
る
の
に
︑
大
慧
の
使
用
す
る
話
頭
の
代
表
の
無
字

が
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

静
坐
を
要も
と
む
る
時
︑
但
だ
一
炷
の
香
を
焼た

き
て
︑
静
坐
せ
よ
︒
坐
す
る
時
は
︑
昏こ
ん
じ
ん沈
な
ら
し
む
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︑
亦
た
掉じ
よ
う
こ挙
な
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒

昏
沈
と
掉
挙
と
は
︑
先
聖
の
訶
す
る
所
な
り
︒
静
坐
す
る
時
︑
纔わ
ず
か
に
此
の
両
種
の
病
の
現
前
す
る
こ
と
を
覚
せ
ば
︑
但た只
だ
狗
子
無
仏
性
の
話
を

挙
せ
︒
両
種
の
病
は
︑
力
を
用も
つ
て
排は
い
け
ん遣
す
る
を
著え

ず
と
も
︑
当た
だ
ち下
に
帖
ち
よ
う
ち
よ
う
ち

帖
地
な
ら
ん
︒

　

こ
の
こ
と
は
︑
先
に
取
り
上
げ
た
﹃
四
巻
本
普
説
﹄
巻
四
の
付
録
の
﹁
法
語
﹂﹁
示
蘇
宣
教
︿
少
連
﹀﹂
に
も
︑﹁ 

妙わ
た
し喜
は
常
に
此
の
道
を
学
ぶ
者
の
為
に

説
く
︑﹁
参
禅
の
人
に
は
只
だ
両
種
の
病
有
る
の
み
︒
一
は
忘
懐
と
曰
う
︒
一
は
著
意
と
曰
う
︒
著
意
と
は
則
ち
悼
挙
︑
忘
懐
と
は
則
ち
昏こ
ん
た
ん怛
な
り
︒
二
種

の
病
除
か
ざ
れ
ば
︑
則
ち
生
死
を
了さ
と
る
こ
と
能
わ
ず
︒﹂
と
あ
る
通
り
で
あ
る
︒

　

興
味
深
い
の
は
︑こ
の
両
病
の
問
題
が
士
大
夫
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
否
︑む
し
ろ
士
大
夫
こ
そ
両
病
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹃
大
慧
語
録
﹄

巻
一
七
﹁
銭
計
議
請
普
説
﹂
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

今
時
︑
但た

だ
禅
和
子
の
み
な
ら
ず
︑
便た

と是
い
士
大
夫
の
聡
明
霊
利
に
し
て
博
く
群
書
を
極
め
る
底の

人
も
︑
箇
箇
に
両
般
の
病
有
り
︒
若
し
著じ
や
く
い意
せ
ざ

れ
ば
︑
便
ち
是
れ
忘ぼ
う
か
い懐
す
︒
忘
懐
す
れ
ば
則
ち
黒
山
下
の
鬼
窟
裏
に
堕
在
す
︒
教
中
に
之
を
昏こ
ん
じ
ん沈
と
謂
う
︒
著
意
す
れ
ば
則
ち
心
識
紛
飛
す
︒
一
念
︑

一
念
を
続つ

ぎ
︑
前
念
未
だ
止
ま
ざ
る
に
後
念
相
い
続
ぐ
︒
教
中
に
之
を
掉じ
よ
う
こ挙
と
謂
う
︒

︿
今
時
不
但
禅
和
子
︑
便
是
士
大
夫
聡
明
霊
利
博
極
群
書
底
人
︑
箇
箇
有
両
般
病
︒
若
不
著
意
︑
便
是
忘
懐
︒
忘
懐
則
堕
在
黒
山
下
鬼
窟
裏
︒
教
中
謂

之
昏
沈
︒
著
意
則
心
識
紛
飛
︒
一
念
続
一
念
︑
前
念
未
止
後
念
相
続
︒
教
中
謂
之
掉
挙
﹀︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
八
八
四
ｃ
）

　

ま
た
︑﹃
四
巻
本
普
説
﹄
巻
四
の
付
録
の
﹁
法
語
﹂﹁
示
王
通
判
︿
大
任
﹀﹂
に
も
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

士
大
夫
の
学
道
は
二
種
の
岐
路
を
出
で
ず
︒
一
は
忘
懐
と
曰
う
︒
一
は
著
意
と
曰
う
︒
所い
わ
ゆ謂
る
著
意
と
は
︑
杜
撰
の
長
老
︑
喚
ん
で
管か
ん
た
い帯
と
作
す
は

是
れ
な
り
︒
忘
懐
と
は
︑
杜
撰
長
老
︑
喚
ん
で
黙
照
と
作
す
は
是
れ
な
り
︒
管
帯
と
黙
照
の
二
種
の
病
除
か
ざ
れ
ば
︑
則
ち
生
死
を
出
づ
る
能あ
た
わ
ず
︒

所い
わ
ゆ謂
る
生
死
と
は
︑
本も

と
形
段
無
し
︒
只
だ
学
道
人
の
生
死
心
の
破
せ
ざ
る
が
為
に
︑
故
に
輪
回
を
受
く
︒
若
し
生
死
心
破
す
れ
ば
︑
則
ち
輪
回
の



六
九

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

性
は
即
ち
是
れ
解
脱
の
場
な
り
︒
然
も
輪
回
・
解
脱
は
︑
悉
く
是
れ
仮
名
な
り
︑
亦
た
形
段
の
得
べ
き
無
し
︒
若
し
能
く
日
用
中
に
於
て
︑
常
に
是か
く

の
如
く
観
察
せ
ば
︑
則
ち
日
久
月
深
し
て
︑
得
ざ
る
底
有
る
こ
と
無
し
︒
昔
︑
達
磨
︑
二
祖
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
汝
但
だ
外
に
諸
縁
を
息
め
︑
內
に
心

喘
ぐ
無
く
︑
心
は
墻
壁
の
如
く
︑
以
て
道
に
入
る
べ
し
﹂
と
︒
二
祖
は
種
種
に
心
と
説
き
性
と
説
き
︑
文
字
を
引
き
証
と
作
す
︒
並み

な
達
磨
の
意
に

契
わ
ず
︒
前
に
云
う
所
の
忘
懐
と
著
意
と
は
正
に
此こ
れ
を
謂
う
な
り
︒
若
し
著
意
せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
諸
縁
息
む
︒
若
し
忘
懐
せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
內
心
定

ま
り
ぬ
︒
內
心
定
ま
れ
ば
︑
則
ち
自
然
に
墻
壁
と
殊
な
る
こ
と
無
し
︒
亦
た
心
を
将も
つ
て
安
排
計
度
を
著つ

け
ず
︒
然
し
て
後
に
墻
壁
の
如
く
な
る
こ
と

を
得
る
な
り
︒
但た只
だ
疑
い
の
破
れ
ざ
る
処
に
就
い
て
参
ぜ
よ
︒
参
の
時
に
切
に
忌
む
心
を
将
て
悟
を
等ま

つ
こ
と
を
︒
若
し
心
を
将
て
悟
を
等
て
ば
︑

則
ち
没
交
涉
な
り
︒
生
死
の
心
を
未
だ
破
せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
全
体
是
れ
一
団
の
疑
情
な
り
︒
只
だ
疑
情
窟
裏
に
就
い
て
︑
箇
の
話
頭
を
挙
せ
︒
僧
︑

趙
州
に
問
う
︑﹁
狗
子
に
還は

た
仏
性
有
り
也や無
﹂︒
州
云
く
︑﹁
無
﹂
と
︒
行
住
坐
臥
︑
間
断
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
妄
念
起
こ
る
時
︑
亦
た
心
を
将
て

遏あ
つ
な捺
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︑
但
だ
只
だ
此
の
話
頭
を
挙
せ
よ
︒
静
坐
せ
ん
と
要ほ

つ
せ
ば
︑
纔
か
に
昏
沈
を
覚
え
ば
︑
便
ち
精
神
を
抖と

そ
う擻

し
て
︑
此
の
話

を
挙
せ
よ
︒

︿
士
大
夫
学
道
不
出
二
種
岐
路
︒
一
曰
忘
懐
︒
一
曰
著
意
︒
所
謂
著
意
者
︑
杜
撰
長
老
喚
作
管
帯
是
也
︒
忘
懐
者
︑
杜
撰
長
老
喚
作
黙
照
是
也
︒
管
帯

黙
照
二
種
病
不
除
︑
則
不
能
出
生
死
︒
所
謂
生
死
者
︑
本
無
形
段
︒
只
為
学
道
人
生
死
心
不
破
︑
故
受
輪
回
︒
若
生
死
心
破
︑
則
輪
回
之
性
︑
即
是

解
脱
之
場
︒
然
輪
回
・
解
脱
︑
悉
是
仮
名
︑
亦
無
形
段
可
得
︒
若
能
於
日
用
中
︑
常
如
是
観
察
︑
則
日
久
月
深
︑
無
有
不
得
底
︒
昔
達
磨
謂
二
祖
曰
︑

汝
但
外
息
諸
縁
︑
內
心
無
喘
︑
心
如
墻
壁
︑
可
以
入
道
︒
二
祖
種
種
説
心
説
性
︑
引
文
字
作
証
︒
並
不
契
達
磨
意
︒
前
所
云
忘
懐
・
著
意
正
謂
此
也
︒

若
不
著
意
︑
則
諸
縁
息
矣
︒
若
不
忘
懐
︑
則
內
心
定
矣
︒
內
心
定
︑
則
自
然
与
墻
壁
無
殊
︒
亦
不
著
将
心
安
排
計
度
︑
然
後
得
如
墻
壁
也
︒
但
只
就

疑
不
破
処
参
︒
参
時
切
忌
将
心
等
悟
︒
若
将
心
等
悟
︑
則
没
交
涉
矣
︒
生
死
心
未
破
︑
則
全
体
是
一
団
疑
情
︒
只
就
疑
情
窟
裏
︑
挙
箇
話
頭
︒
僧
問

趙
州
︑
狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
州
云
︑
無
︒
行
住
坐
臥
︑
不
得
間
断
︒
妄
念
起
時
︑
亦
不
得
将
心
遏
捺
︑
但
只
挙
此
話
頭
︒
要
静
坐
︑
纔
覚
昏
沈
︑

便
抖
擻
精
神
︑
挙
此
話
﹀︒（
五
山
版
六
四
丁
左
～
六
五
丁
右
︑
石
井
修
道
﹁
訳
注
﹃
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
︿
続
﹀﹄（
上
）﹂
二
九
～
三
〇
頁
︒﹃
駒
澤

大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
四
号
所
収
︒
一
九
九
三
年
）︒

　

か
つ
て
こ
の
二
種
の
禅
病
に
つ
い
て
は
︑﹁
大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
五
）
─
著
意
と
忘
懐
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
─
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄

第
二
二
巻
第
一
号
︑
一
九
七
三
年
）
で
問
題
に
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
昏
沈
﹂﹁
忘
懐
﹂﹁
黙
照
﹂
の
系
列
と
﹁
悼
挙
﹂﹁
著
意
﹂﹁
管
帯
﹂
の

系
列
に
体
系
化
さ
れ
︑﹁
不
著
意
不
忘
懐
﹂
の
と
こ
ろ
が
達
磨
の
﹁
心
如
壁
観
﹂
だ
と
主
張
す
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
が
最
初
に
述
べ
た
方
便
を
誤
ら
な
い
と



七
〇

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

そ
も
そ
も
︑
昏こ
ん
（
惛
）
沈じ
ん
は
梵
語
でstya -na

と
い
い
︑
掉じ
よ
う
こ挙
は
梵
語
でauddhatya

と
い
う
︒
共
に
倶
舍
で
は
大
煩
悩
地
法
の
一
つ
で
︑
唯
識
で
は
随

煩
悩
の
一
つ
で
あ
る
︒
倶
舍
の
五
位
（
色
・
心
・
心
所
・
心
不
相
応
・
無
為
）
七
十
五
法
の
中
で
︑
大
煩
悩
地
法
は
六
位
の
心
所
法
（
大
地
法
・
大
善
地
法
・

大
煩
脳
地
法
・
大
不
善
地
法
・
小
煩
悩
地
法
・
不
定
地
法
）
の
一
つ
で
︑
愚
痴
・
放
逸
・
懈
怠
・
不
信
・
惛
沈
・
掉
挙
の
六
つ
が
説
か
れ
る
︒﹃
倶
舍
論
﹄﹁
分

別
根
品
﹂（
大
正
蔵
巻
二
九
─
一
九
ｃ
）
に
見
ら
れ
る
︒
唯
識
の
五
位
（
心
王
・
心
所
・
色
・
心
不
相
応
・
無
為
）
百
法
の
中
で
︑
随
煩
悩
は
六
位
の
心
所

法
（
遍
行
・
別
境
・
善
・
煩
悩
・
随
煩
悩
・
不
定
）
の
一
つ
で
︑
忿
・
恨
・
覆
・
脳
・
嫉
・
慳
・
誑
・
諂
・
害
・
憍
・
無
慚
・
無
愧
・
掉
挙
・
惛
沈
・
不
信
・

懈
怠
・
放
逸
・
失
念
・
散
乱
・
不
正
知
の
二
〇
が
説
か
れ
る
︒﹃
成
唯
識
論
﹄
巻
六
（
大
正
蔵
巻
三
一
─
三
三
ｂ
）
に
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
色
界
の
四
禅
定

へ
の
精
神
統
一
を
妨
げ
る
五
つ
の
五
蓋
に
つ
い
て
は
︑﹃
阿
毘
達
磨
集
異
門
足
論
﹄
巻
一
二
﹁
五
法
品
﹂
に
︑﹁
五
蓋
者
︑
一
貪
欲
蓋
︑
二
瞋
恚
蓋
︑
三
惛

沈
睡
眠
蓋
︑四
掉
挙
悪
作
蓋
︑五
疑
蓋
︒﹂（
大
正
蔵
巻
二
六
─
四
一
六
ａ
）
と
あ
る
︒﹃
天
台
小
止
観
﹄﹁
棄
五
蓋
第
三
﹂
に
も
︑﹁
所
言
棄
蓋
者
︑謂
棄
五
蓋
︒

一
貪
欲
蓋
︑
二
瞋
恚
蓋
︑
三
睡
眠
蓋
︑
四
掉じ
よ
う
げ
が
い

悔
蓋
︑
五
疑
蓋
︒﹂（
同
二
七
頁
）
と
あ
り
︑
そ
の
結
び
は
︑﹁
行
者
︑
是
の
如
き
等
の
種
種
の
因
縁
も
て
︑
五

蓋
を
棄
つ
る
こ
と
︑
譬
え
ば
債
を
負
い
た
る
を
脱
し
得え

︑
重
病
の
差い

ゆ
る
を
得
る
が
如
く
︑
飢
餓
の
人
の
豊
国
に
至
る
を
得
る
が
如
く
︑
悪
賊
の
中
に
於
て
︑

自
ず
か
ら
済
を
免
る
る
を
得
る
が
如
く
︑
安
穏
に
し
て
患
い
無
し
︒
行
者
も
亦
た
是
の
如
し
︒
此
の
五
蓋
を
除
か
ば
︑
其
の
心
安
穏
に
し
て
︑
清
浄
快
楽

な
り
︿
行
者
︑
如
是
等
種
種
因
縁
︑
棄
於
五
蓋
︑
譬
如
負
債
得
脱
︑
重
病
得
差
︑
如
飢
餓
之
人
︑
得
至
豊
国
︑
如
於
悪
賊
中
︑
得
自
免
済
︑
安
穏
無
患
︒

行
者
亦
如
是
︒
除
此
五
蓋
︑
其
心
安
穏
︑
清
浄
快
楽
﹀︒﹂（
同
三
五
頁
）
と
あ
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
の
二
種
の
禅
病
を
大
慧
が
説
い
た
の
は
︑
先
の
論
文
で
は
︑﹁
特
に
忘
懐
に
当
た
る
黙
照
邪
禅
に
ね
ら
い
が
あ
っ
た
﹂
と
強
調
し
て
き
た
︒
改
め

て
考
え
て
み
る
と
︑
そ
の
結
論
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
﹃
大
慧
語
録
﹄

巻
一
七
﹁
銭
計
議
請
普
説
﹂
の
続
く
文
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
を
強
調
し
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
で
あ
る
︒
続
き
の
文
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　

知
ら
ず
︑
人
人
脚
跟
下
に
沈
ま
ず
掉ふ
る
わ
ざ
る
底
の
一
段
の
大
事
因
縁
の
︑
天
の
普
く
蓋お
お
う
が
如
く
︑
地
の
普
く
擎さ
さ
ぐ
に
似
た
る
こ
と
有
る
を
︒
未

だ
世
界
有
ら
ざ
る
に
︑
早は

や
此
の
段
の
大
事
因
縁
有
り
︒
世
界
壊
す
る
時
︑
此
の
段
の
大
事
因
縁
︑
曾
て
一
糸
毫
頭
も
動
著
せ
ず
︒
往
往
士
大
夫
は
︑

多
く
是
れ
掉じ

よ
う
こ挙

す
︒
而い

ま今
︑
諸
方
に
一
般
の
黙
照
邪
禅
有
り
︒
士
大
夫
の
塵
労
の
障
す
る
所
と
為な

る
方
寸
の
寧ね
い
ち
よ
う怗な
ら
ざ
る
を
見
て
︑
便
ち
他
を
し

て
寒
灰
枯
木⑤

し
去
り
︑
一
条
白
練
し
去
り
︑
古
廟
香
爐
し
去
り
︑
冷
湫
湫
地
し
去
ら
し
め
︑
這
箇
を
将も
つ
て
人
を
休
歇
す
︒
爾
な
ん
じ

道い

え
︑
還は

た
休
歇
し
得

る
麼や

︒
殊
に
知
ら
ず
︑
這
箇
の
猢
猻
子
は
︑
不
死
に
し
て
如
何
が
休
歇
し
得
︑
来
り
て
先
鋒
と
為
り
︑
去
り
て
殿
後
と
為
る
底も
の
︑
不
死
に
し
て
如
何
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が
休
歇
し
得
る
を
︒
此
の
風
︑
往
年⑥

︑
福
建
路
に
極
め
て
盛
ん
な
り
︒
妙わ
た
し喜
は
紹
興
の
初
め
︑
閩
に
入
り
て
住
菴
の
時
︑
便
ち
力
め
て
之
を
排
す
︒

之
を
仏
の
慧
命
を
断
ず
る
と
謂
う
︒
千
仏
出
世
す
る
も
︑
懺
悔
を
通
ぜ
ず
︒

︿
不
知
有
人
人
脚
跟
下
不
沈
不
掉
底
一
段
大
事
因
縁
︑
如
天
普
蓋
︑
似
地
普
擎
︒
未
有
世
界
︑
早
有
此
段
大
事
因
縁
︒
世
界
壊
時
︑
此
段
大
事
因
縁
︑

不
曾
動
著
一
糸
毫
頭
︒
往
往
士
大
夫
︑
多
是
掉
挙
︒
而
今
諸
方
有
一
般
黙
照
邪
禅
︒
見
士
大
夫
為
塵
労
所
障
方
寸
不
寧
怗
︑
便
教
他
寒
灰
枯
木
去
︑

一
条
白
練
去
︑
古
廟
香
爐
去
︑
冷
湫
湫
地
去
︑
将
這
箇
休
歇
人
︒
爾
道
︑
還
休
歇
得
麼
︒
殊
不
知
︑
這
箇
猢
猻
子
︑
不
死
如
何
休
歇
得
︒
来
為
先
鋒
︑

去
為
殿
後
底
︑不
死
如
何
休
歇
得
︒
此
風
往
年
福
建
路
極
盛
︒
妙
喜
紹
興
初
︑入
閩
住
菴
時
︑便
力
排
之
︒
謂
之
断
仏
慧
命
︒
千
仏
出
世
︑不
通
懺
悔
﹀︒

（
同
︑
八
八
四
ｃ
～
八
八
五
ａ
）

　

士
大
夫
は
大
慧
が
二
種
の
内
の
掉
挙
の
禅
病
の
状
態
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
つ
ま
り
︑
掉
挙
と
は
士
大
夫
の
日
用
の
生
活
で
あ
る
︒
こ
れ

を
黙
照
禅
者
は
昏
沈
に
引
き
込
む
故
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
︑
決
し
て
士
大
夫
が
二
種
の
禅
病
の
内
の
掉
挙
の
状
態
で
あ
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
十
分

に
指
摘
し
て
こ
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
大
慧
が
士
大
夫
に
対
し
て
︑
二
種
の
禅
病
の
内
の
掉
挙
を
克
服
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
克
服
の
方
法
が
静
中
の
工
夫
の
看
話
と
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
最
初
に
省
略
し
た
﹁
答
富
枢
密
﹂
の
第
二
書

に
注
目
し
て
み
よ
う
︒

竊ひ
そ
か
に
知
る
︑
日ち
か
ご
ろ来
︑
此
の
大
事
因
縁
を
以
て
念
と
為
し
︑
勇
猛
精
進
し
て
純
一
無
雑
な
り
と
︒
喜
躍
に
勝た

え
ず
︒
能
く
二
六
時
中
︑
熾
然
と
し
て

作
為
の
際
︑
必
ず
相
応
を
得
る
也や未
︒
寤
寐
の
二
辺
に
一
如
を
得
る
也や未
︒
如も

し
未い
ま
だし
な
ら
ば
︑
切
に
一
向
に
沈
空
し
趣
寂
す
べ
か
ら
ず
︒
古
人
︑

喚
ん
で
黒
山
下
の
鬼
家
に
活
計
を
作
す
と
︒
尽
未
来
際
︑
透
脱
の
期
有あ

る
こ
と
無
し
︒
昨さ
き
に
来
誨
を
接
す
︑
私ひ
そ
か
に
慮お
も
う
に
左あ
な
た右
は
必
ず
已
に
静
勝

三
昧
に
耽
著
せ
り
と
︒
直
閣
公
に
詢た
ず
ぬ
る
に
及
び
︑
乃
ち
知
り
ぬ
︑
果
し
て
料
る
所
の
如
く
な
る
こ
と
を
︒
大お

お
よ凡

そ
世
を
涉
る
こ
と
に
余あ

ま
り
有
る
の

士
は
︑
久
し
く
塵
労
の
中
に
膠
す
︒
忽も

し然
も
人
の
指
令
を
得
ば
︑
静
黙
の
処
に
向お

い
て
工
夫
を
做な

し
︑
乍た

ち
まち

に
胸
中
の
無
事
を
得
て
︑
便
ち
認
著
し
て

以
て
究
竟
の
安
楽
な
り
と
為
す
︒
殊
に
知
ら
ず
︑
石
の
草
を
圧
す
る
に
似に

て
︑
暫し
ば
らく
覚
し
て
消
息
を
絶
す
と
雖
も
︑
根
株
猶
お
在
る
を
奈い
か
ん何
せ
ん
と
︒

寧な
ん
ぞ
証
徹
し
て
寂
滅
す
る
の
期
有あ

ら
ん
や
︒
真
正
に
寂
滅
現
前
す
る
こ
と
を
得
ん
と
要ほ

つ
せ
ば
︑
必
ず
須
ら
く
熾
然
た
る
生
滅
の
中
に
於
て
︑
驀
地
に

一
跳
に
跳
出
す
べ
し
︒
一
糸
毫
を
動
か
さ
ず
し
て
︑
便
ち
長
河
を
攪
し
て
酥
酪
と
為
し
︑
大
地
を
変
じ
て
黃
金
と
作
し
︑
機
に
臨
ん
で
縦
奪
し
殺
活

す
る
こ
と
自
由
に
︑
他
を
利
す
も
自
を
利
す
も
︑
施
す
こ
と
不
可
な
る
こ
と
無
し
︒

︿
竊
知
︑日
来
以
此
大
事
因
縁
為
念
︑勇
猛
精
進
純
一
無
雑
︒
不
勝
喜
躍
︒
能
二
六
時
中
︑熾
然
作
為
之
際
︑必
得
相
応
也
未
︒
寤
寐
二
辺
得
一
如
也
未
︒
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如
未
︑
切
不
可
一
向
沈
空
趣
寂
︒
古
人
喚
作
黒
山
下
鬼
家
活
計
︒
尽
未
来
際
︑
無
有
透
脱
之
期
︒
昨
接
来
誨
︑
私
慮
左
右
必
已
耽
著
静
勝
三
昧
︒
及

詢
直
閣
公
︑
乃
知
果
如
所
料
︒
大
凡
涉
世
有
余
之
士
︑
久
膠
於
塵
労
中
︒
忽
然
得
人
指
令
︑
向
静
黙
処
做
工
夫
︑
乍
得
胸
中
無
事
︑
便
認
著
以
為
究

竟
安
楽
︒
殊
不
知
︑
似
石
圧
草
︑
雖
暫
覚
絶
消
息
︑
奈
何
根
株
猶
在
︒
寧
有
証
徹
寂
滅
之
期
︒
要
得
真
正
寂
滅
現
前
︑
必
須
於
熾
然
生
滅
之
中
︑
驀

地
一
跳
跳
出
︒
不
動
一
糸
毫
︑
便
攪
長
河
為
酥
酪
︑
変
大
地
作
黃
金
︑
臨
機
縦
奪
殺
活
自
由
︑
利
他
自
利
︑
無
施
不
可
﹀︒（
同
︑
九
二
一
ｃ
～

九
二
二
ａ
︒
荒
木
本
五
三
～
五
五
頁
）

　

従
来
︑
工
夫
の
目
的
は
﹁
以
悟
為
則
﹂
で
あ
り
︑
大
慧
は
潙
山
霊
祐
（
七
七
一
─
八
五
三
）
の
﹃
潙
山
警
策
﹄
の
語
と
し
て
伝
承
し
て
い
て
︑﹃
四
巻
本

普
説
﹄
巻
三
の
﹁
行
者
徳
新
請
普
說
﹂
に
﹁
潙
山
所
謂
︑
研
窮
至
理
︑
以
悟
為
則
﹂（
五
山
版
一
四
丁
右
）
と
あ
る
通
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
四
巻
本
普
説
﹄

巻
四
の
﹁
湯
丞
相
請
普
説
﹂
に
︑
次
の
よ
う
に
も
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

近
年
諸
方
に
黙
照
禅
有
り
︑
説
心
説
性
禅
有
り
︑
燈
籠
露
柱
を
指
す
禅
有
り
︑
揚
眉
瞬
目
禅
有
り
︑
昭
昭
霊
霊
を
認
め
る
禅
有
り
︑
下
語
禅
有
り
︑

古
人
の
公
案
を
商
量
す
る
禅
有
り
︑
密
室
伝
授
禅
有
る
︒
妙わ
た
し喜
が
這こ

こ裏
に
は
許
多
般
無
し
︒
至
理
を
研
窮
し
︑
悟
を
以
て
則
と
為
す
︒
十
二
時
中
︑

別
処
に
向お
い
て
用
心
す
る
こ
と
莫
れ
︒
只
だ
話
頭
上
に
於
て
︑
窮
し
来
た
り
窮
し
去
り
て
︑
驀
然
と
し
て
心
の
之ゆ

く
所
無
く
︑
布
袋
を
打
失
す
︑
便
ち

是
れ
帰
家
穏
坐
の
処
な
り

︿
近
年
諸
方
有
黙
照
禅
︑
有
説
心
説
性
禅
︑
有
指
燈
籠
露
柱
禅
︑
有
揚
眉
瞬
目
禅
︑
有
認
昭
昭
霊
霊
禅
︑
有
下
語
禅
︑
有
商
量
古
人
公
案
禅
︑
有
密
室

伝
授
禅
︒
妙
喜
這
裏
無
許
多
般
︒
研
窮
至
理
︑
以
悟
為
則
︒
十
二
時
中
︑
莫
向
別
処
用
心
︒
只
於
話
頭
上
︑
窮
来
窮
去
︑
驀
然
心
無
所
之
︑
打
失
布
袋
︑

便
是
帰
家
穏
坐
処
也
﹀︒（
五
山
版
三
〇
丁
右
左
）

　

話
頭
の
究
明
が
結
果
的
に
﹁
帰
家
穏
坐
の
処
﹂
で
あ
る
と
い
う
説
も
︑
先
に
紹
介
し
た
持
論
の
﹁
本
覚
回
帰
﹂
と
関
連
し
て
興
味
深
い
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
話
頭
に
取
り
組
む
の
に
静
中
の
工
夫
に
よ
る
二
種
の
禅
病
の
克
服
が
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
黙
照
禅
の
主
張
者
も
指
導
者
も
当
然
の

こ
と
と
し
て
︑﹃
天
台
小
止
観
﹄
を
承
け
た
﹁
坐
禅
儀
﹂（
著
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
）
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
︑﹁
昏
沈
と
掉
挙
と
は
︑
先
聖
の
訶
す
る

所
な
り
﹂
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
︒
し
か
も
︑
黙
照
禅
の
指
導
者
が
自
身
を
昏
沈
の
禅
病
に
位
置
づ
け
る
は
ず
は
な
い
︒
大
慧
に
よ
る
極
め
つ
け
こ
そ

禅
病
で
あ
る
昏
沈
の
黙
照
邪
禅
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
士
大
夫
の
﹁
掉
挙
﹂
の
禅
病
を
克
服
す
る
の
に
︑
黙
照
禅
の
指
導
者
は
静
中
の
工

夫
に
導
い
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
を
新
た
に
大
慧
は
加
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
禅
病
の
昏
沈
の
系
列
に
黙
照
邪
禅
を
位
置
づ
け
る
だ
け

で
は
な
く
︑
禅
病
の
昏
沈
へ
と
導
く
方
法
や
手
段
を
大
慧
は
批
判
す
る
こ
と
に
一
方
の
力
点
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
大
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慧
が
﹁
真
正
に
寂
滅
現
前
す
る
こ
と
を
得
﹂
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
動
中
の
工
夫
︑
日
用
の
工
夫
と
言
っ
て
も
よ
い
が
︑
掉
挙
の

禅
病
に
陥
る
こ
と
も
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
冒
頭
の
﹁
先
聖
の
方
便
を
知
ら
ざ
る
﹂
と
は
︑
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

静
中
の
工
夫
が
禅
病
の
克
服
に
あ
り
︑
そ
の
為
に
看
話
を
用
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
︒
冒
頭
に
言
う
﹁
静
坐
す
る
時
︑
纔わ
ず
か
に
此
の
両
種
の

病
の
現
前
す
る
こ
と
を
覚
せ
ば
︑
但た只
だ
狗
子
無
仏
性
の
話
を
挙
せ
︒
両
種
の
病
は
︑
力
を
用も
つ
て
排は
い
け
ん遣
す
る
を
著え

ず
と
も
︑
当た
だ
ち下
に
帖
ち
よ
う
ち
よ
う
ち

帖
地
な
ら
ん
﹂
と
か
︑

﹁
示
王
通
判
﹂
の
﹁
静
坐
せ
ん
と
要ほ
つ
せ
ば
︑
纔
か
に
昏
沈
を
覚
え
ば
︑
便
ち
精
神
を
抖と
そ
う擻
し
て
︑
此
の
（
無
字
の
）
話
を
挙
せ
よ
﹂
と
あ
る
通
り
で
あ
る
︒

こ
の
大
慧
の
主
張
を
継
承
し
た
の
が
︑
大
慧
の
孫
弟
子
如
如
居
士
顔
丙
（
嗣
雪
峰
慧
然
）
の
著
作
で
あ
る
︒

　

後
に
関
連
の
全
文
の
訓
注
を
取
り
上
げ
る
が
︑
そ
の
中
に
今
回
の
て
が
か
り
が
﹁
初
学
坐
禅
法
﹂
の
文
の
中
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

然
る
に
又
た
当ま
さ
に
諸
の
坐
禅
の
二
病
を
明
か
す
べ
し
︒
一
は
昏
病
︑
二
は
散
病
な
り
︒
昏
な
れ
ば
則
ち
睡
魔
侵
し
︑
散
な
れ
ば
則
ち
胡
い
い
か
げ
んに
思
想
す
︒

昏
来
た
ら
ば
散
去
り
︑
散
去
ら
ば
昏
来
た
る
︒
二
相
纒
累
し
て
︑
間
断
有
る
こ
と
無
し
︒
二
病
皆
な
息
め
ば
︑
始
め
て
是
れ
坐
禅
な
り
︒
諸
の
坐
禅
は
︑

切
に
須
ら
く
子
細
に
点
検
す
べ
し
︒
賊
を
認
め
て
子
と
為
す
こ
と
を
要ほ
つ
す
る
こ
と
莫
か
れ
︒
若
し
昏
病
を
以
て
禅
定
と
以お

も為
え
ば
︑
則
ち
草
木
石
頭

無
情
の
物
も
亦
た
能
く
作
仏
す
︒
若
し
散
病
を
以
て
禅
定
と
以
為
え
ば
︑
則
ち
猿
猴
猢
狸
乱
想
の
物
も
亦
た
能
く
作
仏
す
︒
若
し
方
便
し
て
二
病
を

除
去
せ
ん
と
要
せ
ば
︑
須す
べ
か是
ら
く
箇
の
話
頭
を
看
る
べ
し
︒
狗
子
無
仏
性
の
話
︑
竹
箆
の
話
︑
乾
屎
橛
の
話
︑
麻
三
斤
の
話
︑
皆
な
提て
い
ぜ
い撕
す
べ
し
︒

正
に
話
頭
を
挙
す
る
時
に
当
り
て
︑
須す
べ
か是
ら
く
眉
毛
を
貶さ
つ
き起
し
︑
些
の
精
彩
を
著
け
︑
右う
べ
ん眄
左さ

こ顧
し
︑
頭
を
回
し
脳
を
転
じ
て
︑
点
検
し
看
よ
︑
是

れ
甚
麼
物
か
と
︒
能
く
恁か
く
の
ご
と
く

麼
地
な
ら
ば
︑
忽
然
と
し
て
面
皮
を
裂
開
し
︑
漆
桶
を
打
破
し
て
︑
便
ち
無
位
真
人
の
現
前
に
独
露
す
る
を
見
て
︑
更
に

廻
互
無
し
︒

　

如
如
居
士
顔
丙
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑﹃
如
如
居
士
語
録
﹄
と
﹃
三
教
大
全
語
録
﹄
の
二
種
が
知
ら
れ
︑椎
名
宏
雄
氏
の
﹁
宋
元
版
禅
籍
研
究
（
四
）
─
如
々

居
士
語
録
・
三
教
大
全
語
録
─
﹂（﹃
印
仏
研
﹄
二
九
巻
二
号
︑
一
九
八
一
年
）
で
︑
始
め
て
両
者
の
関
係
及
び
書
誌
学
的
成
果
が
知
ら
れ
た
︒
そ
れ
を
承

け
た
上
で
︑
本
格
的
な
如
如
居
士
と
そ
の
著
作
の
研
究
が
な
さ
れ
た
の
が
︑
永
井
政
之
氏
の
﹃
中
国
禅
宗
教
団
と
民
衆
﹄（
内
山
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
）
で

あ
る
︒
如
如
居
士
の
詳
伝
は
不
明
な
が
ら
も
︑
永
井
氏
は
示
寂
を
嘉
禎
五
年
（
一
二
一
二
）
六
月
十
五
日
と
推
定
し
て
い
る
︒

　

た
ま
た
ま
︑
私
は
﹃
金
沢
文
庫
資
料
全
書
︿
仏
典
第
一
巻 

禅
籍
篇
﹀﹄（
一
九
七
四
年
）
所
収
の
﹁
坐
禅
儀
﹂
の
解
題
を
担
当
し
た
︒
そ
の
写
本
は
円
信

の
筆
に
な
り
︑
蘭
溪
道
隆
の
﹁
坐
禅
儀
﹂
を
は
さ
ん
で
︑
如
如
居
士
の
﹁
初
学
坐
禅
法
（
文
庫
本
は
坐
禅
儀
と
あ
る
）﹂
と
﹁
選
仏
捷
径
﹂﹁
後
説
禅
病
（
文

庫
本
は
こ
れ
を
初
学
坐
禅
法
︿
如
跛
事
﹀
と
す
）﹂
が
書
写
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
ら
が
大
慧
宗
杲
の
孫
弟
子
の
如
如
居
士
の
作
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お



七
四

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
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士
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が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

い
た
︒
近
年
︑
私
も
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
臨
川
書
店
の
﹃
中
世
禅
籍
叢
刊
第
六
巻
﹁
禅
宗
清
規
集
﹂﹄（
二
〇
一
四
年
）
の
中
で
︑
金
沢
文
庫
管
理
の
﹁
坐

禅
儀
﹂
が
再
び
道
津
綾
乃
氏
の
担
当
で
翻
刻
と
解
題
が
な
さ
れ
た
︒

　

ま
た
︑
同
叢
刊
第
三
巻
に
﹃
達
磨
宗
﹄（
二
〇
一
五
年
）
所
収
の
﹁
禅
家
説
﹂
の
中
に
も
︑﹁
初
学
坐
禅
法
﹂
な
ど
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
︒
い
わ
ゆ
る
日
本
達
磨
宗
文
献
の
中
に
如
如
居
士
の
著
作
が
書
写
さ
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
新
出
文
献
を
踏
ま
え
て
訳
注
の
必
要
性
を
感
じ
︑
更
に
大
慧
宗
杲
の
坐
禅
観
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
永
井
政
之

氏
は
著
書
の
中
で
︑
金
沢
文
庫
本
を
底
本
に
し
て
今
回
の
文
献
の
校
訂
を
試
み
て
い
る
が
︑
そ
れ
を
参
考
に
し
︑
写
本
に
は
誤
写
な
ど
が
あ
る
の
を
考
慮
し
︑

如
如
居
士
の
﹁
三
教
大
全
語
録
﹂
を
底
本
に
し
て
み
た
︒
確
か
に
語
録
類
は
明
代
以
降
の
も
の
で
あ
り
︑
写
本
類
は
紹
煕
五
年
（
一
一
九
四
）
の
刊
行
の

語
録
の
系
統
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
日
本
へ
の
大
慧
派
の
受
容
の
点
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
京

都
大
学
谷
村
文
庫
所
蔵
﹃
重
刊
増
広
如
如
居
士
三
教
大
全
語
録
﹄
巻
上
下
と
京
都
大
学
蔵
経
書
院
文
庫
蔵
﹃
如
如
居
士
語
録
﹄
天
地
人
三
冊
（
写
本
）
の

二
種
の
語
録
は
︑
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
︒

三　

初
学
坐
禅
法

﹇
如
如
居
士
顔
丙
撰
﹁
初
学
坐
禅
法
﹂・﹁
選
仏
捷
径
﹂・﹁
後
説
禅
病
﹂
の
三
本
の
凡
例
﹈

○　

底
本
は
京
都
大
学
谷
村
文
庫
所
蔵
﹃
重
刊
増
広
如
如
居
士
三
教
大
全
語
録
﹄
巻
上
下
（﹁
全
﹂
と
略
称
）
と
す
︒
別
本⑦

の
﹃
重
刊
増
広
如
如
居
士
三
教

大
全
語
録
﹄
も
参
照
し
た
︒

○　

校
訂
に
使
用
す
る
対
校
本
は
︑
京
都
大
学
蔵
経
書
院
文
庫
蔵
﹃
如
如
居
士
語
録
﹄
天
地
人
三
冊
（﹁
語
﹂
と
略
す
︒
写
本
）
と
真
福
寺
所
蔵
﹁
禅
家
説
﹂

（﹃
達
磨
宗
﹄
所
収
︑臨
川
書
店
︒﹁
禅
﹂
と
略
す
）
及
び
金
沢
文
庫
管
理
﹁
坐
禅
儀
﹂（﹃
禅
宗
清
規
集
﹄
所
収
︑臨
川
書
店
︒﹁
坐
﹂
と
略
す
）
と
す
︒
但
し
︑

誤
字
・
誤
植
等
は
煩
雑
を
避
け
て
指
摘
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
︒

○　

三
本
を
そ
れ
ぞ
れ
を
九
段
・
十
二
段
・
十
段
に
分
け
た
︒

○　

三
本
の
本
文
を
上
段
に
︑
訓
読
を
下
段
と
し
た
︒

○　

注
は
訓
読
に
付
し
た
番
号
に
従
っ
て
︑
三
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
作
成
し
た
︒
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輪
廻
を
脱
せ
ん
と
欲ほ
つ
せ
ば
︑
先ま

ず
須
ら
く
見
性
す
べ
し
︒
本
性
を
見
ん
と
欲
せ
ば
︑
須す
べ
か是

ら
く
坐
禅
す
べ
し
︒
凡
そ
坐
禅
と
曰
う
は
︑
蓋
し
身
処
の
塵
労
に
縁よ

り
て
︑
一
日
の
間
︑

千
端
万
緖
に
お
い
て
︑
片
時
も
寧
息
す
る
こ
と
有
る
こ
と
無
し
︒
若
し
坐
禅
せ
ざ
れ
ば
︑

定
力
就つ

き
難
し
︒
定
力
既
に
散
ぜ
ば
︑
如
何
が
本
性
を
見
る
こ
と
を
得
ん
︒
譬た

と如
え
ば
水

澄
ん
で
始
め
て
能
く
形
を
見
る
が
ご
と
し
︒
眼
定
り
て
方は
じ
め
て
能
く
物
を
燭か
が
やか
す
︒
古
人

道（
１
）く
︑﹁
若
し
定
力
無
け
れ
ば
︑
死
門
に
甘
伏
す
﹂
と
︒
又
た
謂（
２
）う
︑﹁
修
行
人
は
常
に
三

不
足
有
り
︒
衣
の
不
足
︑
食
の
不
足
︑
睡
の
不
足
な
り
﹂
と
︒
従
上
の
祖
師
は
︑
大
事
を

成
就
す
る
に
︑
一
も
坐
定
中
よ
り
来
ら
ざ
る
こ
と
無
し
︒

是
を
以
て
釈
迦（
３
）は
明
星
現
わ
る
る
時
に
悟
道
す
︒
雪
山
に
端
坐
す
る
こ
と
六
年
︑
頂
上
に

雀
巣す

く
い（
４
）︑
蘆
芽
膝ひ
ざ
を
穿う
が

ち（
５
）︑
涵
養
純
熟
す
︒
○
初
祖
達
磨
大
師
︑
梁
の
武
帝（
６
）と
機
縁
契か
な

わ
ず
︑
遂か
く
て
蘆
葉
に
乗
り
て
江
を
過
ぐ
︒
宝
峰
の
前
に
在
り
て
︑
面
壁
す
る
こ
と
九
年
︑

端
坐
し
て
動
か
ず
︒
後
代
の
児
孫
の
与た
め
に
︑
箇
の
榜
様
を
作な

す
︒
○
阿
那
律
陀（
７
）云
く
︑﹁
我

れ
出
家
に
於
て
︑
常
に
睡
眠
を
楽
し
む
︒
如
来
︑
我
を
呵
し
て
︑
畜
生
の
類
と
為
す
﹂
と
︒

○
本
朝
の
馮
道
宰
相（
８
）︑
朝
後
に
遇
う
毎
に
︑
常
に
是こ

れ
坐
禅
す
︒
天
下
の
人
︑
号
し
て
馮

長
老
と
為
す
︒
自
ら
詩
有
り
て
云
く
︑﹁
公
事
の
余い
と
ま︑
坐
禅
を
喜
ぶ
︑
曾
て
脇
を
将も

て
床
に

到
し
て
眠
る
こ
と
少な

し
︒
宰
官
相
を
見
げ
ん
し
ゆ
つ出す
と
雖い
え
ど然
も
︑
長
老
の
名
四
海
に
伝
わ
る
﹂
と
︒

○
第
十
代
脇
尊
者（
９
）は
︑
一
生
脇
席
に
沾ふ

れ
ず
︑
坐
し
て
臥
せ
ず
︒
○
雪
峰
稜
道
者）

10
（

︑
十
三

箇
の
蒲
団
を
坐
破
し
︑
只た

だ
話
頭
を
看
る
の
み
︒
○
江
西
馬
祖
大
師）

11
（

︑
未
だ
悟
ら
ざ
る
已

前
に
︑
坐
禅
す
る
こ
と
二
十
年
な
り
︒
趙
州
道い
わ

く）
12
（

︑﹁
若
し
人
の
静
坐
す
る
こ
と
二
十
年
︑

斯こ

の
事
を
明
め
ざ
れ
ば
︑
老
僧
の
頭
を
切
り
取
り
去
り
て
屎
杓
と
做な

せ
﹂
と
︒
○
南な
ん
か
く廓

子し

き綦
︑）

13
（

几き

に
隠よ

り
て
坐
し
︑
嗒と
う
ね
ん然
と
し
て
其
の
耦か
ら
だを
喪わ
す
る
る
に
似
た
り
︒
形
は
槁
木
の
如

（
一
）　

欲
脱
輪
廻
︑
先
須
見
性
︒
欲
見
本
性
︑
須
是
坐
禅
︒

凡
曰
坐
禅
者
︑
蓋
縁
身
処
塵
労
︑
一
日
之
間
︑
千
端
万
緖
︑

無
有
片
時
寧
息
︒
若
不
坐
禅
︑
定
力
難
就
︒
定
力
既
散
︑

如
何
得
見
本
性
︒
譬
如
水
澄
始
能
見
形
︒
眼
定
方
能
燭
物
︒

古
人
道
︑
若
無
定
力
︑
甘
伏
死
門
︒
又
謂
︑
修
行
人
常
有

三
不
足
︒
衣
不
足
︑
食
不
足
︑
睡
不
足
︒
従
上
祖
師
︑
成

就
大
事
︑
無
一
不
自
坐
定
中
来
︒

（
二
）　

是
以
釈
迦
明
星
現
時
悟
道
︒
雪
山
端
坐
六
年
︑
頂

上
雀
巣
︑
蘆
芽
穿
膝
︑
涵
養
純
熟
︒
○
初
祖
達
磨
大
師
︑

与
梁
武
帝
機
縁
不
契
︑
遂
乗
蘆
葉
過
江
︒
在
宝
峰
前
︑
面

壁
九
年
︑
端
坐
不
動
︒
与
後
代
児
孫
︑
作
箇
榜
様
︒
○
阿

那
律
陀
云
︑
我
於
出
家
︑
常
楽
睡
眠
︒
如
来
呵
我
︑
為
畜

生
類
︒
○
本
朝
馮
道
宰
相
︑
毎
遇
朝
後
︑
常
是
坐
禅
︒
天

下
人
号
為
馮
長
老
︒
自
有
詩
云
︑
公
事
之
余
喜
坐
禅
︑
少

曾
将
脇
到
床
眠
︒
雖
然
見
出
宰＊

官
相
︑長
老
之
名
四
海
伝
︒

○
第
十
代
脇
尊
者
︑
一
生
脇
不
沾
席
︑
坐
而
不
臥
︒
○
雪

峰
稜
道
者
︑
坐
破
十
三
箇
蒲
団＊

︑
只
看
話
頭
︒
○
江
西
馬

祖
大
師
︑
未
悟
已
前
︑
坐
禅
二
十
年
︒
趙
州
道
︑
若
人
静

坐
二
十
年
︑
不
明
斯
事
︑
切
取
老
僧
頭
去
做
屎
杓
︒
○
南

廓
子
綦
︑
隠
几
坐
︑
嗒
然
似
喪
其
耦
︒
形
如
槁
木
︑
心
似
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く
︑心
は
寒
灰
に
似
た
り
︒
道
教
の
高
上
の
士
も
︑亦
た
打
坐
を
習
う
︒
○
顔
回
の
坐
忘）

14
（

は
︑

肢
体
を
堕こ
ぼ
ち
聡
明
を
黜し
り
ぞけ
︑形
を
離
れ
智
を
去
り
て
︑大
同
に
同ど
う
ず
︑此
れ
を
坐
忘
と
謂
う
︒

仲
尼
曰
く
︑﹁
果
し
て
其
れ
賢
な
る
か
な
︒
丘
や
請
う
︑
其
の
後
に
従
わ
ん
﹂
と
︒
宰さ
い
よ予
︑）

15
（

昼
寝い

ぬ
︒
子
曰
く
︑﹁
朽
木
は
雕ほ

る
べ
か
ら
ず
︑
糞
土
の
墻か
き
は
杇ぬ

る
べ
か
ら
ず
︒
予
に
於
て

か
何
ぞ
誅せ

め
ん
﹂
と
︒
○
南
台
云
く
︑
南
台
に
静
坐
す
一
炉
の
香
︑
終
日
凝
然
と
し
て
万

慮
を
忘
る
︒
息
心
し
て
妄
想
を
除
く
に
不あ
ら
ず是
︑
都と
え
ん縁
無
事
に
し
て
思
量
す
べ
し
︒

○
泛ひ
ろ
く
上
古
の
三
教
の
聖
賢
を
観
る
に
︑
未
だ
坐
定
を
仮
ら
ず
し
て
自
ら
能
く
成
就
す
る

こ
と
有
ら
ざ
る
な
り
︒
所い
わ
ゆ謂
る
坐
と
は
︑
徒
い
た
ず
らに
死
生
す
る
に
非
ず
︒
若
し
眼
を
閉
じ
睛ひ
と
みを

蔵か
く

し）
17
（

︑
床
に
倚よ

り
壁
に
傍よ

り
︑
口
を
開
き
沫
を
流
し
︑
頭
を
低た

れ
背
を
屈か
が
み
︑
心
猿
妄
想

し）
18
（

︑
意
馬
奔
馳
す
る
は
︑
究
竟
の
本
性
を
務
め
ず
し
て
︑
只
だ
坐
禅
を
仮
り
て
名
と
為
す

の
み
︒
古
人）

19
（

は
﹁
之
を
鬼
窟
裏
に
坐
在
す
﹂
と
謂い

い
︑
亦
た
﹁
之
を
黒
山
下
に
坐
在
す
﹂

と
も
謂
う
︒
所ゆ

え以
に
前
輩
の
頌）

20
（

に
云
く
︑﹁
磚か
わ
らを
磨
い
て）

21
（

鏡
と
作
し
て
工
夫
を
費
や
す
︑
工

夫
を
用
い
尽
く
す
と
も
道
転う
た
た
踈そ

な
り
︒
那
辺
に
向
か
わ
ず
瞥
地
を
尋
ね
︑
這
裏
に
却き
や
ら
い来

し
て
觜し

ろ

と
盧
都
な）

22
（

り
︒﹂
と
︒
恁
か
く
の
ご
と
き
麼
の
坐
禅
︑
之
を
昏こ
ん
さ
ん散
の
病）

23
（

と
謂
う
︒
饒た
と
い
汝
百
劫
千
生
端

坐
不
動
な
る
も
︑
也
た
只
だ
是
れ
死
物
に
し
て
︑
終つ
い
に
明
了
な
ら
ず
︒

直す
べ
か須
ら
く
坐
時）

24
（

に
静
室
無
人
の
境
に
於
て
︑
坐
処
は
忒は
な
はだ
光
あ
か
る
きき
を
用
い
ず
︑
光
あ
か
る
きき
は
則
ち

人
の
精
神
を
爍
ひ
か
り
か
が
やか
し
︑
坐
処
は
太は
な
はだ
暗
き
を
欲
せ
ず
︑
暗
き
は
則
ち
人
の
精
神
を
昏く
ら
ます
︑

寒
衣灰

︒
道
教
高
上
之
士
︑
亦
習
打
坐
︒
○
顔
回
坐
忘
︑
堕

肢
体
黜
聡
明
︑
離
形
去
智
︑
同
於
大
同
︑
此
謂
坐
忘
︒
仲

尼
曰
︑果
其
賢
乎
︒
丘
也
請
従
其
後
︒
宰
予
昼
寝
︒
子
曰
︑

朽
木
不
可
雕
也
︑
糞
土
之
墻
不
可
杇
也
︒
於
予
与
何
誅
︒

○
南
台
云
︑
南
台
静
坐
一
炉
香
︑
終
日
凝
然
万
慮
忘◉

︒
不

是
息
心
除
妄
想
︑
為都

縁
無
事
可
思
量
︒

＊　

宰
官
相
＝
宰
相
官
（
禅
）（
坐
）︒
＊　

団
＝
頭
（
禅
）

（
坐
）︒
＊　

忘
＝
亡
（
全
）（
語
）︒

（
三
）　

○
泛
観
上
古
三
教
聖
賢
︑
未
有
不
仮
坐
定
而
自
能

成
就
也
︒
所
謂
坐
者
︑
非
徒
死
生
︒
若
閉
眼
蔵
睛
︑
倚
床

傍
壁
︑
口
開
沫
流
︑
頭
低
背
屈
︑
心
猿
妄
想
︑
意
馬
奔
馳
︑

不
務
究
竟
本
性
︑
只
仮
坐
禅
為
名
︒
古
人
謂
之
坐
在
鬼
窟

裏
︑
亦
謂
之
坐
在
黒
山
下
︒
所
以
前
輩
頌
云
︑
磨
磚
作
鏡

費
工
夫
︑
用
尽
工
夫
道
転
踈
︒
不
向
那
辺
尋
瞥
地
︑
却
来

這
裏
觜
盧
都
︒
恁
麼
作坐

禅
︑
謂
之
昏
散
病
︒
饒
汝
百
劫
千

生
端
坐
不
動
︑
也
只
是
死
物
︑
終
不
明
了
︒

（
四
）　

直
須
坐
時
可
於
静
室
無
人
之
境
︑坐
処
不
用
忒
光
︑

光
則
爍
人
精
神
︑
坐
処
不
欲
太
暗
︑
暗
則
昏
人
精
神
︑
隠
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隠
隠
た
る
微
光
に
し
て
始
め
て
得よ

か
る
べ
し
︒
然
し
て
後
に）

25
（

右
足
を
以
て
左
趺
を
畳
み
︑

左
足
を
も
て
右
趺
を
畳
む
︑
叉
手
し
て
足
上
に
案
ず
︒
蒲
団
を
用
て
貼ち
よ
う
き起
し
︑
衣
帯
を
寬ゆ
る

く
解と

き
︑
気き
そ
く促
す
る
こ
と
を
免ま
ぬ
がる
る
こ
と
を
庶
こ
い
ね
がう
︒
又
た
恐
る
る
は
脊
梁）

26
（

太は
な
はだ
曲
な
れ
ば

則
ち
多
く
昏
睡
し
︑
太
だ
直
な
れ
ば
則
ち
力
倦う

み
気
急き
ゆ
うな
る
こ
と
を
︒
宜よ
ろ
し
く
自
ら
減
得

中
を
調
う
べ
し
︒
坐
時
に
直す
べ
か須
ら
く
身
心
を
放
下）

27
（

し
︑
善
悪
を
思
わ
ざ
る）

28
（

べ
し
︒
正
に
放

下
の
時
︑
恰あ
た
かも
大
病
無
力
の
人
の
如
く
に
一お
な
じ般
な
り
︒
身
心
手
足
︑
禁
制
す
る
こ
と
を
得

ざ
れ
︒
古
人）

29
（

の
所
謂
る
毛
皮
脱
落
し
尽
く
し
て
︑
唯
だ
真
実
有
る
の
み
︒

復
た
眼
光
を
以
て
鼻
端
を
返
照
す
︒
眼
微か
す
か
に
開
い
て）

30
（

外
視
す
る
を
欲
せ
ず
︑
尋じ
ん
じ
よ
う常︿
六

尺
を
尋）

31
（

と
為
し
︑
丈
二
を
常
と
為
す
﹀
を
過す

ぎ
ず
︒
斯か
く
の
如
く
照
し
来
た
り
照
し
去
り
て
︑

直
下
に
便
ち
本
性
空
寂）

32
（

を
見
て
︑
了つ
い
に
一
塵
の
染そ

む
べ
き
無
く
︑
壁
立
万
仞）

33
（

に
し
て
︑
太

虚
空
の
如
し
︒
正
に
恁
麼
の
時
に
当あ
た
り
て
︑
自
己
す
ら
尚な

お
不
可
得
な
り
︒
又
た
甚な

に麼
を

喚
ん
で
生
死
と
作
す
︒
経
に）

34
（

云
く
︑﹁
五
蘊
皆
空
と
照
見
し
︑
一
切
の
苦
厄
を
度
す
﹂
と
︒

又
た
云
く）

35
（

︑﹁
是
れ
塵
の
侵
す
に
あ
ら
ざ
る
に
非
ず
︑
自も
と
よ是
り
我
れ
無
心
な
り
﹂
と
︒
既す

で得

に
当
体
空
寂
な
ら
ば
︑
須す
べ
か是
ら
く
十
二
時
中
に
行
持
を
打
弄
す
べ
し
︒
雞
の
卵）

36
（

を
抱
く
が

如
く
︑
当ま

さ
に
暖
気
相あ

い
接せ
つ
せ
し
め
て
︑
断
続
せ
し
む
る
こ
と
毋な

か
ら
し
む
べ
し
︒
久
久
に

純
熟）

37
（

し
て
︑自
然
に
打
成
一
片
し
て
︑露
裸
裸
︑赤
洒
洒）

38
（

な
り
︒
既
に
能
く
打
成
一
片
せ
ば
︑

便
ち
是
れ
通
身
箇こ

の
眼
孔
と
作
り
︑
大
地
箇
の
舌
頭
と
作
る
︒
頭
︑
天
を
拄さ
さ
え
︑
脚
︑
地

を
拄さ
さ
う
︒
手
に
信ま
か
せ
て
拈
来
し
て
︑
大
自
在
を
得
た
り
︒
但
だ
虚
空
を
以
て
箇
の
証
人
と

作
る
︒
若
し
行
坐
の
処
を
得
て
︑
常
に
虚
空
と
異
な
る
こ
と
無
け
れ
ば
︑
方は
じ
め
て
少
分
の

相
応
有
り
︒
唯た

だ
知ち

音い
ん
の
人
の
み
有
り
て
︑方は
じ
め
て
這
般
の
落
処
を
識
る
︒
已
上
の
諸
説
は
︑

若
し
坐
禅
せ
ざ
れ
ば
︑
豈あ

に
能
く
自
然
に
是か
く
の
如
く
な
ら
ん
︒
又
た
況い
わ
ん
や
功
用
の
最
大

隠
微
光
始
得
︒
然
後
以
右
足
畳
於
左
趺
︑左
足
畳
於
右
趺
︑

叉
手
案
於
足
上
︒
用
蒲
団
貼
起
︑
衣
帯
解
寬
︑
庶
免
気
促
︒

又
恐
脊
梁
太
曲
則
多
昏
睡
︑
太
直
則
力
倦
気
急
︒
宜
自
調

減
得
中
︒
坐
時
直
須
放
下
身
心
︑不
思
善
悪
︒
正
放
下
時
︑

恰
如
大
病
無
力
人
一
般
︒
身
心
手
足
︑
不
得
禁
制
︒
古
人

所
謂
毛
皮
脱
落
尽
︑
唯
有
真
実
在
︒

（
五
）　

復
以
眼
光
返
照
鼻
端
︒
眼
微
開
不
欲
外
視
︑
不
過

尋
常
︿
六
尺
為
尋
︑
丈
二
為
常
﹀︒
如
斯
照
来
照
去
︑
直

下
便
見
本
性
空
寂
︑
了
無
一
塵
可
染
︑
壁
立
万
仞
︑
如
太

虚
空
︒
正
当
恁
麼
時
︑
自
己
尚
不
可
得
︒
又
喚
甚
麼
作
生

死
︒
経
云
︑
照
見
五
蘊
皆
空
︑
度
一
切
苦
厄
︒
又
云
︑
非

是
塵
不
侵
︑
自
是
我
無
心
︒
既
得
当
体
空
寂
︑
須
是
十
二

時
中
打
弄
行
持
︒
如
雞
抱
卵
︑
常当

教
暖
気
相
接
︑
毋
令
断

続
︒
久
久
純
熟
︑
自
然
打
成
一
片
︑
露
裸
裸
︑
赤
洒
洒
︒

既
能
打
成
一
片
︑
便
是
通
身
作
箇
眼
孔
︑
大
地
作
箇
舌
頭
︒

頭
拄
天
︑
脚
拄
地
︒
信
手
拈
来
︑
得
大
自
在
︒
但
以
虚
空

作
箇
証
人
︒
若
得
行
坐
之
処
︑
常
与
虚
空
無
異
︑
方
有
少

分
相
応
︒
唯
有
知
音
人
︑
方
識
這
般
落
処
︒
已
上
諸
説
︑

若
不
坐
禅
︑
豈
能
自
然
如
是
︒
又
況
功
用
最
大
︑
非
賛
嘆

所
能
及
︒
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に
し
て
︑
賛
嘆
し
て
能よ

く
及お
よ
ぶ
所
に
非
ざ
ら
ん
や
︒

古
人
道）

39
（

く
︑﹁
若
し
人
静
坐
す
る
こ
と
一
須し
ゆ

臾ゆ

な
る
も
︑
浮
図
七
宝
塔
を
造
る
に
勝ま
さ
る
︒
宝

塔
終し
ゆ
う
き
ゆ
う
久
に
化
し
て
泥
と
為
る
︒
一
念
生
ぜ
ざ
れ
ば
正
覚
を
成
ず
﹂と
︒
又
た
賾
禅
師
く
︑﹁
若

し
已
に
発
明
す
る
者
有
ら
ば
︑
坐
は
龍
の
水
を
得
る
が
如
く
︑
虎
の
山
に
靠よ

る
に
似
た
り
︒

未
だ
発
明
せ
ざ
る
者
は
︑
坐
は
風
に
因
り
て
火
を
吹
い
て
︑
力
を
用
い
る
こ
と
多
か
ら
ず
︒﹂

と
︒
坐
禅
は
美
に
し
て
則
ち
美
な
り
︒

然
る
に
又
た
当ま
さ
に
諸
の
坐
禅
の
二
病）

41
（

を
明
か
す
べ
し
︒
一
は
昏
病
︑
二
は
散
病
な
り
︒
昏

な
れ
ば
則
ち
睡
魔
侵
し
︑
散
な
れ
ば
則
ち
胡
い
い
か
げ
んに
思
想
す
︒
昏
来
た
ら
ば
散
去
り
︑
散
去
ら

ば
昏
来
た
る
︒
二
相
纒
累
し
て
︑
間
断
有
る
こ
と
無
し
︒
二
病
皆
な
息
め
ば
︑
始
め
て
是

れ
坐
禅
な
り
︒
諸
の
坐
禅
は
︑
切
に
須
ら
く
子
細
に
点
検
す
べ
し
︒
賊
を
認
め
て
子
と
為

す
こ
と
を
要ほ
つ
す
る
こ
と
莫
か
れ
︒
若
し
昏
病
を
以
て
禅
定
と
以お

も為
え
ば
︑
則
ち
草
木
石
頭

無
情
の
物
も
亦
た
能
く
作
仏
す
︒
若
し
散
病
を
以
て
禅
定
と
以
為
え
ば
︑
則
ち
猿
猴
猢
狸

乱
想
の
物
も
亦
た
能
く
作
仏
す
︒
若
し
方
便
し
て
二
病
を
除
去
せ
ん
と
要
せ
ば
︑
須す
べ
か是
ら

く
箇
の
話
頭）

42
（

を
看
る
べ
し
︒
狗
子
無
仏
性
の
話）

43
（

︑
竹
箆
の
話）

44
（

︑
乾
屎
橛
の
話）

45
（

︑
麻
三
斤
の

話）
46
（

︑
皆
な
提て
い
ぜ
い撕
す
べ
し
︒
正
に
話
頭
を
挙
す
る
時
に
当
り
て
︑
須す
べ
か是
ら
く
眉
毛
を
貶さ
つ
き起
し
︑

些
の
精
彩
を
著
け
︑
右う
べ
ん眄
左さ

こ顧
し
︑
頭
を
回
し
脳
を
転
じ
て
︑
点
検
し
看
よ
︑
是
れ
甚
麼

物
か
と
︒
能
く
恁か
く
の
ご
と
く

麼
地
な
ら
ば
︑
忽
然
と
し
て
面
皮
を
裂
開
し
︑
漆
桶
を
打
破
し
て
︑
便

ち
無
位
真
人
の
現
前
に
独
露
す
る
を
見
て
︑
更
に
廻
互
無
し
︒

凡お
よ
そ
坐
す
る
時）
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に
於
て
︑
須す
べ
か是
ら
く
坐
処
は
坐
に
属
せ
ず
し
て
始
め
て
得よ

か
る
べ
し
︒
更

（
六
）　

古
人
道
︑
若
人
静
坐
一
須
臾
︑
勝
造
浮
図
七
宝
塔
︒

宝
塔
終
久
化
為
泥
︒
一
念
不
生
成
正
覚
︒
又
賾
禅
師
云
︑

若
有
已
発
明
者
︑
坐
如
龍
得
水
︑
似
虎
靠
山
︒
未
発
明
者
︑

坐
因
風
吹
火
︑
用
力
不
多
︒
坐
禅
美
則
美
矣
︒

（
七
）　

然
又
当
明
諸
坐
禅
二
病
︒
一
昏
病
︑
二
散
病
︒
昏

則
睡
魔
侵
︑
散
則
胡
思
想
︒
昏
来
散
去
︑
散
去
昏
来
︒
二

相
纒
累
︑
無
有
間
断
︒
二
病
皆
息
︑
始
是
坐
禅
︒
諸
坐
禅

者
︑
切
須
子
細
点
検
︒
莫
要
認
賊
為
子
︒
若
以
昏
病
以
為

禅
定
︑
則
草
木
石
頭
無
情
之
物
︑
亦
能
作
仏
︒
若
以
散
病

以
為
禅
定
︑
則
猿
猴
猢
狸
乱
想
之
物
︑
亦
能
作
仏
︒
若
要

方
便
除
去
二
病
︑
須
是
看
箇
話
頭
︒
狗
子
無
仏
性
話
︑
竹

箆
話
︑
乾
屎
橛
話
︑
麻
三
斤
話
︑
皆
可
提
摂撕

︒
正
当
挙
話

頭
時
︑
須
是
貶
起
眉
毛
︑
著
此些

精
彩
︑
右
躬眄

左
顧
︑
回
頭

転
脳
︑
点
検
看
︑
是
甚
麼
物
︒
能
恁
麼
地
︑
忽
然
裂
開
面

皮
︑
打
破
漆
桶
︑
便
見
無
位
真
人
独
露
現
前
︑
更
無
廻
互
︒

（
八
）　

凡
於
坐
時
︑
須
是
坐
処
不
属
坐
始
得
︒
更
能
広
而



七
九

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

大
之
︑
不
独
止
於
坐
時
︑
方
能
究
竟
︑
乃
至
四
威
儀
中
︑

行
住
坐
臥
︑
時
時
返
照
︑
不
昧
本
来
︒
古
人
所
謂
行
亦
禅
︑

坐
亦
禅
︑
語
黙
動
静
体
安
然
︒
又
経
云
︑
若
有＊

人
言
︑
如

来
若
来
若
去
︑
若
坐
若
臥
︑
是
人
不
解
我
所
説
義
︒
以
是

知
︑
坐
時
須
是
不
落
四
威
儀
中
︑
始
謂
真
坐
︒
記
得
︑
粛

宗
皇
帝
︑
詔
国
一
禅
師
︑
入
内
道
場
︒
師
見
帝
起
身
︒
帝

曰
︑
禅
師
︑
何
必
見
寡
人
起
身
︒
師
曰
︑
檀
越
︑
何
得
以

四
威
儀
中
見
貧
道
︒
坐＊

禅
上
人
︑
若
得
到
国
一
禅
師
処
︑

方
是
坐
禅
相
応
︒
恁
麼
挙
似
︑
且
道
︑
面
皮
厚
多
少
︒
然

雖
如
是
︑
剣
為
不
平
離
宝
匣
︑
薬
因
救
病
出
金
瓶
︒

＊　

有
＝
ナ
シ
（
全
）（
語
）（
禅
）︒
＊　

坐
＝
若
（
禅
）

（
坐
）︒

（
九
）　

重
説
偈
曰
︑

雪
山
六
年
︑
蘆
芽
穿
膝
︒
少
室
山
前
︑
九
年
面
壁
︒

尊
者
一
生
︑
脇
不
沾
席
︒
好
睡
阿
那
︑
遭
仏
呵
叱
︒

子
綦
隠
几
︑
死
灰
如
一
︒
顔
子
坐
忘
︑
聡
明
倶
黜
︒

昼
寝
宰
予
︑
聖
門
深
疾
︒
宰
相
馮
公
︑
坐
禅
汲
汲
︒

三
教
皆
然
︑
我
何
退
屈
︒
若
不
坐
禅
︑
難
成
定
力
︒

十
方
祖
師
︑
皆
此
途
出
︒
返
照
鼻
端
︑
堅
脊
梁
骨
︒

不
除
昏
散
︑
埋
在
鬼
窟＊

︒
磨
磚
作
鏡
︑
徒
労
無
益
︒

に
能
く
之
を
広
め
て
大
く
し
さ
え
す
れ
ば
︑
独た

だ
坐
す
る
時
に
止
ま
る
の
み
に
あ
ら
ず
︑

方は
じ
めて
能よ

く
究
竟
し
︑
乃ひ

い至
て
は
四
威
儀
中
︑
行
住
坐
臥
︑
時
時
に
返
照
し
て
︑
本
来
を
昧
く
ら
ま

さ
ず
︒
古
人）

48
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の
所い
わ
ゆ謂
る
︑﹁
行
も
亦
た
禅
︑
坐
も
亦
た
禅
︑
語
黙
動
静
︑
体
安
然
な
り
﹂
と
︒

又
た
経
に
云
く
︑﹁
若
し
人
有
り
て
︑
如
来
は
若
し
く
は
来
︑
若
し
く
は
去
︑
若
し
く
は
坐
︑

若
し
く
は
臥
と
言
わ
ば
︑
是
の
人
我
が
所
説
の
義
を
解
せ
ず
﹂︒
是こ
こ
を
以
て
知
る
︑
坐
す
る

時
は
須す
べ
か是
ら
く
四
威
儀
の
中
に
落
ち
ず
し
て
︑
始
め
て
真
坐
と
謂
う
こ
と
を
︒

記
得
す
︑
粛
宗
皇
帝）

50
（

︑
国
一
禅
師
を
詔
し
て
︑
内
道
場
に
入
ら
し
む
︒
師
︑
帝
の
身
を
起

こ
す
を
見
る
︒
帝
曰
︑﹁
禅
師
︑
何
ぞ
必
し
も
寡か
じ
ん人
の
身
を
起
こ
す
を
見
ん
﹂︒
師
曰
く
︑﹁
檀

越
︑
何
ぞ
四
威
儀
中
を
以
て
貧ひ
ん
ど
う道
を
見
る
を
得
ん
﹂︒
坐
禅
の
上
人
︑
若
し
国
一
禅
師
の
処

に
到
る
を
得
ば
︑
方は
じ
め
て
是
れ
坐
禅
に
相
応
せ
ん
︒
恁
麼
に
挙
似
す
︑
且
く
道
え
︑
面
皮

厚
き
こ
と
多
少
ぞ
︒
是
の
如
く
な
り
と
然い
え
ど雖
も
︑
剣
は）

51
（

不
平
の
為
に
宝
匣
を
離
る
︑
薬
は

病
を
救
う
に
因
り
て
金
瓶
を
出
づ
︒

　

重
ね
て
偈
を
説
い
て
曰
く
︑

雪
山
の
六
年
︑
蘆
芽
膝
を
穿
つ
︒
少
室
山
前
に
︑
九
年
面
壁
す
︒

尊
者
一
生
︑
脇
席
に
沾ふ

れ
ず
︒
睡
を
好
む
阿
那
︑
仏
に
遭
い
て
呵
叱
せ
ら
る
︒

子
綦
几き

に
隠よ

り
︑
死
灰
と
一
な
る
が
如
し
︒
顔
子
の
坐
忘
は
︑
聡
明
倶
に
黜し
り
ぞく
︒

昼
寝
し
宰
予
は
︑
聖
門
の
深
き
疾や
ま
いな
り
︒
宰
相
の
馮
公
は
︑
坐
禅
汲
汲
た
り
︒

三
教
皆
な
然
り
︑
我
れ
何
ぞ
退
屈
せ
ん
︒
若
し
坐
禅
せ
ざ
れ
ば
︑
定
力
を
成
し
難
し
︒

十
方
の
祖
師
︑
皆
な
此
の
途み
ち
よ
り
出
づ
︒
鼻
端
を
返
照
し
て
︑
脊
せ
き
り
よ
う
こ
つ

梁
骨
を
堅
く
し
︒

昏
散
を
除
か
ざ
れ
ば
︑
鬼
窟
に
埋
在
す
︒
磨
磚
作
鏡
す
る
は
︑
徒
労
に
し
て
益
無
し
︒
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─
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井
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坐
断
十
方
︑
通
身
難
覓
︒
超
四
威
儀
︑
処
処
無
跡
︒

莫
学
悠
悠
︑
虚
担
歲
日
︒
了
却
今
世
︑
坐
禅
第
一
︒

 

＊
窟
＝
屈
（
禅
）︑（
坐
）︒

十
方
を
坐
断
す
る
も
︑
通
身
覓も
と
む
る
こ
と
難
し
︒
四
威
儀
を
超
え
て
︑
処
処
に
跡
無
し
︒

学
ぶ
こ
と
莫な
か
れ
悠
悠
と
し
て
︑
虚
し
く
歲
日
を
担に
な
う
こ
と
を
︒
今
世
を
了
却
す
る
は
︑
坐

禅
第
一
な
り
︒

（
１
）
古
人
道
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
の
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
古
人
云
︑
若
無
定
力
︑
甘
伏
死
門
︑
掩
目
空
帰
︑
宛
然
流
浪
︒﹂（﹃
訳
註
禅
苑
清
規
﹄
二
七
九
頁
）
と
あ
る
︒

（
２
）
又
た
謂
︙
︙
＝
﹃
潙
山
警
策
﹄
の
﹁
導
師
有
勅
︑
戒
勗
比
丘
︒
進
道
厳
身
︑
三
常
不
足
︒﹂
の
語
に
︑
大
洪
守
遂
（
一
〇
七
二
─
一
一
四
七
）
が
註
し
て
︑﹁
謂
︑
衣
・

食
・
睡
眠
︑
知
是
三
事
︑
不
可
恣
情
取
足
也
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
一
─
一
四
三
左
下
）
と
あ
る
︒
後
の
天
啓
二
年
（
一
六
二
二
）
の
作
で
あ
る
が
︑
天
台
伝
燈
撰
﹃
永
嘉

禅
宗
集
註
﹄
巻
上
に
︑﹁
古
德
云
︑
出
家
之
人
︑
三
常
不
足
︒
謂
衣
・
食
・
睡
眠
︒
此
三
不
足
︑
真
実
為
道
︒
於
是
満
足
︑
多
生
放
逸
︒
長
而
説
浄
︑
不
生
放
逸
︑
亦
有

道
之
士
也
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
一
─
二
一
一
右
下
）
と
あ
る
︒

（
３
）
釈
迦
︙
︙
＝
﹃
普
曜
経
﹄
巻
六
﹁
行
道
禅
思
品
﹂
に
﹁
明
星
出
時
︑
廓
然
大
悟
︑
得
無
上
正
真
道
︑
為
最
正
覚
︒﹂（
大
正
蔵
巻
三
─
五
二
二
ｂ
）
と
あ
る
︒  

（
４
）
頂
上
に
雀
巣
く
い
＝
元
来
︑﹃
僧
伽
羅

所
集
経
﹄
巻
上
に
﹁
於
彼
端
坐
思
惟
不
移
動
︑
鳥
巣
頂
上
︑
覚
知
鳥
在
頂
上
乳
︑
恒
懐
恐
怖
懼
卵
墜
落
︑
身
不
移
動
︒﹂（
大

正
蔵
巻
四
─
一
二
一
a
）
と
あ
る
︒﹃
釈
氏
六
帖
﹄
巻
二
三
の
﹁
巣
頂
不
起
﹂
も
参
照
︒

（
５
）
蘆
芽
膝
を
穿
ち
＝
﹃
五
祖
法
演
語
録
﹄
巻
上
に
﹁
学
云
︑
到
雪
山
時
如
何
︒
師
云
︑
蘆
芽
穿
膝
︑
鵲
巢
頂
上
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
六
五
四
ｂ
）
と
あ
る
︒
元
来
︑﹃
仏

説
観
仏
三
昧
海
経
﹄
巻
一
﹁
観
相
品
﹂（
大
正
蔵
巻
一
五
─
六
五
〇
ｃ
）
に
よ
る
︒

（
６
）
梁
の
武
帝
︙
︙
＝
﹃
五
家
正
宗
賛
﹄
巻
一
の
﹁
菩
提
達
磨
章
﹂
に
﹁
帝
不
契
︒
遂
折
蘆
渡
江
︑
至
少
林
︑
面
壁
九
年
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
五
─
四
五
三
右
下
）
と
あ
る
︒

﹃
成
等
正
覚
論
﹄
に
も
﹁
機
縁
不
契
︑
帝
不
悦
者
︑
擘
葦
為
舟
︑
渡
深
大
江
︑
往
北
魏
︑
止
崇
少
九
年
︒﹂（﹃
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
﹄
六
三
九
頁
︒
一
九
九
一
年
︑

大
蔵
出
版
）
と
あ
る
︒
宝
峰
は
少
室
峰
こ
と
で
︑
末
尾
の
偈
に
少
室
山
と
あ
る
︒

（
７
）
阿
那
律
陀
︙
︙
＝
﹃
首
楞
厳
経
﹄
巻
五
に
﹁
阿
那
律
陀
即
従
座
起
︑
頂
礼
仏
足
而
白
仏
言
︑
我
初
出
家
︑
常
楽
睡
眠
︒
如
来
訶
我
︑
為
畜
生
類
︒﹂（
大
正
蔵
巻
一
九

─
一
二
六
a
）
と
あ
る
に
よ
る
︒

（
８
）
本
朝
の
馮
道
宰
相
︙
︙
＝
宰
相
の
馮
道
（
八
八
二
─
九
五
四
）
と
混
同
か
︒
こ
こ
は
﹃
普
燈
録
﹄
巻
二
三
﹁
給
事
馮
楫
居
士
﹂
の
﹁
移
帥
瀘
南
︑
所
至
宴
晦
無
倦
︒

嘗
自
詠
曰
︑
公
事
之
余
喜
坐
禅
︑
少
曾
将
脇
到
床
眠
︒
雖
然
現
出
宰
官
相
︑
長
老
之
名
四
海
伝
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
七
─
一
六
一
左
下
）
に
よ
る
︒
馮
楫
（
？
─
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士
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が
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て
─
（
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井
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一
一
五
三
）︑
字
は
済
川
︑
不
動
居
士
と
号
す
︒
仏
眼
清
遠
の
法
嗣
︒﹃
大
慧
年
譜
﹄
も
参
照
︒﹃
辦
道
話
﹄
に
﹁
馮
相
公
﹂
と
し
て
こ
の
詩
と
共
に
出
づ
︒

（
９
）
第
十
代
脇
尊
者
︙
︙
＝
﹃
伝
燈
録
﹄
巻
一
﹁
第
十
祖
脇
尊
者
章
﹂
に
﹁
後
値
伏
馱
尊
者
︑
執
侍
左
右
︑
未
嘗
睡
眠
︒
謂
其
脇
不
至
席
︑
遂
号
脇
尊
者
焉
︒﹂（
禅
文
化

本
一
〇
頁
）
と
あ
る
︒

（
10
）
雪
峰
稜
道
者
︙
︙
＝
諱
は
慧
稜
︑
雪
峰
義
存
の
法
嗣
︒﹃
圜
悟
語
録
﹄
巻
九
﹁
豈
不
見
︑
稜
道
者
参
雪
峰
・
霊
雲
・
玄
沙
︑
来
往
十
五
年
︑
坐
破
七
箇
蒲
団
︒
念
茲
在

茲
︒
後
因
捲
簾
︑
忽
然
大
悟
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
七
五
三
ｃ
）
と
あ
る
︒﹃
禅
門
諸
祖
師
偈
頌
﹄
巻
下
之
下
﹁
陳
賢
良
書
﹂
に
も
﹁
稜
道
者
廿
年
︑
坐
破
七
蒲
団
︒
只

管
看
驢
事
未
去
︑
馬
事
到
来
︒
因
巻
簾
大
悟
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
六
─
四
九
一
a
）
と
あ
る
︒﹃
正
法
眼
蔵
行
持
下
﹄
に
も
﹁
長
慶
の
慧
稜
和
尚
は
︑
雪
峰
下
の
尊
宿
な
り
︒

雪
峰
と
玄
沙
と
に
往
来
し
て
︑
参
学
す
る
こ
と
僅
二
十
九
年
な
り
︒
そ
の
年
月
に
蒲
団
二
十
枚
を
坐
破
す
︒
い
ま
の
人
の
坐
禅
を
愛
す
る
あ
る
は
︑
長
慶
を
あ
げ
て
慕

古
の
勝
躅
と
す
︒
し
た
ふ
は
お
ほ
し
︑
お
よ
ぶ
す
く
な
し
︒
し
か
あ
る
に
︑
三
十
年
の
功
夫
む
な
し
か
ら
ず
︑
あ
る
と
き
涼
簾
を
巻
起
せ
し
ち
な
み
に
︑
忽
然
と
し
て

大
悟
す
︒﹂
と
あ
る
︒

（
11
）
江
西
馬
祖
大
師
︙
︙
＝
﹃
伝
燈
録
﹄
巻
五
﹁
南
嶽
懐
譲
章
﹂
に
︑﹁
開
元
中
︑
有
沙
門
道
一
︿
即
馬
祖
大
師
也
﹀︑
住
伝
法
院
︑
常
日
坐
禅
︒
師
知
是
法
器
︙
︙
﹂（
禅

文
化
本
七
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
12
）
趙
州
道
︙
︙
＝
後
の
説
で
は
あ
る
が
︑﹃
絶
岸
可
湘
語
録
﹄
の
﹁
示
瑩
侍
者
﹂
に
︑﹁
豈
不
聞
︑趙
州
有
言
︑你

十
年
不
語
︒
若
不
参
得
禅
︑截
取
老
僧
頭
去
作
屎
杓
︒﹂

（
続
蔵
巻
一
二
一
─
四
九
八
右
上
）
と
あ
る
︒
絶
岸
可
湘
（
一
二
〇
六
─
一
二
九
〇
）
は
無
準
師
範
の
法
嗣
︒

（
13
）
南
郭
子
綦
︙
︙
＝
南
郭
子
綦
は
楚
の
国
の
哲
人
︒﹃
荘
子
﹄﹁
斉せ
い
ぶ
つ
ろ
ん

物
論
﹄
に
︑﹁
南
郭
子
綦
︑
隠
几
而
坐
︑
仰
天
而
噓
︒
嗒
焉
似
喪
其
耦
︒
顔
成
子
游
︑
立
侍
乎
前
︑
曰
︑

何
居
乎
︑
形
固
可
使
如
槁
木
︑
而
心
固
可
使
如
死
灰
乎
︒
今
之
隠
几
者
︑
非
昔
之
隠
几
者
也
︒﹂（
岩
波
文
庫
本
第
一
冊
四
〇
頁
）
と
あ
る
に
よ
る
︒

（
14
）
顔
回
の
坐
忘
︙
︙
＝
﹃
荘
子
﹄﹁
大
宗
師
篇
﹂
に
︑﹁
它
日
復
見
曰
︑
回
益
矣
︒
曰
︑
何
謂
也
︒
曰
︑
回
坐
忘
矣
︒
仲
尼
蹵
然
曰
︑
何
謂
坐
忘
︒
顔
回
曰
︑
堕
枝マ
マ
体
黜

聡
明
︑
離
形
去
知マ
マ
︑
同
於
大
通
︑
此
謂
坐
忘
︒
仲
尼
曰
︑
同
則
無
好
也
︒
化
則
無
常
也
︒
而
果
其
賢
乎
︒
丘
也
請
従
而
後
也
︒﹂（
岩
波
文
庫
本
第
一
冊
二
一
四
頁
）
と

あ
る
に
よ
る
︒

（
15
）
宰
予
︙
︙
＝
﹃
論
語
﹄﹁
公こ
う
や
ち
よ
う

治
長
篇
﹂
に
︑﹁
宰
予
昼
寝
︒
子
曰
︑朽
木
不
可
雕
也
︑糞
土
之
牆
不
可
杇
也
︒
於
予
与
何
誅
︒﹂（
岩
波
文
庫
本
九
〇
頁
）
と
あ
る
に
よ
る
︒

（
16
）
南
台
云
︙
︙
＝
南
台
︑
諱
は
守
安
︑
羅
漢
桂
琛
の
法
嗣
︒
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
三
之
上
に
︑﹁
南
台
安
和
尚
因
僧
問
︑
寂
寂
無
依
時
如
何
︒
曰
︑
寂
寂
底
聻
︒
因
有

頌
曰
︑
南
台
静
坐
一
炉
香
︑
終
日
凝
然
万
慮
忘
︒
不
是
息
心
除
妄
想
︑
都
縁
無
事
可
思
量
︒﹂（
続
蔵
巻
一
二
四
─
六
二
右
下
）
と
あ
る
︒

（
17
）
眼
を
閉
じ
睛
を
蔵
す
＝
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
曹
太
尉
︿
功
顕
﹀﹂
に
︑﹁
近
年
叢
林
有
一
種
邪
禅
︒
以
閉
目
蔵
睛
︑
觜
盧
都
地
︑
作
妄
想
︑
謂
之
不
思
議
事
︑
亦
謂
之



八
二

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

威
音
那
畔
空
劫
已
前
事
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
九
三
九
ａ
︒
荒
木
本
二
〇
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
18
）
心
猿
妄
想
し
︙
︙
＝
後
の
天
如
維
則
（
嗣
中
峰
明
本
）
の
説
に
︑﹃
帰
元
直
指
集
﹄
巻
下
に
︑﹁
天
如
和
尚
云
︑
近
世
有
等
出
家
者
︑
雖
云
離
俗
︑
俗
習
不
除
︑
尽
曰

出
塵
︑
塵
縁
不
断
︑
経
教
固
不
知
︑
参
禅
又
不
会
︑
心
猿
乱
走
︑
意
馬
奔
馳
︑
作
隊
成
群
︒﹂（
続
蔵
巻
一
〇
八
─
一
五
八
右
下
）
と
あ
る
︒

（
19
）
古
人
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄﹁
坐
禅
儀
﹂
に
︑﹁
向
法
雲
円
通
禅
師
亦
訶
人
閉
目
坐
禅
︑
以
謂
黒
山
鬼
窟
︒
蓋
有
深
旨
︑
達
者
知
焉
︒﹂（﹃
訳
註
禅
苑
清
規
﹄
二
七
九
頁
︑

曹
洞
宗
宗
務
庁
）
と
あ
る
︒
法
雲
︑
諱
は
法
秀
（
一
〇
二
七
─
一
〇
九
〇
）︑
賜
号
は
円
通
禅
師
︒
天
衣
義
懐
の
法
嗣
︒

（
20
）
前
輩
の
頌
︙
︙
＝
前
輩
は
不
詳
︒

（
21
）
磚
を
磨
い
て
︙
︙
＝
こ
こ
に
あ
る
磨
磚
作
鏡
の
話
は
︑﹃
伝
燈
録
﹄
巻
五
﹁
南
嶽
懐
譲
章
﹂（
禅
文
化
本
七
六
頁
）
に
出
づ
︒﹃
禅
家
説
﹄
所
収
の
﹃
大
義
祖
師
坐
禅
銘
﹄

に
も
︑﹁
君
見
ず
や
︑
磨
磚
作
鏡
はた
と
えに

由よ
し
有
り
︑
車
行
か
ざ
る
は
牛
を
打
つ
に
在
り
︒﹂（﹃
中
世
禅
へ
の
新
視
角
﹄
五
六
頁
︑
臨
川
書
店
）
と
あ
る
︒
但
し
︑
道
元
は
﹁
証

上
の
修
﹂
と
し
て
独
自
の
説
を
展
開
す
る
︒﹃
中
国
禅
宗
史
話
﹄（
禅
文
化
研
究
所
）︑﹁
大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
と
﹁
磨
塼
作
鏡
﹂
の
話
﹂（﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄

第
九
号
︑
一
九
九
八
年
）
参
照
︒

（
22
）
觜
盧
都
＝
口
を
と
が
ら
せ
て
黙
り
こ
ん
で
い
る
さ
ま
︒
前
の
﹃
大
慧
書
﹄
の
説
も
参
照
︒

（
23
）
昏
散
の
病
＝
本
論
で
も
検
討
し
た
が
︑
後
に
も
詳
細
な
説
に
展
開
し
︑
対
治
方
に
看
話
頭
が
述
べ
ら
れ
る
︒

（
24
）
坐
時
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
欲
坐
禅
時
︑
於
閑
静
処
︑
厚
敷
坐
物
︑
寬
繫
衣
帯
︑
令
威
儀
斉
整
︒﹂（
同
上
）
と
あ
る
︒
道
元
に
も
﹃
普
勧
坐

禅
儀
﹄
に
﹁
夫
参
禅
者
︑
静
室
宜
焉
︑
飲
食
節
矣
︒
放
捨
諸
縁
︑
休
息
万
事
︒﹂（﹃
永
平
広
録
﹄
巻
八
）
と
あ
る
︒

（
25
）
然
し
て
後
に
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
然
後
結
跏
趺
坐
︒
先
以
右
足
安
左

上
︑
左
足
安
右

上
︒
或
半
跏
趺
坐
亦
可
︒
但
以
左
足
圧
右
足
而

已
︒
次
以
右
手
安
左
手
上
︑
左
掌
安
右
掌
上
︒
以
両
手
大
拇
指
面
相
拄
︒﹂（
同
上
）
と
あ
る
︒

（
26
）
脊
梁
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
乃
正
身
端
坐
︑
不
得
左
傾
右
側
前
躬
後
仰
︒
令
腰
脊
頭
項
骨
節
相
拄
状
如
浮
屠
︒
又
不
得
聳
身
太
過
令
人
気
急

不
安
︒﹂（
同
上
）
と
あ
る
︒

（
27
）
身
心
を
放
下
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
爾
乃
放
捨
諸
縁
︑
休
息
万
事
︒
身
心
一
如
︑
動
静
無
間
︒﹂（
同
上
）
と
あ
る
︒

（
28
）
善
悪
を
思
わ
ざ
る
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
一
切
善
悪
︑都
莫
思
量
﹂（
同
上
）
と
あ
る
︒﹃
伝
燈
録
﹄
巻
五
﹁
六
祖
慧
能
章
﹂
に
も
﹁
汝
若
欲
知
心
要
︑

但
一
切
善
悪
︑
都
莫
思
量
︒
自
然
得
入
清
浄
心
体
︑
湛
然
常
寂
︑
妙
用
恒
沙
︒﹂（
禅
文
化
本
六
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
29
）
古
人
︙
︙
＝
古
人
は
薬
山
惟
儼
︒
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
二
之
下
に
﹁
皮
膚
脱
落
尽
︑
唯
有
真
実
在
﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
─
四
一
左
下
）
と
あ
る
︒
元
来
︑﹃
涅
槃
経
﹄



八
三

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

巻
三
九
﹁
憍
陳
如
品
﹂（
大
正
蔵
巻
一
二
─
五
九
七
a
）
の
説
︒

（
30
）
眼
微か
す
か
に
開
い
て
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
目
須
微
開
︑
免
致
昏
睡
︒﹂（
同
上
）
と
あ
る
︒

（
31
）
六
尺
を
尋
︙
︙
＝
古
代
の
長
度
の
単
位
は
︑﹁
八
尺
為
尋
︑
倍
尋
為
常
﹂
と
あ
る
︒
但
し
︑﹃
資
治
通
鑑
﹄
巻
一
七
二
に
﹁
六
尺
為
尋
﹂
と
あ
る
︒

（
32
）
本
性
空
寂
＝
﹃
涅
槃
経
﹄
巻
三
﹁
寿
命
品
﹂
に
﹁
我
已
修
学
一
切
諸
法
本
性
空
寂
︑
了
了
通
達
︒﹂（
大
正
蔵
巻
一
二
─
三
七
九
a
）
と
あ
る
︒

（
33
）
壁
立
万
仞
＝
﹃
大
慧
語
録
﹄
巻
一
一
﹁
示
韓
令
人
︿
子
蒼
宅
﹀﹂
に
︑﹁
説
不
到
処
著
一
句
︑
風
前
截
断
千
差
路
︒
超
仏
越
祖
只
如
今
︑
壁
立
万
仞
無
回
互
︒﹂（
大
正

蔵
巻
四
七
─
八
五
七
ｃ
）
と
あ
る
︒

（
34
）
経
に
︙
︙
＝
﹃
般
若
心
経
﹄（
大
正
蔵
巻
八
─
八
四
八
ｃ
）
の
語
︒

（
35
）
又
た
云
く
︙
︙
＝
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
一
之
上
に
巌
頭
全
豁
の
示
衆
の
中
に
︑﹁
不
見
道
︑
非
是
塵
不
侵
︑
自
是
我
無
心
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
─
三
右
下
）
と
あ
る
︒

﹃
宗
鏡
録
﹄
巻
二
一
に
は
︑﹁
如
先
徳
偈
云
︑
久
種
善
根
深
︑
逢
塵
塵
不
侵
︒
不
是
塵
不
侵
︑
自
是
我
無
心
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
八
─
五
三
一
ａ
）
と
あ
る
︒

（
36
）
雞
の
卵
︙
︙
＝
﹃
圜
悟
語
録
﹄
巻
九
に
︑﹁
又
有
一

︒
学
道
之
士
︑
如
鷄
抱
卵
︒
須
是
暖
気
相
接
︑
方
可
生
成
︒
若
中
間
間
隔
︑
暖
気
不
接
︑
便
抱
十
年
︑
終
不
得

生
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
七
五
三
ｂ
）
と
あ
る
︒

（
37
）
久
久
に
純
熟
︙
︙
＝
﹃
大
慧
法
語
﹄
の
﹁
示
鄂
守
熊
祠
部
︿
叔
雅
﹀﹂
に
︑﹁
但
於
日
用
応
縁
処
不
昧
︑
則
日
月
浸
久
︑
自
然
打
成
一
片
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─

八
九
九
ａ
︒
石
井
本
一
四
六
頁
）
と
あ
る
︒
少
し
後
に
な
る
が
︑﹃
無
門
慧
開
語
録
﹄
巻
下
に
も
︑﹁
祇
是
通
身
要
起
箇
疑
団
︒
昼
三
夜
三
︑
切
莫
間
断
︒
久
久
純
熟
︑

自
然
內
外
打
成
一
片
︑
便
与
虛
空
打
成
一
片
︑
便
与
山
河
大
地
打
成
一
片
︒﹂（
続
蔵
巻
一
二
〇
─
二
五
八
右
下
）
と
あ
る
︒

（
38
）
露
裸
裸
︑
赤
洒
洒
＝
洒
は
灑
︑
躧
も
同
じ
︒﹃
広
燈
録
﹄
巻
一
三
﹁
灌
渓
志
閑
章
﹂
に
︑﹁
師
上
堂
︒
示
衆
云
︑
十
方
無
壁
落
︑
四
畔
亦
無
門
︒
露
裸
裸
︑
赤
躧
躧
︑

無
可
把
︒
便
下
座
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
五
─
三
五
六
左
下
）
と
あ
る
︒

（
39
）
古
人
道
︙
︙
＝
清
涼
延
一
編
﹃
広
清
涼
伝
﹄
巻
中
に
﹁
老
人
説
偈
云
︑
若
人
静
坐
一
須
臾
︑
勝
造
恒
沙
七
宝
塔
︒
宝
塔
畢
竟
壊
微
塵
︑
一
念
浄
心
成
正
覚
︒﹂（
大
正

蔵
巻
五
一
─
一
一
一
二
ｂ
）
と
あ
る
︒

（
40
）
賾
禅
師
云
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂
に
﹁
若
已
有
発
明
者
︑
可
謂
如
龍
得
水
︑
似
虎
犇
山
︒
若
未
有
発
明
者
︑
亦
乃
因
風
吹
火
︑
用
力
不
多
︒﹂（
同
上
）

と
あ
る
︒

（
41
）
坐
禅
の
二
病
＝
本
論
の
﹃
天
台
小
止
観
﹄
の
昏
散
の
病
を
参
照
︒
こ
の
箇
所
は
﹃
法
門
大
綱
﹄（
金
沢
文
庫
管
理
）
に
も
︑﹁
去
坐
禅
病
︿
如
如
居
士
﹀﹂
の
﹁
坐
禅
心

若
昏
々
︑
則
睡
魔
侵
︑︒
坐
禅
心
若
散
々
︑
則
胡
思
筭
︒
散
去
昏
復
来
︑
昏
去
散
又
乱
︒
皆
縁
□
□
虧
︑
所
以
随
他
転
︒
放
下
両
倶
忘
︑
十
方
都
坐
断
︑
当
体
等
空
去
︑
久
々



八
四

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

自
霊
験
︒﹂（﹃
稀
覯
禅
籍
集
﹄
一
七
五
頁
︒
臨
川
書
店
）
と
あ
り
︑
後
半
の
語
句
は
異
な
る
︒
二
種
の
禅
病
が
︑﹁
昏
沈
﹂﹁
忘
懐
﹂﹁
黙
照
﹂
の
系
列
と
﹁
悼
挙
﹂﹁
著
意
﹂

﹁
管
帯
﹂
の
系
列
に
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本
論
参
照
︒

（
42
）
話
頭
︙
︙
＝
本
論
﹁
お
わ
り
に
﹂
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
大
慧
の
﹃
大
慧
法
語
﹄﹃
大
慧
書
﹄
に
お
い
て
︑
士
大
夫
に
究
極
的
に
無
字
の
話
を
多
用
し
た
こ
と
は
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
︑﹃
大
慧
書
﹄
お
い
て
さ
え
︑
無
字
の
話
以
外
に
も
勧
め
た
例
も
見
い
だ
せ
る
︒﹁
答
張
提
刑
︿
暘
叔
﹀﹂
に
﹁
所
以
云
︑
菩
薩
住
是
不
思
議
︑

於
中
思
議
不
可
尽
︒
入
此
不
可
思
議
処
︑
思
与
非
思
︑
皆
寂
滅
︒
然
亦
不
得
住
在
寂
滅
処
︒
若
住
在
寂
滅
処
︑
則
被
法
界
量
之
所
管
摂
︒
教
中
謂
之
法
塵
煩
悩
︒
滅
却

法
界
量
︑
種
種
殊
勝
︑
一
時
蕩
尽
了
︑
方
始
好
看
庭
前
柏
樹
子
︑
麻
三
斤
︑
乾
屎
橛
︑
狗
子
無
仏
性
︑
一
口
吸
尽
西
江
水
︑
東
山
水
上
行
之
類
︒
忽
然
一
句
下
透
得
︑

方
始
謂
之
法
界
無
量
回
向
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
九
二
八
ａ
︒
荒
木
本
一
〇
六
頁
）﹂
と
あ
る
︒
竹
篦
の
話
な
ど
も
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
曾
侍
郎
︿
天
游
﹀﹂
に
﹁
公
已

捉
著
𣠽
柄
矣
︒
既
得
𣠽
柄
在
手
︑
何
慮
不
捨
方
便
門
而
入
道
耶
︒
但
只
如
此
做
工
夫
︒
看
経
教
并
古
人
語
錄
︑
種
種
差
別
言
句
︑
亦
只
如
此
做
工
夫
︒
如
須
弥
山
︑
放

下
著
︑
狗
子
無
仏
性
話
︑
竹
篦
子
話
︑
一
口
吸
尽
西
江
水
話
︑
庭
前
柏
樹
子
話
︑
亦
只
如
此
做
工
夫
︒
更
不
得
別
生
異
解
︑
別
求
道
理
︑
別
作
伎
倆
也
︒﹂（
同
九
一
九

a
︑
荒
木
見
悟
本
二
七
頁
）﹂
と
あ
る
︒

（
43
）
狗
子
無
仏
性
の
話
＝
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
三
之
下
に
︑﹁
趙
州
和
尚
︑
僧
問
︑
狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
州
曰
︑
無
︒
五
祖
演
頌
云
︑
趙
州
露
刃
剣
︑
寒
霜
光
焰
焰
︒

擬
欲
問
如
何
︑
分
身
作
両
段
︒
僧
云
︑
上
至
諸
仏
︑
下
至
螻
蟻
︑
皆
有
仏
性
︒
狗
子
為
甚
麼
却
無
︒
州
曰
︑
有
業
識
在
︒
真
浄
頌
云
︑
言
有
業
識
在
︑
誰
云
意
不
深
︒

海
枯
終
見
底
︑
人
死
不
知
心
︒﹂（
続
蔵
巻
一
八
─
七
〇
右
上
）
と
あ
る
︒

（
44
）
竹
篦
の
話
＝
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
三
之
上
に
︑﹁
葉
県
省
和
尚
︑
一
日
念
和
尚
問
云
︑
喚
作
竹
篦
則
触
︑
不
喚
作
竹
篦
則
背
︒
合
喚
作
甚
麼
物
即
得
︒
省
於
此
大
悟
︒﹂

（
同
五
九
右
下
）
と
あ
る
︒
葉
県
︑
諱
は
帰
省
︑
首
山
省
念
の
法
嗣
︒

（
45
）
乾
屎
橛
の
話
＝
﹃
大
慧
普
説
﹄
の
雲
門
の
乾
屎
橛
の
話
（
大
正
蔵
巻
四
七
─
八
六
三
ｃ
）
な
ど
︒
ま
た
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
二
之
上
に
︑﹁
挙
︒
臨
済
上
堂
云
︑
赤

肉
団
上
有
一
無
位
真
人
︑
常
従
汝
等
諸
人
面
門
出
入
︒
未
証
拠
者
看
看
︒
時
有
僧
問
︑
如
何
是
無
位
真
人
︒
済
下
禅
牀
︑
擒
住
云
︑
道
道
︒
僧
擬
議
︒
済
便
托
開
云
︑

無
位
真
人
是
甚
麼
乾
屎
橛
︒
便
帰
方
丈
︒﹂（
同
二
九
右
上
）
と
あ
る
︒

（
46
）
麻
三
斤
の
話
＝
洞
山
守
初
（
嗣
雲
門
文
偃
）
の
語
︒
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
一
之
上
に
︑﹁
問
︑
如
何
是
仏
︒
曰
︑
麻
三
斤
︒﹂（
同
一
〇
右
下
）
と
あ
る
︒
ま
た
︑
瑯

琊
慧
覚
（
嗣
汾
陽
善
昭
）
の
頌
も
︑
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
一
之
上
に
︑﹁
又
頌
麻
三
斤
話
︒
洞
山
麻
三
斤
︑
真
鍮
不
博
金
︒
将
銭
買
五
彩
︑
壁
上
画
天
神
︒﹂（
同
一
〇

左
上
）
と
あ
る
︒

（
47
）
凡
そ
坐
す
る
時
︙
︙
＝
こ
こ
で
真
坐
を
言
う
の
は
︑
禅
は
坐
に
限
定
さ
れ
ず
︑
四
威
儀
の
動
中
の
工
夫
へ
の
展
開
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
が
元
来
の
唐
代
禅
の
性
格
だ
っ



八
五

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

た
の
で
あ
る
︒

（
48
）
古
人
︙
︙
＝
永
嘉
玄
覚
の
﹃
証
道
歌
﹄
の
語
︒﹃
摩
訶
僧
祇
律
﹄
巻
二
六
に
︑﹁
爾
時
舍
衛
城
中
有
難
提
︑
不
楽
在
家
︑
捨
家
出
家
︒
行
亦
禅
︑
住
亦
禅
︑
坐
亦
禅
︑

臥
亦
禅
︒
時
亦
有
衆
多
難
提
︑
即
名
此
禅
難
提
︒﹂（
大
正
蔵
巻
二
二
─
四
四
一
a
）
と
あ
る
︒
大
慧
宗
杲
の
﹃
四
巻
本
普
説
﹄
巻
二
﹁
告
香
普
説
﹂
に
も
︑﹁
近
来
諸
方

打
板
坐
禅
︑
若
要
莊
景
即
得
︒
我
不
信
你
坐
得
定
︒
往
往
聞
恁
麼
道
却
謂
︑
妙
喜
不
教
人
坐
禅
︑
又
是
錯
認
何
曾
解
方
便
︒
我
只
要
你
行
亦
禅
︑
坐
亦
禅
︑
語
黙
動
静

体
安
然
︑
山
僧
有
時
夜
裏
睡
︑
纔
覚
便
起
来
坐
︒
坐
既
久
︑
都
無
所
思
︒
自
謂
諸
仏
境
界
只
這
是
︒
然
不
要
把
為
極
則
︑
不
是
放
身
命
処
︑
況
更
言
静
是
根
本
︑
悟
是

枝
葉
︑
此
処
誤
人
︒
諸
方
説
静
了
方
悟
︑
我
是
悟
了
方
静
︒
不
敢
相
瞞
︑
未
悟
時
心
識
紛
飛
︑
悟
了
方
貼
貼
地
︒﹂（
宋
版
三
一
丁
左
）
と
あ
る
︒
道
元
は
﹃
坐
禅
箴
﹄

に
お
い
て
︑
こ
の
説
を
批
判
し
て
﹁
し
か
あ
る
に
︑
近
年
お
ろ
か
な
る
杜
撰
い
は
く
︑﹁
功
夫
坐
禅
︑
得
胸
襟
無
事
了
︑
便
是
平
穏
地
也
﹂︒
こ
の
見
解
︑
な
ほ
小
乗
の

学
者
に
お
よ
ば
ず
︑
人
天
乗
よ
り
も
劣
な
り
︒
い
か
で
か
学
仏
法
の
漢
と
い
は
ん
︒
見
在
大
宋
国
に
恁
麼
の
功
夫
人
お
ほ
し
︑
祖
道
の
荒
蕪
か
な
し
む
べ
し
︒
又
一
類

の
漢
あ
り
︑﹁
坐
禅
辦
道
は
こ
れ
初
心
晩
学
の
要
機
な
り
︑
か
な
ら
ず
し
も
仏
祖
の
行
履
に
あ
ら
ず
︒
行
亦
禅
︑
坐
亦
禅
︑
語
黙
動
静
体
安
然
な
り
︒
た
ゞ
い
ま
の
功
夫

の
み
に
か
ゝ
は
る
こ
と
な
か
れ
﹂︒
臨
済
の
余
流
と
称
ず
る
と
も
が
ら
︑
お
ほ
く
こ
の
見
解
な
り
︒
仏
法
の
正
命
つ
た
は
れ
る
こ
と
お
ろ
そ
か
な
る
に
よ
り
て
恁
麼
道
す

る
な
り
︒﹂（
岩
波
文
庫
本
二
二
八
～
二
二
九
頁
）
と
い
う
の
は
有
名
で
あ
る
︒

（
49
）
経
云
︙
︙
＝
﹃
金
剛
経
﹄
に
﹁
若
有
人
言
︑
如
来
若
来
若
去
︑
若
坐
若
臥
︒
是
人
不
解
我
所
説
義
︒
何
以
故
︒
如
来
者
︑
無
所
従
来
︑
亦
無
所
去
︑
故
名
如
来
︒﹂（
大

正
蔵
巻
八
─
七
五
二
ｂ
）
と
あ
る
︒
独
芳
洪
蓮
（
一
三
六
六
─
一
四
五
六
）
撰
﹃
金
剛
経
註
解
﹄
巻
四
の
こ
の
経
文
の
釈
に
︑﹁
顏
丙
曰
︑
行
住
坐
臥
︑
謂
之
四
威
儀
︒

見
性
能
行
持
人
︑
所
謂
行
住
坐
臥
︑
常
若
虚
空
︒
若
人
言
︑
如
来
尚
属
来
去
坐
臥
︑
是
人
不
解
会
所
説
義
理
︒
何
故
︒
如
来
者
︑
如
如
本
性
也
︒
本
無
動
静
︒
所
以
無

去
無
来
︑
故
仮
名
如
来
︒
昔
粛
宗
皇
帝
︑
詔
国
一
禅
師
︑
入
內
道
場
︒
師
見
帝
起
身
︒
帝
曰
︑
禅
師
︑
何
必
見
寡
人
起
身
︒
曰
︑
檀
越
︑
何
得
以
四
威
儀
中
見
貧
道
︒

如
此
步
步
行
持
︑
謂
之
寂
静
︒﹂（
続
蔵
巻
三
八
─
四
七
八
右
下
）
を
引
用
す
る
︒﹃
曹
渓
大
師
伝
﹄
に
も
﹁
中
使
薛
簡
問
大
師
︑
京
城
大
徳
禅
師
教
人
要
仮
坐
禅
︒
若
不

因
禅
定
︑
解
脱
得
道
無
有
是
処
︒
大
師
云
︑
道
由
心
悟
︑
豈
在
坐
耶
︒
金
剛
経
︑
若
人
言
如
来
若
坐
若
臥
︑
是
人
不
解
我
所
説
義
︒
如
来
者
︑
無
所
従
来
︑
亦
無
所
去
︑

故
名
如
来
︒
無
所
従
来
曰
生
︑
亦
無
所
去
曰
滅
︒
若
無
生
滅
︑
而
是
如
来
清
浄
禅
︒
諸
法
空
即
是
坐
︒
大
師
告
言
中
使
︑
道
畢
竟
無
得
無
証
︑
豈
況
坐
禅
︒﹂（
石
井
修

道
﹁﹃
曹
渓
大
師
伝
﹄
考
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
﹄
第
四
六
号
︑
一
九
八
八
年
﹄︑﹃
禅
語
録
﹄
中
央
公
論
参
照
）
と
あ
る
︒

（
50
）
粛
宗
皇
帝
︙
︙
＝
﹃
祖
堂
集
﹄
巻
三
﹁
径
山
道
欽
章
﹂
に
︑﹁
大
歷
年
代
宗
請
赴
京
師　

︑
号
国
一
禅
師
︒
肅
宗
皇
帝
来
礼
師
︒
師
見
帝
来
︑
遂
起
立
︒
帝
曰
︑
大
師

見
朕
来
︑
因
何
起
︒
師
曰
︑
檀
越
︑
因
什
摩
向
四
威
儀
中
見
貧
道
︒﹂
と
あ
る
︒
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
三
之
下
に
は
︑﹁
径
山
国
一
禅
師
︑
唐
代
宗
詔
至
闕
下
︑
親
加

瞻
礼
︒
一
日
師
在
內
庭
見
帝
起
立
︒
帝
曰
︑
師
何
以
起
︒
曰
︑
檀
越
︑
何
得
向
四
威
儀
中
見
貧
道
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
─
七
一
右
下
）
と
あ
り
︑
多
く
の
禅
籍
は
粛
宗



八
六

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

四　

選
仏
捷
径

（
一
）﹇
選
仏
捷
径
﹈　

把
断
牢
関
︑誰
敢
当
頭
︒
後
学
無
依
︑

何
妨
注
却
︒
古
道
漸
遠
︑
文
教
頗
多
︒
若
要
直
指
人
心
︑

須
是
撮
呈
枢
要
︒

＊　

選
仏
捷
径
＝
以
下
︑（
二
）﹇
直
指
人
心
﹈
ま
で
ナ
シ

（
禅
）︒

（
二
）﹇
直
指
人
心
﹈ 

此
心
直
下
本
円
通
︑
雖
道
如
空
不
是

空
︑
却
笑
瑞
岩
生
節
目
︑
無
端
喚
作
主
人
公
︒︿
瑞
岩
自

喚
主
人
公
︑
自
応
喏
︒
惺
々
着
︒
他
後
莫
受
人
瞞
︒﹀

（
三
）﹇
発＊

肯
心
﹈
第
一
先
須
発
肯
心
︑肯
心
不
発
道
難
成
︒

君
看
三
世
恒
沙
仏
︑
尽
是
従
前
肯
做
人
︒︿
竹
原
云＊

︑
学

者
不
自
肯
︑
無
縁
得
箇
入
頭
処
︒﹀

＊
発
肯
心
＝
以
下
を
順
和
尚
十
頌
と
し
︑
こ
の
説
の
出
典

不
詳
︒（
禅
）︒＊
竹
原
云
︙
︙
＝
以
下
︑割
り
注
ナ
シ（
禅
）︒

﹇
選
仏
捷し
よ
う
け
い径（
１
）﹈　

牢
関
を
把は
だ
ん断
し
ぬ
れ
ば
︑
誰
か
敢あ
え
て
当と
う
と
う頭（
２
）せ
ん
︒
後
学
依よ

る
と
こ
ろ
無

け
れ
ば
︑
何
ぞ
注
却
を
妨
げ
ん
︒
古
道
漸よ
う
やく
遠
く
︑
文
教
頗す
こ
ぶる
多
し
︒
若
し
直
指
人
心
を

要
せ
ば
︑
須
ら
く
是
れ
枢
要
を
撮
呈
す
べ
し
︒

﹇
直
指
人
心
﹈ 

此
の
心
直
下
に
本
よ
り
円
通
す
︑
空
の
如
し
と
道い

う
と
雖い
え
ども
是
れ
空
な
ら
ず
︒

却
っ
て
笑
う
瑞
岩
節
目
を
生
じ
て
︑
端は
し
無
く
喚
ん
で
主
人
公
と
作
す
こ
と
を
︒︿
瑞
岩
自
ら

主
人
公
と
喚
び
︑
自
ら
応
喏
す
︒
惺せ
い
せ
い々

着
な
ら
し
め
よ︒
他た

ご後
人
の
瞞あ
な
どり
を
受
く
る
こ
と
莫な
か
れ
︒﹀

﹇
肯
心
を
発
す
﹈
第
一
先
ず
須
ら
く
肯
心
を
発
す
べ
し
︑肯
心
発
せ
ざ
れ
ば
道
も
成
り
難
し
︒

君
看
る
や
三
世
恒
沙
の
仏
︑尽
く
是
れ
従も
と
よ前
り
人
と
做な

る
こ
と
を
肯が
え
ん
ず
︒︿
竹
原
云（
４
）く
︑﹁
学

者
自
ら
肯
ん
ぜ
ざ
れ
ば
︑
縁
無
し
箇
の
入
頭
の
処
を
得
る
こ
と
を
︒﹀

を
代
宗
と
す
る
︒

（
51
）
剣
は
︙
︙
＝
楊
岐
方
会
の
語
（
大
正
蔵
巻
四
七
─
六
四
〇
ｃ
）︒
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
一
之
上
（
同
二
三
右
下
）
に
も
出
づ
︒



八
七

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

﹇
先
ず
斎
戒
す
﹈
二
は
斎
戒
心
清
浄
な
れ
ば
︑
那
辺
の
仏
法
方は
じ
めて
相
応
す
︒
若
し
大
悟
総
て

拘
ら
ず
と
言
わ
ば
︑
此
は
是
れ
魔
言
な
り
信
ず
る
に
足
ら
ず
︒︿
楞
厳
経（
５
）に
云
く
︑﹁
尼
有

り
て
婬
を
行
い
て
破
戒
す
︒
先
ず
女
根
に
大
猛
火
を
出
だ
し
て
︑
其
の
身
を
熱
焚
し
て
後

に
地
獄
に
入
る
﹂
と
︒﹀

﹇
知
識
に
見ま
み
ゆ
﹈
三
は
須
ら
く
好
き
知
識
に
見
ゆ
べ
し
︑
若
し
野
狐
に
遇
わ
ば
空
し
く
力
を

費つ
い
やす
︒
打は
じ
め
よ頭
り
若
し
作
家
に
遇
わ
ず
ん
ば
︑
老
に
到
り
て
他
に
相
い
誑
惑
せ
ら
る
︒︿
円
覚

経（
６
）に
い
う
︑﹁
我
が
眼
本も
と
よ
り
正
し
︑
師
に
因
る
が
故
に
邪
な
り
︒
邪
師
の
過
謬
は
︑
衆
生

の
咎
に
非
ず
﹂
と
︒﹀

﹇
常
に
坐
禅
す
﹈
四
は
初
機
は
且し
ば
らく
坐
禅
す
れ
ば
︑
坐
禅
に
は
定
力
始
め
て
能よ

く
全
ま
つ
と
うう
す
︒

若
し
坐
禅
の
上
に
は
在
ら
ず
と
言
わ
ば
︑
面
壁
何
に
因
り
て
か
又
た
九
年
な
ら
ん
︒︿
清
規（
７
）

に
云
く
︑﹁
人
の
坐
す
る
を
見
る
こ
と
有
ら
ば
︑
龍
の
水
を
得
る
が
如
し
︒
人
の
坐
す
る
を

見
る
こ
と
無
く
ん
ば
︑風
に
因
り
て
火
を
吹
く
が
如
く
︑力
を
用
い
る
こ
と
多
か
ら
ず
﹂と
︒﹀

﹇
話
頭
を
看
る
﹈
五
は
時
々
に
話
頭
を
看
て
︑
情
意
を
断
除
し
て
它
に
求
む
る
こ
と
莫
れ
︒

恰あ
た
かも
老
鼠
の
牛
角
に
入
る（
８
）が
如
く
︑
出
身
を
要も
と
む
る
時
退
歩
し
て
休
す
︒︿
妙み
よ
う
き喜
人
を
し
て

看
せ
し
む
︑﹁
狗
子
還は

た
仏
性
有
る
也や無
﹂︒
応こ
た
え
て
云
く
︑﹁
無
﹂
と
︒
久
々
に
自
ら
入
頭

の
処
有
り
︒﹀

﹇
身
心
を
放
つ
﹈
六
は
此
の
身
心
を
放
下
し
て
︑
皮
毛
を
脱
落
し
ぬ
れ
ば
念
生
ぜ
ず
︒
四
大

（
四
）﹇
先
斎
戒
﹈
二
者
斎
戒
心
清
浄
︑那
辺
仏
法
方
相
応
︒

若
言
大
悟
総
不
拘
︑
此
是
魔
言
不
足
信
︒︿
相楞

厳
経
云
︑

有
尼
行
婬
破
戒
︒
先
於
女
根
出
夫大

猛
火
︑
熱
焚
其
身
後
入

地
獄
︒﹀

（
五
）﹇
見
知
識
﹈
三
者
須
見
好
知
識
︑若
遇
野
狐
空
費
力
︒

打
頭
若
不
遇
作
家
︑
到
老
被
他
相
誑
惑
︒︿
円
覚
経
︑
我

眼
本
正
︑
因
師
故
邪
︒
邪
師
過
謬
︑
非＊

衆
生＊

咎
︒﹀

＊
非
＝
排
（
全
）（
語
）︒
＊
生
＝
ナ
シ
（
全
）（
語
）︒

（
六
）﹇
常
坐
禅
﹈
四
者
初
機
且
坐
禅
︑坐
禅
定
力
始
能
全
︒

若
言
不
在
坐
禅
上
︑
面
壁
因
何
又
九
年
︒︿
清
規
云
︑
有

見
人
坐
︑
如
龍
得
水
︒
無
見
人
坐
︑
如
因
風
吹
火
︑
用
力

不
多
︒﹀

（
七
）﹇
看
話
頭
﹈
五
者
時
々
看
話
頭
︑断
除
情
意
莫
它
求
︒

恰
如
老
鼠
入
牛
角
︑
要
出
身
時
退
歩
休
︒︿
妙
喜
教
人
看

狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
応
云
︑
無
︒
久
々
自
有
入
頭
処
︒﹀

（
八
）﹇
放
身
心
﹈
六
者
放
下
此
身
心
︑脱
落
皮
毛
念
不
生
︒



八
八

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

四
大
坐
忘
倶
放
尽
︑
即
今
放
者
是
何
人
︒︿
外
道
献
花
︒

出世

尊
云
︑
放
下
着
︒
外
道
放
下
六
根
︑
従
此
悟
入
︒﹀

（
九
）﹇
常
反
照
﹈
七
者
回
光
常
反
照
︑但
看
鼻
端
休
外
走
︒

時
々
照
見
五
蘊
空
︑
和
照
倶
忘
方
是
妙
︒︿
仏
教
人
看
鼻

端
白
︒
又
云
︑
照
見
五
蘊
皆
空
︒﹀

（
十
）﹇
去
昏
散
﹈
八
者
先
須
去
昏
散
︑昏
睡
散
思
無
間
断
︒

不
除
二
病
坐
徒
労
︑
幾
時
打
得
成
一
片
︒︿
瓊
首
座
教
禅

人
去
昏
散
二
病
︒﹀

（
十
一
）﹇
用
大
悟
﹈
九
者
用
大
悟
為
則
︑
悟
了
身
心
了
無

得
︒
徹
上
徹
下
等
虚
空
︑
恁
時
方
是
漆
桶
脱
︒︿
本木

庵容
云
︑

未
得
悟
処
︑
切
須
求
个
悟
処
︒
既
得
悟
処
︑
切
須
放
下
悟

処
︒﹀

（
十
二
）﹇
明
大
法
﹈
十
者
悟
了
明
大
法
︑
更
須
和＊

悟
放
下

着
︒
百
文丈

竿
頭
進
歩
人
︑
方
知
銭
貫
似
井
索
︒︿
竹
原
云
︑

既
得
入
頭
処
︑
苦
大
法
不
明
︒
大
法
不
明
︑
脚
跟
下
紅
線

不
断
︒﹀

＊
和
＝
知
（
禅
）︒

坐
忘
し
て
倶
に
放
尽
す
る
と
き
︑
即そ
つ
こ
ん今
放
ず
る
者
是
れ
何
人
ぞ
︒︿
外
道
花
を
献
ず（
９
）︒
世
尊

云
く
︑﹁
放
下
着せ
よ
﹂︒
外
道
六
根
を
放
下
し
て
︑
此こ
れ
よ
り
悟
入
す
︒﹀

﹇
常
に
反
照
す
﹈七
は
回
光
常つ
ね
に
反
照）

10
（

し
て
︑但た

だ
鼻
端
を
看
て
外
走
す
る
を
休や

め
よ
︒
時
々

に
五
蘊
の
空
な
る
を
照
見
し
て
︑
照
に
和
し
て
倶
に
忘
じ
て
方は
じ
めて
是
れ
妙
な
り
︒︿
仏
︑
人

を
し
て
鼻
端
の
白）

11
（

な
る
を
看
せ
し
む
︒
又
た
云
く
︑﹁
五
蘊
皆）

12
（

な
空
な
る
を
照
見
す
︒﹀

﹇
昏
散
を
去
る
﹈
八
は
先
ず
須
ら
く
昏
散
を
去
る
べ
し
︑
昏
な
れ
ば
睡
り
︑
散
な
れ
ば
思
い

て
間
断
無
し
︒
二
病
除
か
ざ
れ
ば
坐
し
て
徒
い
た
ず
らに
労
し
︑
幾い
く
と
き時
か
一
片
を
打
得
成
せ
ん）

13
（

︒︿
瓊

首
座）

14
（

︑
禅
人
を
し
て
昏
散
の
二
病
を
去
ら
し
む
︒﹀

﹇
大
悟
を
用
う
﹈
九
は
大
悟）

15
（

を
用
い
て
則の
り
と
為
す
︑身
心
を
悟
了
し
て
了つ
い
に
得
る
こ
と
無
し
︒

徹
上
徹
下
す
れ
ば
虚
空
に
等
し
︑
恁こ

の
時
方は
じ
め
て
是
れ
漆
桶）

16
（

を
脱
す
︒︿
木
庵）

17
（

云
く
︑﹁
未

だ
悟
処
を
得
ざ
れ
ば
︑
切
に
須
ら
く
个
の
悟
処
を
求
む
べ
し
︒
既
に
悟
処
を
得
れ
ば
︑
切

に
須
ら
く
悟
処
を
放
下
す
べ
し
﹂
と
︒﹀

﹇
大
法
を
明
ら
む
﹈
十
は
悟
了
し
て
大
法
を
明
ら
む
︑
更
に
須
ら
く
悟
に
和
し
て
放
下
着
す

べ
し
︒
百
丈
の
竿
頭）

18
（

に
歩
を
進
む
る
人
は
︑
方は
じ
め
て
銭
貫）

19
（

の
井
索
に
似
た
る
を
知
る
︒︿
竹

原）
20
（

云
く
︑﹁
既
に
入
頭
の
処
を
得
る
も
︑
大
法
明
め
ざ
る
こ
と
を
苦く
る
し
む
︒
大
法
明
め
ざ
れ

ば
︑
脚
跟
下
の
紅
線
を
断
た
ず
﹂
と
︒﹀



八
九

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

（
１
）
捷
径
＝
は
や
み
ち
︒

（
２
）
当
頭
＝
目
の
前
の
も
の
と
す
る
︒﹃
続
燈
録
﹄
巻
八
﹁
本
覚
若
珠
章
﹂
に
︑﹁
上
堂
云
︑
説
仏
説
祖
︑
埋
没
宗
乗
︒
挙
古
談
今
︑
淹
留
衲
子
︒
撥
開
上
路
︑
誰
敢
当
頭
︒

斉
立
下
風
︑
不
労
拈
出
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
六
─
六
七
右
下
）
と
あ
る
︒
本
覚
若
珠
（
？
─
一
〇
八
六
︑
嗣
浮
山
法
遠
）︒

（
３
）
瑞
岩
︙
︙
＝ ﹃
聯
燈
会
要
﹄
巻
二
三
﹁
瑞
巌
師
彦
章
﹂
に
︑﹁
師
尋
常
自
喚
主
人
公
︒
復
自
応
云
︑
諾
︒
復
云
︑
惺
々
著
︒
他
後
莫
受
人
謾
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
六
─

四
〇
九
左
上
）
と
あ
る
︒

（
４
）
竹
原
云
︙
︙
＝
出
典
不
詳
︒
竹
原
は
︑恐
ら
く
諱
は
宗
元
（
一
一
〇
〇
─
一
一
七
六
）︑大
慧
宗
杲
の
法
嗣
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
同
門
の
開
善
道
謙
の
開
悟
の
話
の
﹃
聯

燈
会
要
﹄
巻
一
七
﹁
開
善
道
謙
章
﹂
の
竹
原
の
﹁
我
尽
替
你
︒
只
有
五
件
事
︑
替
你
不
得
︒
你
須
自
家
知
当
︒
師
云
︑
五
件
者
何
事
︒
願
聞
其
要
︒
元
云
︑
著
衣
︑
飯
喫
︑

屙
屎
︑
送
尿
︑
駝
箇
死
屍
路
上
行
︒
師
於
言
下
領
旨
︑
不
覚
手
舞
足
踏
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
六
─
三
五
九
右
上
）
の
語
を
踏
ま
え
る
か
︒

（
５
）
楞
厳
経
︙
︙
＝
﹃
首
楞
厳
経
﹄
巻
八
に
︑﹁
世
尊
︑
如
宝
蓮
香
比
丘
尼
︑
持
菩
薩
戒
私
行
婬
欲
︑
妄
言
行
婬
非
殺
非
偷
︑
無
有
業
報
︒
発
是
語
已
︑
先
於
女
根
生
大

猛
火
︑
後
於
節
節
猛
火
焼
然
︑
堕
無
間
獄
︒﹂（
大
正
蔵
巻
一
九
─
一
四
三
ａ
）
と
あ
る
︒

（
６
）
円
覚
経
︙
︙
＝
﹃
円
覚
経
﹄
に
︑﹁
若
諸
衆
生
雖
求
善
友
遇
邪
見
者
︑
未
得
正
悟
︑
是
即
名
為
外
道
種
性
︒
邪
師
過
謬
︑
非
衆
生
咎
︒﹂（
大
正
蔵
巻
一
七
─
九
一
六
ｃ
）

と
あ
る
︒
我
眼
本
正
︑
因
師
故
邪
の
語
は
︑﹃
大
慧
語
録
﹄
巻
一
三
﹁
定
光
大
師
請
普
説
﹂ （
大
正
蔵
巻
四
七
─
八
六
六
ｃ
）
に
も
見
ゆ
︒

（
７
）
清
規
︙
︙
＝
﹃
禅
苑
清
規
﹄
巻
八
﹁
坐
禅
儀
﹂（﹃
訳
註
禅
苑
清
規
﹄
二
八
一
頁
）
に
よ
る
︒﹃
初
学
坐
禅
法
﹄
の
六
段
参
照
︒

（
８
）
老
鼠
の
牛
角
に
入
る
＝
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
呂
舍
人
︿
居
仁
﹀﹂
に
︑﹁
千
疑
万
疑
︑
只
是
一
疑
︒
話
頭
上
疑
破
︑
則
千
疑
万
疑
一
時
破
︒
︙
︙
第
一
不
得
向
挙
起
処

承
当
︒
又
不
得
思
量
卜
度
︒
但
著
意
就
不
可
思
量
処
思
量
︒
心
無
所
之
︑老
鼠
入
牛
角
便
見
倒
断
也
︒
又
方
寸
若
鬧
︑但
只
挙
狗
子
無
仏
性
話
︒
仏
語
祖
語
諸
方
老
宿
語
︑

千
差
万
別
︑
若
透
得
箇
無
字
︑
一
時
透
過
︑
不
著
問
人
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
九
三
〇
ａ
︑
荒
木
本
一
二
七
頁
）
と
あ
る
︒
妙
喜
と
は
大
慧
宗
杲
の
こ
と
で
︑
こ
こ
に

は
大
慧
の
無
字
の
看
話
の
参
究
を
述
べ
る
︒

（
９
）
外
道
花
を
献
ず
︙
︙
＝
﹃
仏
照
禅
師
奏
対
録
﹄（﹃
古
尊
宿
語
録
﹄
巻
四
八
所
収
）
に
︑﹁
梵
志
棄
左
手
華
於
世
尊
前
︒
世
尊
又
云
︑
放
下
著
︒
梵
志
又
棄
右
手
華
於

世
尊
前
︒
世
尊
又
云
︑
放
下
著
︒
梵
志
云
︑
世
尊
︑
我
祇
擎
両
株
華
︑
一
時
放
下
了
︒
我
今
空
身
無
可
放
捨
︒
世
尊
云
︑
五
通
梵
志
︑
吾
非
教
汝
放
捨
其
華
︒
汝
当
放

捨
內
六
根
︑外
六
塵
︑中
六
識
︑一
時
捨
却
︑到
無
可
捨
処
︑是
汝
免
生
死
処
︒
梵
志
乃
於
言
下
悟
無
生
法
忍
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
─
四
一
三
右
下
）と
あ
る
︒
仏
照（
一
一
二
一

─
一
二
〇
三
）︑
諱
は
徳
光
︑
大
慧
宗
杲
の
法
嗣
︒

（
10
）
回
光
常
に
反
照
＝
自
ら
の
内
な
る
智
慧
の
光
で
自
ら
を
照
明
す
る
こ
と
︒﹃
禅
語
辞
典
﹄︒
本
来
の
自
己
を
取
り
戻
す
こ
と
︒



九
〇

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

（
11
）
鼻
端
の
白
︙
︙
＝
﹃
首
楞
厳
経
﹄
巻
五
に
︑﹁
孫
陀
羅
難
陀
即
従
座
起
︑
頂
礼
仏
足
而
白
仏
言
︑
我
初
出
家
従
仏
入
道
︒
雖
具
戒
律
︑
於
三
摩
提
︑
心
常
散
動
︑
未
獲

無
漏
︒
世
尊
教
我
及
俱
絺
羅
観
鼻
端
白
︒
我
初
諦
観
経
三
七
日
︑
見
鼻
中
気
出
入
如
煙
︑
身
心
內
明
円
洞
世
界
︑
遍
成
虚
浄
猶
如
瑠
璃
︑
煙
相
漸
銷
鼻
息
成
白
︑
心
開

漏
尽
︑
諸
出
入
息
化
為
光
明
︑
照
十
方
界
得
阿
羅
漢
︒
世
尊
記
我
当
得
菩
提
︒﹂（
大
正
蔵
巻
一
九
─
一
二
六
ｃ
）
と
あ
る
︒

（
12
）
五
蘊
︙
︙
＝
﹃
般
若
心
経
﹄（
大
正
蔵
巻
八
─
八
四
八
ｃ
）
に
よ
る
︒

（
13
）
一
片
を
打
得
成
せ
ん
＝
得
は
動
詞
の
後
に
つ
い
て
︑
可
能
・
完
成
を
表
す
︒
打
成
一
片
は
ひ
と
つ
に
溶
け
合
っ
て
一
体
と
な
る
こ
と
︒
三
の
（
37
）
の
﹃
大
慧
法
語
﹄

の
﹁
示
鄂
守
熊
祠
部
︿
叔
雅
﹀﹂
に
︑﹁
但
於
日
用
応
縁
処
不
昧
︑
則
日
月
浸
久
︑
自
然
打
成
一
片
︒﹂
と
既
出
︒

（
14
）
瓊
首
座
︙
︙
＝
瓊
首
座
は
開
善
道
瓊
で
︑
木
庵
と
号
し
︑
泐
潭
景
祥
（
嗣
大
潙
慕
喆
）
の
法
嗣
︒
そ
の
説
の
出
典
不
詳
︒

（
15
）
大
悟
を
︙
︙
＝
本
論
で
述
べ
た
﹁
大
疑
の
下
に
大
悟
あ
り
﹂
の
語
参
照
︒
元
来
︑以
悟
為
則
は
﹃
潙
山
警
策
﹄
の
語
︒﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
栄
侍
郎
︿
茂
実
﹀﹂
に
︑﹁
殊

不
知
︒
潙
山
自
有
警
覚
学
者
之
言
︒
直
是
痛
切
︒
曰
︑
研
窮
至
理
︑
以
悟
為
則
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
─
九
三
九
ｂ
）
と
あ
る
︒

（
16
）
漆
桶
︙
︙
＝
漆
桶
は
煩
惱
の
た
と
え
︒﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
楼
枢
密
﹂
に
︑﹁
此
外
時
時
以
趙
州
無
字
提
撕
︑久
久
純
熟
︑驀
然
無
心
撞
破
漆
桶
︑便
是
徹
頭
処
也
︒﹂（
同

九
三
八
ｂ
）
と
あ
る
︒

（
17
）
木
庵
︙
︙
＝
﹃
木
菴
永
和
尚
語
﹄（﹃
続
古
尊
宿
語
要
﹄
巻
五
所
収
）
に
︑﹁
不
見
︑
睦
州
和
尚
示
衆
云
︑
諸
人
未
得
箇
入
頭
︑
須
得
箇
入
頭
︒
既
得
箇
入
頭
︑
不
得
辜

負
老
僧
︒
恁
麼
説
話
︑
面
皮
厚
多
少
︒
木
菴
則
不
然
︒
諸
人
未
得
箇
入
頭
︑
須
得
箇
入
頭
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
九
─
六
一
右
下
）
と
あ
る
︒
木
菴
︑
諱
は
安
永
︑
西
禅
鼎

需
（
嗣
大
慧
宗
杲
）
の
法
嗣
︒

（
18
）
百
丈
の
竿
頭
︙
︙
＝
﹃
伝
燈
録
﹄
巻
一
〇
﹁
長
沙
景
岑
章
﹂
の
偈
に
﹁
百
丈
竿
頭
不
動
人
︑
雖
然
得
入
未
為
真
︒
百
丈
竿
頭
須
進
步
︑
十
方
世
界
是
全
身
︒﹂（
禅
文

化
本
一
四
八
頁
）
と
あ
る
︒

（
19
）
銭
貫
︙
︙
＝
銭
貫
は
ぜ
に
さ
し
︒﹃
伝
燈
録
﹄
巻
一
五
﹁
清
平
令
遵
章
﹂
に
﹁
時
有
僧
問
︑
如
何
是
大
乗
︒
師
曰
︑
麻
索
︒
曰
︑
如
何
是
小
乗
︒
師
曰
︑
銭
貫
︒
︙
︙

問
︑如
何
是
有
漏
︒
師
曰
︑笊
籬
︒
曰
︑如
何
是
無
漏
︒
師
曰
︑木
杓
︒﹂（
禅
文
化
本
二
九
〇
頁
）
と
あ
る
︒﹃
大
慧
語
録
﹄
巻
八
に
︑﹁
清
平
木
杓
笊
籬
︑井
索
銭
貫
﹂（
同

八
四
二
a
）
と
あ
る
︒

（
20
）
竹
原
︙
︙
＝
﹃
聯
燈
会
要
﹄
巻
一
八
﹁
竹
原
宗
元
章
﹂
に
︑﹁
師
垂
語
云
︑
参
禅
須
是
透
徹
這
一
著
子
始
得
︒
悟
了
大
法
不
明
者
︑
固
有
之
︒
大
法
雖
明
︑
脚
跟
下
紅

線
子
不
断
者
︑
比
比
皆
是
︒
諸
方
聞
恁
麼
道
︑
尽
罵
老
僧
云
︑
既
是
大
法
明
了
︑
又
安
得
脚
跟
下
紅
線
子
︒
也
怪
他
不
得
︑
為
渠
欠
這
一
解
︑
儘
教
他
疑
著
︒﹂（
続
蔵

巻
一
三
六
─
三
六
二
左
下
）
と
あ
る
︒
竹
原
︑
諱
は
宗
元
（
一
一
〇
〇
─
一
一
七
六
）︑
大
慧
宗
杲
の
法
嗣
︒



九
一

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

﹇
識
神
を
認
む
﹈
末
世
の
人
（
１
）多
く
識
神
を
認
め
︑
錯
り
て
挙
動
便
ち
真
と
為
す
と
言
う
︒
知

ら
ず
︑
挙
動
は
風
力
に
由
る
こ
と
を
︑
痴
人
喚
ん
で
本
来
人
と
作
す
︒︿
長
沙
云
く
︑﹁
学

道
の
人
︑
真
を
識
ら
ず
︑
秖た

だ
従
来
よ
り
識
神
を
認
む
る
が
為
な
り
﹂
と
︒﹀

﹇
専も
つ
ぱら
空
を
説
く
﹈
今
世
多
く
只
だ
是
れ
空
な
り
と
言
う
︑
頑
空
依あ
い
か
わ
ら
旧
ず
狐
蹤
に
渉わ
た
る
︒
色

と
空
と
は
自も
と
よ是
り
断
常
の
見
︑
有
の
流
れ
を
棄
て
て
帰
す
断
見
の
中
︒︿
経
に
云
く
︑﹁
善

星
比
丘
︑
一
切
法
皆
な
空
な
り
と
説
い
て
︑
生
身
に
て
陥お

ち
て
地
獄
に
入
り
て
罪
を
受
く
﹂

と
︒﹀

﹇
詐い
つ
わり
て
悟
り
と
言
う
﹈
未
だ
曾か
つ
て
悟
り
を
得
ざ
る
に
却
っ
て
悟
る
と
言
う
︑
語
を
学
び
得え

来
た
り
て
便
ち
胡
を
做な

す
︒
経
に
云
く
︑
未
だ
得
ざ
る
に
是
の
人
と
言
う
は
︑
大
般
若
を

謗そ
し
り
て
悪
趣
に
帰
す
と
︒︿
経
に
云
く（
３
）︑﹁
未
だ
得
ざ
る
に
得
る
と
言
い
︑
未
だ
証さ
と
ら
ざ
る

に
証
る
と
言
う
は
︑
大
般
若
を
謗
り
て
︑
三
悪
趣
に
堕
す
﹂
と
︒﹀

﹇
大
法
を
昧く
ら
ま
す
﹈
悟
了
し
て
未
だ
能
く
大
法
を
明
め
ざ
れ
ば
︑
死
蛇
頭
に
執
し
て
未
だ
覚

を
離
れ
ず
︒錯
り
て
中
途
を
指さ

し
て
作
家
を
認
め
︑人
の
眼
を
瞎
却
し
て
後
学
を
誤
ら
せ
る
︒

（
一
）﹇
認
識
神
﹈
末
世
人
多
認
識
神
︑錯
言
挙
動
便
為
真
︒

不
知
挙
動
由
風
力
︑
痴
人
喚
作
本
来
人
︒︿
長
沙
云
︑
学

道
之
人
不
識
真
︑
秖
為
従
来
得認

識

神
心
神
︒﹀

（
二
）﹇
専
説
空
﹈
今
世
多
言
只
是
空
︑頑
空
依
旧
猟渉

狐
蹤
︒

色
空
自
是
断
常
見
︑
棄
有
流
帰
断
見
中
︒︿
経
云
︑
善
星

也比

丘
︑
説
一
切
法
皆
空
︑
生
身
陥
入
地
獄
受
罪
︒﹀

（
三
）﹇
詐
言
悟
﹈
未
曾
得
悟
却
言
悟
︑学
得
語＊

来
便
胡
做
︒

経
云
︑
未
得
言
是
人
︑
謗
大
般
若
帰
悪
趣
︒︿
経
云
︑
未

得
言
得
︑
未
証
言
証
︑
謗
大
般
若
︑
堕
三
悪
趣
︒﹀

＊
語
＝
悟
（
坐
）︒

（
四
）﹇
昧
大
法
﹈
悟
了
未
能
明
大
法
︑執
死
蛇
頭
未
離
覚
︒

錯
指
中
途
認
作
家
︑
瞎
却
人
眼
誤
後
学
︒︿
妙
喜
云
︑
雖

五　

後
説
禅
病＊

＊　

後
説
禅
病
＝
以
下
︑
ナ
シ
（
禅
）︒
初
学
坐
禅
法
︿
如
跛
事
﹀
と
あ
り
︑
こ
の
語
が
ど
こ
か
ら
取
ら
れ
た
か
不
明
（
坐
）︒



九
二

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

有
実
証
実
悟
︑
然
而
大
法
不
明
︑
毎
於
為
人
処
︑
瞎
却
人

眼
︒﹀

（
五
）﹇
剗
子
禅
﹈
近
日
人
談
剗
子
禅
︑一
斉
剗
尽
便
為
能
︒

不
知
能
殺
不
能
活
︑
正
是
一
盲
引
衆
盲
︒︿
今
人
只
知
胡

剗
及
看
他
剗＊

後
事
︑
却
是
皮
下
無
血
漢
︒﹀

  

＊
剗
＝
這
（
全
）︒

（
六
）﹇
喝
仏
祖
﹈
学
他
古
人
喝
仏
祖
︑恐
君
未
到
古
人
処
︒

弄
潮
須
是
弄
潮
人
︑不
会
弄
潮
終
溺
死
︒︿
徳
山
喝
仏
罵
祖
︑

正
是
知
恩
報
恩
処
︒
初
機
学
他
︑
恐
成
謗
法
︒﹀

（
七
）﹇
生
断
見
﹈
古
人
到
岸
不
須
船
︑故
不
看
経
不
坐
禅
︒

後
学
学
他
成
断
見
︑
撥
無
因
果
誤
衆
生
︒︿
古
人
不
看
仏

見
者
為
黄
金
︒
雖
貴
入
眼
成
塵
︑
後
学
学
他
相撥

無
因
果
︒﹀

（
八
）﹇
不
学
禅
﹈
出
家
道
行
及
僧
尼
︑能
有
幾
人
知
学
禅
︒

縱
有
如
之
無
践
履
︑
異
日
閻
公
筭
飯
銭
︒︿
教
云
︑
道
眼

不
明
︑
滴
水
難
消
︒
有
僧
錯
下
転
語
︑
後
還
飯
債
︒﹀

︿
妙
喜
云
く（
４
）︑﹁
実
証
実
悟
有
る
と
雖
も
︑
然
し
て
大
法
明
め
ざ
れ
ば
︑
毎
に
為
人
の
処
に

於
て
︑
人
の
眼
を
瞎
却
す
﹂
と
︒﹀

﹇
剗
さ
ん
す
ぜ
ん
子
禅
﹈
（
５
）

近
日
人
︑
剗
子
禅
を
談
じ
︑
一
斉
に
剗さ
ん
じ
尽つ

く
し
て
便
ち
能
と
為
す
︒
能
殺

は
能
活
な
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
︑
正
に
是
れ
一
盲（
６
）︑
衆
盲
を
引
く
︒︿
今
人
は
只た

だ
胡
み
だ
り
にに
剗
ず

る
を
知
り
及
び
他
の
剗
じ
て
後
の
事
を
看
る
の
み
︑
却
っ
て
是
れ
皮
下（
７
）に
血
無
き
の
漢
な

り
︒﹀

﹇
仏
祖
を
喝
す
﹈
他
の
古
人
の
仏
祖
を
喝
す
る
こ
と
を
学
ぶ
も
︑
君
の
未
だ
古
人
の
処
に
到

ら
ざ
る
こ
と
を
恐
る
︒
潮
を
弄
す
る
は
須
ら
く
是
れ
潮
を
弄
す
る
人
な
る
べ
し
︑
潮
を
弄

す
る
こ
と
を
会
せ
ざ
れ
ば
終
に
溺
死
す
︒︿
徳
山（
８
）は
仏
を
喝
し
祖
を
罵
す
︑
正
に
是
れ
恩
を

知
り
恩
を
報
ず
る
処
な
り
︒
初
機
︑
他
を
学
び
て
︑
謗
法
と
成
る
こ
と
を
恐
る
︒﹀

﹇
断
見
を
生
ず
﹈
古
人（
９
）は
岸
に
到
れ
ば
船
を
須も
ち
い
ず
︑
故
に
看
経
せ
ず）

10
（

坐
禅
せ
ず
と
︒
後
学

は
他
を
学
ん
で
断
見
を
成
じ
︑
因
果
を
撥
無
し
て
衆
生
を
誤
ら
せ
る
︒︿
古
人
は
仏
見
を
看

ざ
る
は
黄
金
と
為
す
︒
貴
し
と
雖
も
眼
に
入
り
て
塵
と
成
る
︑
後
学
は
他
を
学
ん
で
因
果

を
撥
無
す
︒﹀

﹇
禅
を
学
ば
ず
﹈
出
家
の
道
行
︑
僧
尼
に
及
ぶ
︑
能よ

く
幾
人
有
っ
て
か
禅
を
学
ぶ
こ
と
を
知

る
︒
縱た
と
い
之か
く
の
如
き
こ
と
有
る
と
も
践
履
無
け
れ
ば
︑異
日
︑閻
公）

11
（

︑飯
銭
を
筭か
ぞ
え
ん
︒︿
教

に
云
く）

12
（

︑﹁
道
眼
明
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
滴て
き
す
い水
も
消け

し
難
し
﹂
と
︒
僧
有
り
て
錯
り
て
転
語
を



九
三

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

下
さ
ば
︑
後
に
飯
債
を
還
す
︒﹀

﹇
頑
が
ん
ぷ
く福
を）

13
（

作
す
﹈
修
行
し
て
只
だ
有
為
の
功
の
み
を
作
さ
ば
︑
第
二
生
中
に
頑
福
を
受
く
︒

頑
福
は
必
ず
富
貴
の
家
に
生
る
︑
婬
殺
依あ
い
か
わ
ら
前
ず
陰
獄
に
堕
す
︒︿
永
嘉
云
く）

14
（

︑﹁
住
じ
ゆ
う
う
そ
う
相
の
布

施
は
生
天
の
福
︑
猶な

お
箭や

を
仰
い
で
虚
空
を
射
る
が
如
し
﹂
と
︒﹀

﹇
散
乱
を
終お

え
る
﹈
古
人
念
々
に
定
に
在
り
︑
死
に
臨
ん
で
如
何
が
散
乱
を
会
せ
ん
︒
今
人

念
々
に
乱
に
在
り
︑
死
に
臨
ん
で
如
何
が
昏
散
せ
ざ
る
︒︿
僧
︑
欧
陽
文
忠
公
に
対こ
た
え
て
云

く
︑﹁
古
人
念
念
に
定
に
在
り
︑
死
に
臨
ん
で
如
何
が
乱
を
会
せ
ん
︒
今
人
念
念
に
乱
に
在

り
︑
死
に
臨
ん
で
如
何
が
定
を
会
せ
ん
﹂
と
︒﹀

（
九
）﹇
作
頑
福
﹈
修
行
只
作
有
為
功
︑第
二
生
中
受
頑
福
︒

頑
福
必
生
富
貴
家
︑
婬
殺
依
前
堕
陰
獄
︒︿
永
加嘉

云
︑
住

相
布
施
生
天
福
︑
猶
如
仰
箭
射
虚
空
︒﹀

（
十
）﹇
終
散
乱
﹈
古
人
念
々
在
於
定
︑臨
死
如
何
会
散
乱
︒

今
人
念
々
在
於
乱
︑
臨
死
如
何
不
昏
散
︒︿
僧
対
欧
陽
文

忠
公
云
︑
古
人
念
念
在
定
︑
臨
死
如
何
会
乱
︒
今
人
念
念

在
乱
︑
臨
死
如
何
会
定
︒﹀

（
１
）
末
世
の
人
︙
︙
＝
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
三
之
下
に
﹁
長
沙
和
尚
因
竺
尚
書
問
︑
蚯
蚓
斬
為
両
段
︒
両
頭
俱
動
︒
未
審
仏
性
在
阿
那
頭
︒
曰
︑
莫
妄
想
︒
書
云
︑
争

奈
動
何
︒
曰
︑
会
即
風
火
未
散
︒
又
謁
師
︒
師
喚
尚
書
︒
書
応
喏
︒
曰
︑
不
是
尚
書
本
命
元
辰
︒
書
云
︑
不
可
離
却
即
今
祇
対
別
有
第
二
箇
主
人
公
也
︒
曰
︑
喚
尚
書

作
至
尊
得
麼
︒
書
云
︑
与
麼
則
総
不
祇
対
︒
和
尚
莫
是
弟
子
主
人
公
否
︒
曰
︑
非
但
祇
対
与
不
祗
対
時
︒
従
無
始
劫
来
是
箇
生
死
根
本
︒
乃
示
偈
曰
︑
学
道
之
人
不
識
真
︑

只
為
従
来
認
識
神
︒
無
量
劫
来
生
死
本
︑
痴
人
喚
作
本
来
人
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
│
七
二
右
上
）
と
あ
る
︒
真
字
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
二
〇
則
参
照
︒
長
沙
（
？
│

八
六
八
）︑
諱
は
景
岑
︑
南
泉
普
願
の
法
嗣
︒

（
２
）
経
に
云
く
︙
︙
＝
﹃
首
楞
厳
経
﹄
巻
八
に
︑﹁
善
星
妄
説
一
切
法
空
︑
生
身
陥
入
阿
鼻
地
獄
︒﹂（
大
正
蔵
巻
一
九
│
一
四
三
ａ
）
と
あ
る
︒

（
３
）
経
に
云
く
︙
︙
＝
﹃
大
般
若
経
﹄
巻
四
五
一
﹁
願
行
品
﹂
に
︑﹁
善
現
︑
有
菩
薩
摩
訶
薩
具
修
六
種
波
羅
蜜
多
︑
見
諸
有
情
起
増
上
慢
︑
未
得
謂
得
︑
未
証
謂
証
︒﹂（
大

正
蔵
巻
七
│
二
七
八
ａ
）
と
あ
る
︒
ま
た
︑
四
巻
本
﹃
普
説
﹄
巻
三
﹁
行
者
徳
新
請
普
説
﹂
に
︑﹁
近
新
叢
林
中
有
一
等
尊
宿
︑
却
道
悟
是
建
立
︒
這
箇
説
話
︑
又
似
好
︑

又
似
不
好
︒
又
似
好
時
如
何
︒
為
他
不
曾
悟
︑
所
以
依
実
供
通
︒
故
有
建
立
之
説
︑
不
敢
謗
般
若
︑
未
得
謂
得
︑
未
証
謂
証
︒
教
中
所
謂
如
人
以
刀
断
多
羅
木
︑
一
断

永
不
復
生
矣
︒
為
怕
這
箇
︑
不
敢
道
悟
︒
若
還
真
箇
是
建
立
時
︑
禅
和
子
何
須
持
地
撥
草
瞻
風
求
離
生
死
︒
自
可
依
様
画
猫
児
便
了
︒
你
既
不
曾
悟
︑
返
言
悟
是
誑
人
︒

只
這
是
不
好
処
︑
惟
有
謗
大
般
若
罪
︑
不
通
懺
悔
︒﹂（
宋
版
九
丁
左
～
一
〇
丁
右
）
と
あ
る
︒
撥
草
瞻
風
は
真
の
師
を
求
め
て
修
行
す
る
こ
と
︒



九
四

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

（
４
）
妙
喜
云
く
︙
︙
＝
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
三
之
下
﹁
妙
喜
示
衆
﹂
に
︑﹁
善
知
識
︑
実
悟
実
証
而
大
法
不
明
︑
為
人
時
︑
未
免
以
自
悟
自
証
処
指
似
人
︑
瞎
却
人
眼
︒

況
無
悟
証
学
語
之
流
︑
瞎
人
眼
不
在
言
也
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
│
七
四
左
上
）
と
あ
る
︒

（
５
）
剗
子
禅
＝
﹃
夢
中
問
答
集
﹄
巻
中
﹁
禅
宗
の
放
下
﹂
に
︑﹁
禅
宗
の
学
者
の
中
に
︑
古
人
の
語
に
随
つ
て
解げ

を
生
じ
て
︑
一
切
の
義
理
を
も
用
ひ
ず
︑
地
位
の
階
差
を

も
立
て
ず
︑
仏
法
世
法
の
蹤し
よ
う
せ
き跡を
︑
胸
に
と
ど
め
ざ
る
を
︑
宗
旨
と
思
へ
る
者
あ
り
︒
古
人
こ
れ
を
笑
う
て
︑
剗さ
ん
す
ぜ
ん

子
禅
と
名
づ
け
た
り
︒
こ
す
き
と
い
ふ
物
は
︑
一
切

の
物
を
す
き
す
つ
る
を
功く
の
う能
と
す
る
故
に
︑
一
切
の
所
解
を
は
ら
ひ
捨
つ
る
を
︑
思
へ
る
に
譬
へ
た
り
﹂（
講
談
社
学
術
文
庫
一
六
七
頁
）
と
あ
り
︑
要
す
る
に
︑﹁
一

切
を
放
下
せ
よ
と
示
す
も
︑
︙
︙
そ
の
旨
趣
は
悟
り
て
後
始
め
て
知
る
べ
し
﹂
と
あ
る
︒

（
６
）
一
盲
︙
︙
＝
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答
富
枢
密
︿
季
申
﹀﹂
に
︑﹁
切
不
可
被
邪
師
輩
胡
説
乱
道
引
入
鬼
窟
裏
︑
閉
眉
合
眼
作
妄
想
︒
邇
来
祖
道
衰
微
︑
此
流
如
麻
似
粟
︒

真
是
一
盲
引
衆
盲
︑
相
牽
入
火
坑
︒
深
可
憐
愍
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
│
九
二
一
ｂ
）
と
あ
る
︒
元
来
︑﹃
涅
槃
経
﹄
巻
三
二
﹁
師
子
吼
菩
薩
品
﹂（
大
正
蔵
巻
一
二
│

五
五
六
ａ
）
の
喩
え
︒

（
７
）
皮
下
︙
︙
＝
大
慧
﹃
宗
門
武
庫
﹄
に
︑﹁
以
古
人
談
玄
説
妙
為
禅
︒
誣
誷
先
聖
︑
聾
瞽
後
昆
︒
眼
裏
無
筋
︑
皮
下
無
血
之
流
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
│
九
四
八
a
）
と
あ

る
︒

（
８
）
徳
山
︙
︙
＝
﹃
真
浄
語
録
﹄（﹃
古
尊
宿
語
録
﹄
巻
四
三
所
収
）
に
︑﹁
徳
山
呵
仏
罵
祖
︑
臨
済
喝
︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
│
三
六
六
右
上
）
と
あ
る
︒
一
般
に
喝
は
臨
済

の
宗
風
で
︑﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
示
無
相
居
士
︿
鄧
直
殿
子
立
﹀﹂
に
︑﹁
徳
山
見
僧
入
門
便
棒
︑
臨
済
見
僧
入
門
便
喝
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
七
│
九
八
四
ｂ
）
と
あ
る
︒

（
９
）
古
人
︙
︙
＝
古
人
は
石
霜
楚
円
︒﹃
石
霜
楚
円
語
録
﹄
に
︑﹁
渡
河
須
用
筏
︑
到
岸
不
須
船
︒﹂（
続
蔵
巻
一
二
〇
│
八
四
左
上
）
と
あ
る
︒
割
り
注
の
古
人
は
不
詳
︒

（
10
）
看
経
せ
ず
︙
︙
＝
﹃
広
燈
録
﹄
巻
一
〇
﹁
臨
済
義
玄
章
﹂
に
︑﹁
常
侍
一
日
訪
師
︒
同
師
於
僧
堂
內
︑
乃
問
︑
者
一
堂
僧
還
看
経
麼
︒
師
云
︑
不
看
経
︒
侍
云
︑
還
学

禅
麼
︒
師
云
︑
不
学
禅
︒
侍
云
︑
経
又
不
看
︑
禅
又
不
学
︒
畢
竟
作
箇
什
麼
︒
師
云
︑
総
教
伊
成
仏
作
祖
去
︒
侍
云
︑
金
屑
雖
貴
︑
落
眼
成
翳
︑
又
作
麼
生
︒
師
云
︑

将
為
你
是
箇
俗
漢
︒﹂（
続
蔵
巻
一
三
五
│
三
四
四
左
下
）
と
あ
る
︒
同
話
は
﹃
大
慧
語
録
﹄
巻
一
（
大
正
蔵
巻
四
七
│
八
一
二
ａ
）
に
も
引
用
さ
れ
る
︒

（
11
）
閻
公
︙
︙
＝
後
の
編
集
で
は
あ
る
が
︑﹃
緇
門
警
訓
﹄
巻
五
の
﹁
東
山
演
禅
師
送
徒
弟
行
脚
﹂
に
︑﹁
大
凡
行
脚
須
以
道
心
為
重
︒
不
可
受
現
成
供
養
等
閑
過
日
︒
須

将
生
死
二
字
貼
在
額
頭
上
︑
每
日
十
二
時
中
裂
転
面
皮
︑
討
箇
分
曉
始
得
︒
若
只
随
群
逐
隊
打
鬨
過
日
︑
忽
然
死
了
︑
閻
羅
老
子
打
算
飯
銭
︒﹂（
大
正
蔵
巻
四
八
│

一
〇
六
六
ａ
）
と
あ
る
︒

（
12
）
教
に
云
く
︙
︙
＝
﹃
伝
心
法
要
﹄
に
﹁
汝
千
日
学
慧
︑
不
如
一
日
学
道
︒
若
不
学
道
︑
滴
水
難
消
︒﹂（
筑
摩
本
八
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
13
）
頑
福
＝
頑
福
は
徳
な
く
と
も
過
去
の
業
で
得
る
暫
時
の
福
徳
︒﹃
伝
燈
録
﹄
巻
三
〇
﹁
魏
府
華
厳
長
老
示
衆
﹂
に
︑﹁
你
有
千
般
万
種
無
明
罪
業
︑
仏
亦
為
你
不
得
︒



九
五

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

須
是
你
自
家
著
力
︑
前
程
自
辦
︒
你
若
作
一
切
有
為
功
徳
︑
只
是
造
業
︑
増
長
頑
福
︑
不
生
箇
清
浄
知
見
︒﹂（
禅
文
化
本
六
三
四
頁
）
と
あ
る
︒

 （
14
）
永
嘉
云
く
︙
︙
＝
永
嘉
玄
覚
撰
﹃
証
道
歌
﹄
に
︑﹁
覚
即
了
︑
不
施
功
︒
一
切
有
為
法
不
同
︒
住
相
布
施
生
天
福
︑
猶
如
仰
箭
射
虚
空
︒
勢
力
尽
箭
還
墜
︑
招
得
来

生
不
如
意
︒
争
似
無
為
実
相
門
︑
一
超
直
入
如
来
地
︒﹂（
筑
摩
本
五
六
頁
）
と
あ
る
︒

（
15
）
僧
︑
欧
陽
文
忠
公
に
︙
︙
＝
﹃
林
間
録
﹄
巻
上
に
︑﹁
欧
陽
文
忠
公
昔
官
洛
中
︒
一
日
︑
游
嵩
山
︒
︙
︙
文
忠
曰
︑
古
之
高
僧
︑
臨
生
死
之
際
︑
類
皆
談
笑
脱
去
︒
何

道
致
之
耶
︒
対
曰
︑
定
慧
力
耳
︒
又
問
︑
今
乃
寂
寥
無
有
︒
何
哉
︒
老
僧
笑
曰
︑
古
之
人
︑
念
念
在
定
慧
︑
臨
終
安
得
乱
︒
今
之
人
︑
念
念
在
散
乱
︑
臨
終
安
得
定
︒

文
忠
大
驚
︒﹂（
続
蔵
巻
一
四
八
│
三
〇
二
右
上
）
と
あ
る
︒
欧
陽
脩
（
一
〇
〇
七
│
一
〇
七
二
）︑
字
は
永
叔
︑
号
は
酔
翁
・
六
一
居
士
︒
諡
は
文
忠
︒

六　

お
わ
り
に

　

今
回
︑
最
も
話
題
に
し
た
か
っ
た
こ
と
を
︑
如
如
居
士
顔
丙
の
﹃
初
学
坐
禅
法
﹄
の
核
心
で
再
び
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒

若
し
方
便
し
て
二
病
を
除
去
せ
ん
と
要
せ
ば
︑
須す
べ
か是
ら
く
箇
の
話
頭
を
看
る
べ
し
︒
狗
子
無
仏
性
の
話
︑
竹
箆
の
話
︑
乾
屎
橛
の
話
︑
麻
三
斤
の
話
︑

皆
な
提て
い
ぜ
い撕
す
べ
し
︒

　

相
当
部
分
の
注
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
大
慧
法
語
﹄︑
特
に
影
響
の
大
き
か
っ
た
﹃
大
慧
書
﹄
か
ら
み
る
と
︑
士
大
夫
に
話
頭
と
し
て
狗
子
無
仏
性
の

話
が
︑
多
用
さ
れ
た
こ
と
は
資
料
的
に
間
違
い
は
な
い
︒
た
だ
︑
無
字
の
話
頭
を
の
み
提
撕
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
問
題
は
士
大
夫
以
外

の
出
家
者
に
い
か
な
る
話
頭
が
提
撕
さ
れ
た
の
か
︒
出
家
者
へ
の
話
頭
も
無
字
が
中
心
と
言
え
る
の
か
︒
こ
の
問
題
は
資
料
に
限
界
が
あ
っ
て
断
定
は
で

き
な
い
一
面
が
あ
る
︒
他
の
話
頭
は
︑
注
で
参
考
に
し
た
よ
う
に
︑
看
話
禅
の
成
立
以
降
で
︑
初
住
径
山
後
の
紹
興
一
一
年
（
一
一
四
一
）
以
降
の
衡
州

の
流
罪
地
で
の
記
録
で
あ
る
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
に
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
︒
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
上
に
は
︑
第
一
則
の
瑯
琊
慧
覚
の
﹁
瑯

船
陸
﹂

の
話
の
後
に
︑
次
の
よ
う
な
撰
述
意
図
（
自
序
に
相
当
す
る
も
の
）
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

予
︑罪
に
因
り
て
衡
陽
に
居
す
︒
門
を
杜と

じ
循
省
の
外ほ
か
︑用
心
す
る
所
無
し
︒
間ま
ま
に
衲
子
の
請
益
有
り
︒
已や

む
を
得
ず
之
が
与た
め
に
酬
酢
す
︒
禅
者
沖
密
・

慧
然
︑
手
に
随
い
て
抄
録
す
︒
日
月
浸
久
し
て
一
巨
軸
と
成
る
︒
沖
密
等
持
ち
来
た
り
て
名
を
乞
う
︒
其
れ
題
し
て
後
来
に
昭
示
し
て
︑
仏
祖
の
正

法
眼
蔵
を
し
て
不
滅
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
︒
予
︑
因
り
て
之
を
目な
づ
け
て
正
法
眼
蔵
と
曰
う
︒
即
ち
瑯

を
以
て
篇
首
と
為
す
︒
故
に
尊
宿
の
前
後
の

次
序
︑
宗
派
の
殊
異
の
分
無
し
︒
但
だ
徹
証
せ
る
向
上
の
巴
鼻
を
取
り
て
︑
人
の
与
に
黏ね
ば
りを
解と

き
縛
を
去
り
て
正
眼
を
具
す
る
に
堪
え
さ
せ
ん
と
す

る
の
み
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─
（
石
井
）

︿
予
因
罪
居
衡
陽
︒
杜
門
循
省
外
︑
無
所
用
心
︒
間
有
衲
子
請
益
︒
不
得
已
与
之
酬
酢
︒
禅
者
沖
密
・
慧
然
随
手
抄
録
︒
日
月
浸
久
成
一
巨
軸
︒
沖
密

等
持
来
乞
名
︒
其
題
欲
昭
示
後
来
︑使
仏
祖
正
法
眼
蔵
不
滅
︒
予
因
目
之
曰
正
法
眼
蔵
︒
即
以
瑯

為
篇
首
︒
故
無
尊
宿
前
後
次
序
︑宗
派
殊
異
之
分
︒

但
取
徹
証
向
上
巴
鼻
︑
堪
与
人
解
黏
去
縛
具
正
眼
而
已
﹀︒﹂（
続
蔵
巻
一
一
八
─
二
丁
左
上
）

　

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
は
︑
六
六
三
則
が
結
果
的
に
編
集
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
も
そ
も
︑﹁
大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
の
成
立
に
つ
い
て
﹂（﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
二
九
号
︑
二
〇
一
七
年
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
看
話
禅
の

成
立
し
た
紹
興
四
年
（
一
一
三
四
）
の
大
悲
長
老
の
大
悟
の
因
縁
は
︑
大
慧
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
巻
上
の
次
の
﹁
吸
尽
西
江
﹂
の
話
を
連
想
さ
せ
る
︒

龐
居
士
問
馬
大
師
︑
不
与
万
法
為
侶
是
甚
麼
人
︒
曰
︑
待
汝
一
口
吸
尽
西
江
水
︑
即
向
汝
道
︒
僧
問
︑
如
何
是
仏
︒
曰
︑
即
心
是
仏
︒﹂（
同
︑
九
丁

左
上
）

　

実
際
は
﹃
四
巻
本
普
説
﹄
巻
三
の
﹁
方
敷
文
請
普
説
﹂
に
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
大
慧
の
自
由
な
提
撕
接
化
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知

れ
な
い
︒

問
他
︑
不
与
万
法
為
侶
者
︑
是
甚
麼
人
︒
云
︑
喚
不
起
︒
又
問
︑
喚
不
起
者
︑
是
甚
麼
人
︒
速
道
︑
速
道
︒
他
豁
然
省
︑
浹
背
汗
流
︒（
五
山
版
八
丁
左
）

　

と
こ
ろ
が
︑
話
頭
の
﹁
趙
州
和
尚
因
僧
問
︑
狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
州
云
︑
無
﹂
の
無
字
の
受
容
は
︑
日
本
に
お
い
て
は
異
な
る
経
過
を
示
す
こ
と
に

な
る
︒
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
ダ
ヴ
ァ
ン
氏
の
﹃﹃
無
門
関
﹄
の
出
世
双
六
─
帰
化
し
た
禅
の
聖
典
﹄（
平
凡
社
︑
二
〇
二
〇
年
）
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑﹃
無

門
関
﹄
は
中
国
で
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
日
本
は
大
変
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒﹃
無
門
関
﹄
の
撰
者
の
無
門
慧

開
（
嗣
月
林
師
観
︑
一
一
八
三
─
一
二
六
〇
）
に
嗣
法
し
た
心
地
覺
心
（
一
二
〇
七
─
一
二
九
八
）
が
︑﹃
無
門
関
﹄
を
将
来
し
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て

い
る
︒
し
か
も
﹃
無
門
関
﹄
は
四
八
則
の
公
案
集
で
あ
り
︑﹁
自
序
﹂
に
﹁
初
め
よ
り
前
後
を
以
て
叙な

ら列
べ
ず
︑
共
に
四
十
八
則
と
成
る
﹂
と
あ
る
も
の
の
︑

内
容
的
に
は
そ
の
第
一
則
の
無
字
の
公
案
が
す
べ
て
の
公
案
を
集
約
す
る
説
示
で
あ
る⑧

︒
そ
の
公
案
の
取
り
組
み
は
大
慧
が
大
成
し
た
公
案
禅
の
典
型
的

な
方
法
を
示
す
こ
と
に
な
る
︒
第
一
則
の
﹁
趙
州
無
字
﹂
の
公
案
を
無
門
慧
開
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
︒

参
禅
は
須す
べ
から
く
祖
師
の
関
を
透と
お
る
べ
し
︑
妙
悟
は
心
路
を
窮き
わ
め
て
絶
す
る
こ
と
を
要
す
︒
祖
関
透
ら
ず
︑
心
路
絶
せ
ず
ん
ば
︑
尽
こ
と
ご
とく
是
れ
依え
そ
う草
附ふ
ぼ
く木

の
精
霊
な
ら
ん
︒
且し
ば
らく
道い

え
︑如い
か
な
る何
か
是
れ
祖
師
の
関
︒
只た

だ
者こ

の
一
箇
の
無
字
︑乃
ち
宗
門
の
一
関
な
り
︒
遂か
く
て
之
を
目な
づ
け
て
禅
宗
無
門
関
と
曰い

う
︒

透と
お
り得
過う

る
者
は
︑
但た

だ
親み
ず
から
趙
州
に
見ま
み
ゆ
る
の
み
非な
ら
ず
︑
便す
な
わち
歷
代
の
祖
師
と
︑
手
を
把と

り
て
共
に
行
き
︑
眉
毛
廝あ

い
結
ん
で
︑
同
一
眼
に
見
︑
同

一
耳
に
聞
く
可べ

し
︒
豈
に
慶
快
な
ら
ざ
ら
ん
や
︒
関
を
透
ら
ん
と
要ほ
つ
す
る
底も
の
有
る
に
莫あ
ら
ず
麼や

︒
三
百
六
十
の
骨こ
つ
せ
つ節
︑
八
万
四
千
の
毫け
あ
な竅
を
将も
つ
て
︑
通
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身
に
箇
の
疑
団
を
起
こ
し
て
︑
箇
の
無
字
に
参
じ
︑
昼
夜
提て
い
ぜ
い撕
せ
よ
︒
虛こ

む無
の
会え

を
作な

す
こ
と
莫な
か
れ
︑
有う

む無
の
会え

を
作な

す
こ
と
莫な
か
れ
︒
如あ
た
かも
箇こ

の
熱ね
つ

鉄て
つ
が
ん丸
を
呑の
み
こ了
む
が
相ご

と似
く
︑
吐は

く
も
又
た
吐は
き
い
だ
せ
ず

不
出
︑
従
前
の
悪あ
く
ち
あ
つ
か
く

知
悪
覚
を
蕩
尽
し
︑
久
久
に
純
熟
せ
ば
︑
自
然
に
內
と
外
と
一ひ
と
つ片
に
打な成
ら
ん
︒
啞あ

子し

の
夢
を
得
る
が
如
く
︑
只
だ
自
知
す
る
こ
と
を
許み
と
む
る
の
み
︒
驀ま
く
ね
ん然
と
し
て
打
発
せ
ば
︑
天
を
驚
し
地
を
動
じ
︑
関
将
軍
の
大
刀
を
奪う
ば
い
と得
り
て
手

に
入
る
る
が
如
く
︑
仏
に
逢お

う
て
は
仏
を
殺
し
︑
祖
に
逢お

う
て
は
祖
を
殺
し
︑
生し
よ
う
じ
が
ん
と
う

死
岸
頭
に
於お
い
て
︑
大
自
在
を
得
︑
六
道
四
生
中
に
向お
い
て
︑
遊ゆ
げ
ざ
ん
戲
三

昧ま
い
な
ら
ん
︒
且し
ば
らく
作い

か

ん
麼
生
が
提て
い
ぜ
い撕
せ
ん
︒
平
生
の
気
力
を
尽
く
し
て
︑
箇
の
無
字
を
挙
げ
よ
︒
若
し
間
断
せ
ず
ん
ば
︑
好は
な
はだ
法
燭
の
一
た
び
点
ぜ
ば

便す
な
わち
著つ

く
に
似に

ん
︒

︿
参
禅
須
透
祖
師
関
︑
妙
悟
要
窮
心
路
絶
︒
祖
関
不
透
︑
心
路
不
絶
︑
尽
是
依
草
附
木
精
霊
︒
且
道
︑
如
何
是
祖
師
関
︒
只
者
一
箇
無
字
︑
乃
宗
門
一

関
也
︒
遂
目
之
曰
禅
宗
無
門
関
︒
透
得
過
者
︑
非
但
親
見
趙
州
︑
便
可
与
歷
代
祖
師
︑
把
手
共
行
︑
眉
毛
廝
結
︑
同
一
眼
見
︑
同
一
耳
聞
︒
豈
不
慶
快
︒

莫
有
要
透
関
底
麼
︒
将
三
百
六
十
骨
節
︑
八
万
四
千
毫
竅
︑
通
身
起
箇
疑
団
︑
参
箇
無
字
︑
昼
夜
提
撕
︒
莫
作
虛
無
会
︑
莫
作
有
無
会
︒
如
吞
了
箇

熱
鉄
丸
相
似
︑
吐
又
吐
不
出
︑
蕩
尽
従
前
悪
知
悪
覚
︑
久
久
純
熟
︑
自
然
內
外
打
成
一
片
︒
如
啞
子
得
夢
︑
只
許
自
知
︒
驀
然
打
発
︑
驚
天
動
地
︑

如
奪
得
関
将
軍
大
刀
入
手
︑
逢
仏
殺
仏
︑
逢
祖
殺
祖
︑
於
生
死
岸
頭
︑
得
大
自
在
︑
向
六
道
四
生
中
︑
遊
戲
三
昧
︒
且
作
麼
生
提
撕
︒
尽
平
生
気
力
︑

挙
箇
無
字
︒
若
不
間
断
︑
好
似
法
燭
一
点
便
著
﹀︒（
柳
幹
康
訓
読
﹃
無
門
関
﹄
参
照
︑
大
蔵
出
版
︑
二
〇
一
九
年
）

　

柳
幹
康
氏
の
注
も
多
く
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
大
慧
の
主
張
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
︒

　

た
だ
︑無
門
慧
開
の
嗣
法
の
師
の
月
林
師
観
（
嗣
老
衲
祖
証
）
の
大
悟
は
︑次
の
よ
う
に
︑﹁
月
林
観
禅
師
塔
銘
﹂（﹃
月
林
師
観
禅
師
語
録
﹄
所
収
）
で
は
︑

﹃
無
門
関
﹄
三
九
則
﹁
雲
門
話
堕
﹂
の
話
で
あ
る
︒

時
に
証
老
衲
︑澧
州
の
光
孝
に
住
す
︑道
法
盛さ
か
ん
に
行お
こ
なわ
る
︒
師
径た
だ
ち
に
其
の
室
に
造い
た
る
︒
衲
云
く
︑﹁
若
し
能
く
物
を
転
ず
れ
ば
︑即
ち
如
来
に
同
じ
︒

面
前
の
香
台
︑
作い

か

ん
麼
生
が
転
ず
る
﹂︒
師
云
く
︑﹁
築
ち
く
じ
や
く著
磕こ
う
じ
や
く
著
﹂︒
衲
叱
し
て
云
く
︑﹁
去
れ
﹂︒
衲
の
退
席
に
会あ

い
︑
師
︑
雲
蓋
・
潙
仰
を
往
来
す
る
こ

と
四
年
︒
︙
︙
老
衲
の
饒
の
薦
福
に
移
住
す
る
を
聞
き
て
︑
即
ち
徒
步
し
て
之
に
従
う
︒
雲
門
話
堕
の
話
を
看
る
こ
と
又
た
十
年
︒
一
日
︑
蓮
池
を

遶
り
て
行
く
︒
自
ら
挙
し
て
云
く
︑﹁
那い
ず
こ裏
か
是
れ
有
る
僧
の
話
堕
せ
し
処
﹂
と
︒
豁
然
と
し
て
大
悟
す
︒
遂か
く
て
方
丈
に
造い
た
り
て
自
ら
通
ず
︒
衲
問
う
︑

﹁

訛
ご
う
か

は
什い

ず

こ
麼
処
に
在
り
や
﹂︒
師
云
く
︑﹁
豈
に
張
ち
よ
う
せ
つ拙
秀
才
の
語
不な
ら
ず是
や
﹂︒
衲
云
く
︑﹁
礼
拝
せ
よ
﹂︒
即
ち
法
衣
を
以
て
之
に
付
す
︒

︿
時
証
老
衲
住
澧
州
光
孝
︑
道
法
盛
行
︒
師
径
造
其
室
︒
衲
云
︑
若
能
転
物
︑
即
同
如
来
︒
面
前
香
台
︑
作
麼
生
転
︒
師
云
︑
築
著
磕
著
︒
衲
叱
云
︑
去
︒

会
衲
退
席
︑
師
往
来
雲
蓋
・
潙
仰
者
四
年
︒
︙
︙
聞
老
衲
移
住
饒
之
薦
福
︑
即
徒
步
従
之
︒
看
雲
門
話
堕
話
者
又
十
年
︒
一
日
遶
蓮
池
而
行
︒
自
挙
云
︑



九
八
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工
夫
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て
─
如
如
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士
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て
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─
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石
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那
裏
是
有
僧
話
堕
処
︒
豁
然
大
悟
︒
遂
造
方
丈
自
通
︒
衲
問
︒

訛
在
什
麼
処
︒
師
云
︑豈
不
是
張
拙
秀
才
語
︒
衲
云
︑礼
拝
︒
即
以
法
衣
付
之
︒﹀（
続

蔵
巻
一
二
〇
─
二
四
九
右
下
）

　

月
林
が
老
衲
祖
証
に
出
あ
っ
た
最
初
の
提
撕
も
﹁
雲
門
話
堕
﹂
の
話
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
再
会
し
て
か
ら
で
も
更
に
﹁
十
年
﹂
も
工
夫
し

た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑
無
門
慧
開
が
︑
月
林
に
提
撕
さ
れ
た
無
字
参
究
に
よ
り
︑
六
年
後
に
大
悟
し
て
︑
悟
道
の
偈
を
示
し
た
こ
と
は
︑﹃
無
門
慧
開
語
録
﹄
巻
下

の
﹁
偈
頌
﹂
に
︑
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

師
︑
六
年
︑
無
字
を
挙
し
︑
一
日
︑
斎
皷
を
聞
き
て
省
有
り
︒

青
天
白
日
一い
つ
せ
い声
の
雷
︑
大
地
群ぐ
ん
じ
よ
う
生
の
眼
豁ひ

ら開
く
︒
万
象
森
羅
斉ひ
と
しく
稽け
い
し
ゆ首
す
︑
須
弥
と
び

跳あ
が
り
三
台
を
舞
う
︒

︿
師
六
年
挙
無
字
︑
一
日
聞
斎
皷
有
省
︒

青
天
白
日
一
声
雷
︑
大
地
群
生
眼
豁
開
︒
万
象
森
羅
斉
稽
首
︑
須
弥

跳
舞
三
台
︒﹀（
同
︑
二
六
二
左
下
）

　

こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
︑﹃
補
続
高
僧
伝
﹄
巻
一
九
﹁
無
門
開
伝
﹂（
続
蔵
巻
一
三
四
─
一
五
四
右
下
）
等
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
︒
六
年
の
無
字

参
究
は
注
目
す
べ
き
工
夫
を
思
わ
れ
る
︒
更
に
﹃
無
門
慧
開
語
録
﹄
巻
下
の
﹁
小
参
﹂
の
無
門
慧
開
の
﹁
趙
州
無
字
﹂
の
話
の
﹁
頌
古
﹂
の
五
言
絶
句
は

あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
︒

復
た
歷
代
宗
師
の
狗
子
仏
性
話
を
頌
す
る
を
挙
す
︒
師
云
く
︑﹁
老
拙
も
亦
た
一
偈
有
り
︑
諸
人
に
挙
似
せ
ん
︒
道
理
を
説
く
を
取
ら
ず
︒
若も也
し
信

得
及
し
︑
挙
得
熟
せ
ば
︑
生
死
の
岸
頭
に
於
て
︑
大
自
在
を
得
ん
︒

無
無
無
無
無
︑
無
無
無
無
無
︒
無
無
無
無
無
︑
無
無
無
無
無
︒﹂

︿
復
挙
歷
代
宗
師
頌
狗
子
仏
性
話
︒
師
云
︑
老
拙
亦
有
一
偈
︑
挙
似
諸
人
︒
不
取
説
道
理
︒
若
也
信
得
及
︑
挙
得
熟
︑
於
生
死
岸
頭
︑
得
大
自
在
︒

無
無
無
無
無
︑
無
無
無
無
無
︒
無
無
無
無
無
︑
無
無
無
無
無
︒﹂（
同
︑
二
六
一
右
上
）

　

こ
の
工
夫
は
静
中
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
出
家
者
に
動
中
の
工
夫
を
優
先
的
に
説
示
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
無
学
祖
元⑨

（
一
二
二
六
─
一
二
八
六
）
の
浄
慈
如
芝
（
嗣
虚
堂
智
愚
）
撰
﹁
無
学
禅
師
行
状
﹂
に
よ
る
と
︑
径
山
の
無
準
師
範
（
一
一
七
七
─

一
二
四
九
）
の
下
で
大
悟
し
た
の
も
︑
趙
州
無
字
の
五
年
に
わ
た
る
参
究
の
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒

十
七
に
し
て
辞
し
て
径
山
に
登
り
︑
無
準
範
和
尚
に
見ま
み
ゆ
︒
示
す
に
狗
子
無
仏
性
話
を
以
て
参
ぜ
し
む
︒
師
︑
意
を
承
け
て
刻
志
参
究
す
︒
孜し

し孜
矻こ
つ
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矻こ
つ
と
し
て
︑
寒
き
こ
と
膠
を
折く
だ
く
が
ご
と
く
︑
暑
き
こ
と
金
を
鑠と
か
す
が
ご
と
し
︒
堂
を
出
で
ざ
る
こ
と
五
霜
な
り
︒
一
夕
の
四
更
に
首
座
寮
の
前
の

版
の
声
を
聞
き
︑
口
を
衝つ

い
て
偈
を
説
い
て
云
く
︑﹁
一
槌
撃
砕
す
精
霊
の
窟
︑
突
出
す
那
吒
の
鉄
面
皮
︒
両
耳
は
聾
の
如
く
︑
口
は
唖
の
如
し
︑
等な
お

閑ざ
り
に
觸
著
す
火
星
飛
ぶ
﹂︒
挙
し
て
無
準
に
呈
し
︑
準
︑
之
を
可
と
す

︿
十
七
辞
登
径
山
︑
見
無
準
範
和
尚
︒
示
以
狗
子
無
仏
性
話
令
参
︒
師
承
意
刻
志
参
究
︒
孜
孜
矻
矻
︑
寒
折
膠
︑
暑
鑠
金
︒
不
出
堂
者
五
霜
︒
一
夕
四

更
聞
首
座
寮
前
版
声
︑衝
口
説
偈
云
︑一
槌
撃
砕
精
霊
窟
︑突
出
那
吒
鉄
面
皮
︒
両
耳
如
聾
口
如
唖
︑等
閑
觸
著
火
星
飛
︒
挙
呈
無
準
︑準
可
之
﹀︒（﹃
仏

光
国
師
語
録
﹄
巻
九
所
収
︑
大
正
蔵
巻
八
〇
─
二
三
八
ｂ
）

　

こ
の
よ
う
に
︑
趙
州
無
字
の
接
化
の
方
法⑩

は
︑
無
門
慧
開
は
︑
五
祖
法
演
─
開
福
道
寧
の
法
系
で
あ
り
︑
無
学
祖
元
は
五
祖
法
演
─
圜
悟
克
勤
─
虎
丘

紹
隆
の
法
系
で
︑
い
わ
ゆ
る
虎
丘
派
で
あ
る
が
︑
大
慧
宗
杲
の
主
張
は
法
系
を
超
え
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

　

最
後
に
前
川
亨
氏
の
﹁﹁
看
話
﹂
の
ゆ
く
え
─
大
慧
か
ら
顔
丙
へ
─
﹂（﹃
専
修
大
学
人
文
科
学
年
報
﹄
第
三
七
号
︑
二
〇
〇
七
年
）
は
︑
今
回
の
論
を
考

え
る
の
に
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

　

ま
ず
︑
第
一
に
大
慧
宗
杲
の
禅
と
如
如
居
士
顔
丙
の
禅
の
教
化
対
象
の
性
格
の
相
違
で
あ
る
︒

大
慧
宗
杲
の
時
代
︑
彼
の
生
活
空
間
は
狭
い
禅
院
の
中
に
閉
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
彼
の
教
化
対
象
は
出
家
者
や
一
握
り
の
名
士
・
貴
族
に
限

ら
ず
︑
広
範
な
士
大
夫
階
層
全
般
に
及
ん
だ
︒
も
ち
ろ
ん
彼
自
身
は
出
家
者
で
あ
っ
て
︑
出
家
者
や
知
的
水
準
の
高
い
名
士
・
貴
族
と
の
間
で
の
み

成
立
す
る
音
声
に
よ
る
直
接
的
な
意
思
伝
達
は
依
前
と
し
て
貴
重
な
位
置
を
占
め
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
既
に
唯
一
の
伝
達
手
段
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
︒
彼
の
語
録
に
み
る
な
ら
ば
︑﹁
上
堂
﹂
の
記
録
を
集
め
た
狭
義
の
﹁
語
録
﹂
や
﹁
普
説
﹂
と
並
ん
で
︑
士
大
夫
階
層
（
在
家
エ
リ
ー
ト
階
層
）

の
人
士
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
﹁
法
語
﹂
や
﹁
書
﹂
が
︑
そ
れ
ら
を
拮
抗
す
る
質
と
量
と
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
大
慧

に
お
け
る
教
化
対
象
の
大
幅
な
拡
張
が
書
簡
と
い
う
伝
達
手
段
の
活
用
を
要
請
し
︑
逆
に
︑
こ
の
伝
達
手
段
の
全
面
的
な
活
用
に
よ
っ
て
大
慧
は
教

化
対
象
の
大
幅
な
拡
張
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
︒　

　

下
っ
て
顔
丙
の
段
階
に
至
る
と
︑
状
況
は
一
変
す
る
︒
大
慧
も
顔
丙
も
在
俗
者
を
主
要
な
教
化
対
象
と
す
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
︑
大
慧
が

教
化
対
象
と
し
て
意
識
し
た
在
俗
者
が
︑
宗
教
活
動
を
専
業
と
す
る
の
で
は
な
い
と
は
い
え
︑
や
は
り
文
字
を
操
る
こ
と
が
で
き
た
仏
教
教
理
に
精

通
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
な
し
得
る
・
個
別
の

4

4

4

エ
リ
ー
ト
た
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
顔
丙
が
主
要
な
教
化
対
象
と
し
て
意
識
し
た
の
は
︑
文
字

を
操
る
こ
と
が
で
き
ず
仏
教
教
理
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
を
全
く
前
提
と
な
し
得
な
い
不
特
定
多
数
に
し
て
無
名
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

非
エ
リ
ー
ト
た
ち
だ
っ
た
の
で
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如
居
士
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を
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─
（
石
井
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あ
る
︒（
同
︑
一
一
三
～
四
頁
）

　

第
二
は
顔
丙
の
語
録
の
内
容
表
現
の
機
能
で
あ
る
︒

文
字
を
解
さ
ぬ
不
特
定
多
数
へ
の
表
現
媒
体
は
何
よ
り
音
声
で
あ
り
︑
儀
礼
用
文
件
も
ま
た
各
種
の
儀
式
に
お
い
て
音
声
化
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
が
︑
そ
こ
で
の
音
声
は
︑
一
つ
に
は
そ
の
儀
式
の
内
容
・
次
第
を
分
か
り
易
く
敷
衍
し
説
明
す
る
こ
と
︑
今
一
つ
に
は
何
ら
か
の
呪
術
的
な
効

果
─
死
者
儀
礼
の
場
合
に
は
死
者
の
鎮
魂
や
済
度
─
を
も
た
ら
す
こ
と
︑
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
機
能
は
︑
前
者
が
表
現
の

平
易
さ
（
卑
俗
さ
）
を
志
向
す
る
の
に
対
し
︑
後
者
が
む
し
ろ
格
調
高
く
難
解
か
つ
非
日
常
的
な
意
匠
を
凝
ら
す
と
い
う
・
相
反
す
る
方
向
性
を
も

つ
が
︑
こ
の
両
方
向
と
と
も
に
︑
一
つ
の
儀
礼
用
文
件
に
錯
綜
し
て
現
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
︒
後
者
の
典
型
的
な
例
は
呪
文
（
陀
羅
尼
・
真
言
）

の
類
で
あ
っ
て
︑顔
丙
自
身
も
﹁
放
生
文
﹂﹁
施
食
文
﹂
や
﹁
引
亡
魂
入
浴
門
﹂
の
文
件
に
お
い
て
盛
ん
に
そ
れ
を
援
用
し
て
い
る
︒（
同
︑一
一
五
頁
）

　

第
三
は
今
回
取
り
上
げ
た
顔
丙
の
論
の
位
置
づ
け
で
あ
る
︒

顔
丙
の
語
録
の
中
で
︑﹁
無
字
﹂
の
公
案
へ
の
言
及
は
︑
①
﹁
選
仏
捷
径
﹂
の
看
話
頭
の
項
︑
②
﹁
初
学
坐
禅
法
﹂︑
③
﹁
参
請
人
方
便
修
行
﹂
の
三

例
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
︒
︙
︙
﹁
士
大
夫
方
便
修
行⑪

﹂
か
ら
区
別
し
て
顔
丙
が
﹁
参
請
人
方
便
修
行
﹂
な
る
項
目
を
設
け
︑﹁
竹
篦
・
狗
子
の
類
﹂

の
公
案
の
参
究
の
み
に
特
化
し
た

4

4

4

4

4

4

4

内
容
を
そ
こ
に
集
中
的
に

4

4

4

4

盛
り
込
ん
だ
こ
と
に
︑
私
た
ち
は
︑
大
慧
以
降
に
属
す
る
顔
丙
の
特
異
な
位
置
を
看
取

す
べ
き
で
あ
る
︒
蓋
し
︑﹁
無
字
﹂
の
参
究
に
集
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
看
話
﹂
の
実
践
は
︑
も
は
や
在
家
エ
リ
ー
ト
階
層
の
人
々
が
日
常
生
活
の
中

で
為
し
得
る
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒（
同
︑
一
一
七
～
八
頁
）

　

前
川
亨
氏
の
論
文
の
目
的
は
以
上
の
三
つ
に
あ
る
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
意
図
は
別
に
あ
る⑫

と
言
っ
て
よ
い
が
︑
そ
の
こ
と
は
前
川
亨
氏
の
論
文
自

体
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
が
︑
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
た
本
論
文
で
あ
る
以
上
︑
顔
丙
の
著
作
の
性
格
は
注
意
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
︒

　

だ
が
︑
私
は
金
沢
文
庫
管
理
の
﹁
坐
禅
儀
（
＝
初
学
坐
禅
法
）﹂
と
近
年
注
目
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
日
本
達
磨
宗
の
資
料
で
あ
る
﹁
禅
家
説
﹂
の
中
に
﹁
初

学
坐
禅
法
﹂
が
︑
如
如
居
士
の
著
作
か
ら
選
び
取
ら
れ
て
書
写
さ
れ
て
い
た
事
実
は
︑﹁
坐
禅
儀
﹂
の
単
独
の
文
献
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
︒﹁
初
学
坐
禅
法
﹂
が
﹁
坐
禅
儀
﹂
と
改
名
さ
れ
て
い
る
の
も
︑看
話
を
手
段
と
す
る
﹁
坐
禅
﹂
の
説
が
当
時
と
し
て
受
け
入
れ
易
く
︑時
宜
に
か
な
っ

た
面
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
は
鎌
倉
時
代
の
大
慧
派
の
受
容
と
共
に
︑
坐
禅
観
を
考
え
る
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と

思
わ
れ
る
︒
静
中
の
工
夫
に
禅
病
の
克
服
と
そ
の
手
段
に
看
話
が
使
用
さ
れ
︑
そ
の
結
果
は
﹁
真
静
﹂
の
非
日
常
的
な
境
地
へ
到
達
す
る
と
同
時
に
︑
坐



一
〇
一

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

の
み
で
は
な
く
行
住
坐
臥
の
四
威
儀
の
工
夫
へ
と
展
開
し
︑
そ
れ
も
看
話
が
手
段
と
し
て
時
時
に
用
い
ら
れ
て
︑
忽
然
と
漆
桶
を
打
破
し
て
︑
あ
る
い
は

一
念
子
の

地
に
一
破
す
る
な
ど
を
得
て
﹁
大
悟
﹂
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
が
大
慧
宗
杲
の
主
張
に
遡
れ
る
点
は
︑

私
自
身
の
十
分
な
理
解
不
足
を
補
う
と
い
う
こ
と
で
は
︑
一
定
の
成
果
が
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

︻
注
︼

①　

第
一
書
＝
こ
の
を
書
を
冒
頭
に
引
用
し
て
︑
大
慧
宗
杲
の
修
証
論
を
論
じ
た
も
の
に
︑
廣
田
宗
玄
﹁﹁
省
力
﹂
と
﹁
得
力
﹂
に
つ
い
て
│
大
慧
宗
杲
の
修
証
の
構
造
│
﹂

（﹃
禅
学
研
究
﹄
第
一
〇
〇
号
︑
二
〇
二
二
年
三
月
）
が
あ
る
の
で
︑
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
大
慧
の
﹁
得
力
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
大
慧
禅
に
お
け
る
禅
と
念
仏
の
問
題
﹂

（
藤
善
慈
海
編
﹃
禅
と
念
仏
│
そ
の
現
代
的
意
義
﹄
所
収
︑
大
蔵
出
版
︑
一
九
八
三
年
︒﹃
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
﹄
に
移
録
︑
大
蔵
出
版
︑
一
九
九
一
年
）
で
述
べ

た
こ
と
が
あ
る

②　

不
壊
世
間
相
而
談
実
相
＝
こ
の
主
張
の
別
の
根
拠
を
大
慧
が
﹃
維
摩
経
﹄
の
﹁
仏
道
品
﹂（
大
正
蔵
巻
一
四
│
五
四
九
ｂ
）
や
同
じ
く
そ
の
蓮
華
の
喩
え
（
同
）
で
あ

る
こ
と
は
︑
示
し
た
通
り
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
大
慧
法
語
﹄﹁
示
妙
明
居
士
（
李
知
省
伯
和
）﹂
で
は
︑﹁
教
中
所
謂
治
生
產
業
︑
皆
順
正
理
︑
与
実
相
不
相
違
背
︒﹂（
同
︑

九
一
一
ｂ
︑石
井
本
二
一
三
頁
）
と
あ
り
︑﹃
法
華
経
﹄
巻
六
﹁
法
師
功
徳
品
﹂（
大
正
蔵
巻
九
│
五
〇
a
）
を
経
証
と
す
る
︒
更
に
﹃
大
慧
法
語
﹄﹁
示
張
太
尉
（
益
之
）﹂

で
は
︑﹁
仏
自
有
言
︑
不
壊
世
間
相
而
談
実
相
︒
又
云
︑
是
法
住
法
位
︑
世
間
相
常
住
︒﹂（
同
九
〇
六
a
︑
石
井
本
一
八
六
頁
）
と
あ
り
︑
後
者
は
﹁
又
云
﹂
の
﹃
法
華
経
﹄

巻
一
﹁
方
便
品
﹂（
同
︑九
ｂ
）
で
あ
る
か
ら
︑﹁
仏
自
有
言
﹂
も
﹃
法
華
経
﹄
で
あ
ろ
う
か
ら
先
の
﹁
法
師
功
徳
品
﹂
の
取
意
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
の
﹃
大
慧
書
﹄
の
﹁
答

曾
侍
郞
﹂
の
﹁
壊
世
間
相
而
求
実
相
至
求
寂
滅
﹂
を
﹃
栲
栳
珠
﹄
で
は
︑﹃
大
般
若
経
﹄
巻
五
六
〇
﹁
真
如
品
﹂
の
﹁
爾
の
時
︑
善
現
便
ち
仏
に
白も
う
す
︑﹁
云い
か
ん何
が
般
若
波

羅
蜜
多
︑
能
く
世
間
の
諸
法
の
実
相
を
示
す
︒
仏
︑
何
法
を
説
い
て
名
づ
け
て
世
間
と
為
す
﹂︒
仏
︑
善
現
に
告
げ
た
ま
う
︑﹁
仏
︑
五
蘊
を
説
い
て
名
づ
け
て
世
間
と

為
す
︒
甚
深
般
若
波
羅
蜜
多
︑
能
く
世
間
の
色
等
五
蘊
の
変
壊
の
相
無
き
を
示
す
︑
故
に
説
く
︑
般
若
波
羅
蜜
多
︑
能
く
世
間
の
諸
法
の
実
相
を
示
す
︒
所ゆ

え以
は
何い
か
ん︒

色
等
の
五
蘊
は
自
性
無
き
が
故
に
︑
説
い
て
名
づ
け
て
空
・
無
相
・
無
願
と
為
す
︑
即
ち
真
の
法
界
な
り
︒
空
等
の
法
は
変
壊
有
る
べ
き
に
非
ず
︑
故
に
説
く
︑
般
若

波
羅
蜜
多
︑
能
く
世
間
の
諸
法
の
実
相
を
示
す
︿
爾
時
︑
善
現
便
白
仏
︑
云
何
般
若
波
羅
蜜
多
能
示
世
間
諸
法
実
相
︒
仏
説
何
法
名
為
世
間
︒
仏
告
善
現
︑
仏
説
五
蘊

名
為
世
間
︒
甚
深
般
若
波
羅
蜜
多
能
示
世
間
色
等
五
蘊
無
変
壊
相
︑
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
能
示
世
間
諸
法
実
相
︒
所
以
者
何
︒
色
等
五
蘊
無
自
性
故
︑
説
名
為
空
・
無
相
・

無
願
︑
即
真
法
界
︒
非
空
等
法
可
有
変
壊
︑
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
能
示
世
間
諸
法
実
相
﹀︒﹂（
大
正
蔵
巻
七
│
八
九
三
ｂ
）
を
指
摘
す
る
︒

③　

新
た
な
定
義
＝
伊
吹
敦
氏
の
訳
で
は
﹁
士
大
夫
が
﹁
黙
照
﹂
に
引
き
籠
も
る
の
を
防
ぎ
︑
煩
わ
し
く
複
雑
な
現
実
生
活
の
中
で
﹁
狗
子
無
仏
性
﹂
等
の
公
案
に
参
ず
る



一
〇
二

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

こ
と
に
よ
っ
て
真
実
の
悟
り
の
体
験
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
禅
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

④　

掉
挙
＝
最
近
の
論
と
し
て
︑
水
野
和
彦
﹁
禅
定
を
妨
げ
る
煩
悩
│
掉
挙
に
つ
い
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
所
説
を
中
心
に
│
﹂（﹃
禅
学
研
究
﹄
第
一
〇
〇
号
︑
二
〇
二
二
年
三
月
）

が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑤　

寒
灰
枯
木
︙
︙
＝
一
般
に
以
下
に
休
去
・
歇
去
・
一
念
万
年
去
の
三
つ
を
加
え
て
七し
ち
こ去
と
い
い
︑
石
霜
慶
諸
（
八
〇
七
│
八
八
八
）
の
説
と
さ
れ
る
︒﹃
聯
燈
会
要
﹄

巻
二
二
﹁
九
峰
道
虔
章
﹂（
続
蔵
巻
一
三
六
│
三
九
五
左
下
）
参
照
︒﹃
宏
智
頌
古
﹄
九
六
則
﹁
九
峰
不
肯
﹂
に
﹁
休
去
・
歇
去
・
一
念
万
年
去
・
寒
灰
枯
木
去
・
一
條

白
練
去
﹂（
名
著
普
及
会
本
一
一
八
頁
）
に
五
去
が
説
か
れ
る
︒

⑥　

往
年
︙
︙　

紹
興
四
年
（
一
一
三
四
）
の
大
慧
の
雪
峰
山
の
真
歇
清
了
派
の
批
判
と
看
話
禅
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
し
ば
し
ば
言
及
し
て
き
た
が
︑
最
近
の
論
に
﹁
北

宋
末
・
南
宋
初
の
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
│
﹁
沂
州
道
楷
塔
銘
﹂
の
発
見
を
て
が
か
り
と
し
て
│
﹂（﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
三
二
号
︑
二
〇
二
〇
年
）
が
あ
る
︒

黙
照
禅
か
ら
大
慧
の
黙
照
邪
禅
批
判
が
正
鵠
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
︑
当
然
問
題
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
眉
を
閉
じ
眼
を
合あ
わ
せ
て
妄
想
を
作
す
﹂
の
が
黙
照
禅

で
は
な
い
こ
と
は
︑
し
ば
し
ば
言
及
し
て
き
た
︒
一
応
︑﹃
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
﹄
で
︑
宏
智
正
覚
と
真
歇
清
了
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
お
い
た
︒
近
年
の
真
歇
清
了
に

関
す
る
成
果
に
︑
若
山
悠
光
氏
の
﹁﹃
真
州
長
蘆
了
和
尚
劫
外
録
﹄
定
本
作
成
の
試
み
︰
カ
ラ
ホ
ト
本
を
底
本
と
し
︑
訓
読
文
を
付
す
﹂（﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄

第
二
五
号
︒
二
〇
一
三
年
）︑﹁
趙
州
﹁
狗
子
仏
性
話
﹂
の
展
開
︰
真
歇
清
了
に
よ
る
表
詮
と
遮
詮
の
統
合
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
第
六
三
巻
第
二
号
︑二
〇
一
五
年
）︑

﹁
大
慧
宗
杲
の
黙
照
禅
批
判
と
真
歇
清
了
﹂（﹃
駒
澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
﹄
第
四
八
号
︑
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
︒

⑦　

別
本
＝ 

目
録
は
一
二
巻
で
︑﹃
重
刊
増
広
如
如
居
士
三
教
大
全
語
録
﹄
で
あ
り
︑
今
回
の
三
本
に
相
当
す
る
部
分
を
金
沢
文
庫
の
道
津
綾
乃
氏
か
ら
以
前
に
コ
ピ
ー
を

送
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
恐
ら
く
両
足
院
に
所
蔵
さ
れ
る
明
版
と
思
わ
れ
る
が
︑道
津
氏
に
多
大
の
ご
迷
惑
を
か
け
て
入
手
経
路
を
調
査
し
て
い
た
だ
い
た
が
︑

年
を
経
て
い
る
為
に
現
時
点
で
は
不
明
と
の
返
事
を
い
た
だ
い
た
︒
こ
の
正
確
な
書
誌
に
関
し
て
は
待
考
と
す
る
が
︑谷
村
文
庫
本
よ
り
誤
植
が
少
な
く
文
字
は
美
し
く
︑

版
木
の
布
施
者
の
中
国
名
も
多
く
知
ら
れ
る
の
を
考
慮
し
て
校
訂
に
使
用
し
た
︒

⑧　

公
案
を
集
約
す
る
︙
︙
＝
小
川
隆
氏
は
﹃
無
門
関
﹄
が
日
本
で
重
宝
さ
れ
た
理
由
を
︑
文
字
禅
を
代
表
し
︑
百
則
に
及
ぶ
﹃
碧
巌
録
﹄
に
対
し
て
︑
公
案
数
が
少
な
く
︑

安
易
に
公
案
が
学
べ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
︒
あ
た
か
も
︑﹃
十
八
史
略
﹄
が
日
本
で
は
や
り
︑
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
と
似
て
い
る
と
す
る
︒
中
国

に
は
伝
統
的
な
古
典
の
﹃
史
記
﹄
や
﹃
漢
書
﹄
な
ど
が
存
在
し
︑﹃
十
八
史
略
﹄
は
田
舎
の
子
供
向
け
の
書
と
し
か
み
て
い
な
い
の
も
か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
は 

漢
文
学
習

用
の
テ
キ
ス
ト
し
て
重
宝
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

⑨　

無
学
祖
元
︙
︙
＝
小
川
隆
氏
の
教
示
に
よ
る
︒
よ
り
詳
し
い
経
過
は
︑﹃
仏
光
国
師
語
録
﹄
巻
九
の
﹁
告
香
普
説
﹂（
大
正
蔵
巻
八
〇
│
二
二
七
ｃ
～
二
二
八
ａ
）
参
照
︒



一
〇
三

大
慧
宗
杲
の
静
中
の
工
夫
に
つ
い
て
─
如
如
居
士
の
説
を
て
が
か
り
と
し
て
─
（
石
井
）

⑩　

趙
州
無
字
の
接
化
の
方
法
＝
道
元
の
﹁
仏
性
﹂
に
展
開
す
る
話
は
︑真
字
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
一
一
四
則
﹁
狗
子
仏
性
﹂
の
﹁
僧
問
趙
州
︑狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
州
云
︑有
︒

僧
云
︑
既
有
︑
為
什
麼
却
撞
入
這
箇
皮
袋
︒
州
云
︑
為
他
知
而
故
犯
︒
有
僧
問
︑
狗
子
還
有
仏
性
也
無
︒
州
云
︑
無
︒
僧
云
︑
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
︒
狗
子
為
什
麼
却
無
︒

州
云
︑
為
伊
有
業
識
在
︒﹂
で
あ
る
︒
出
典
は
﹃
宏
智
頌
古
﹄
一
八
則
﹁
趙
州
狗
子
﹂（
名
著
普
及
会
本
八
八
頁
）
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
多
く
の
成
果
が
あ
る
が
︑
平

野
宗
浄
﹁
狗
子
無
仏
性
の
話
を
め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
禅
学
研
究
﹄
六
二
号
︑
一
九
八
三
年
）
を
参
考
に
挙
げ
て
お
こ
う
︒

⑪　
﹁
士
大
夫
方
便
修
行
﹂
＝
士
大
夫
方
便
修
行
と
は
︑
十
四
種
の
人
々
に
ま
と
め
ら
れ
た
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
前
川
亨
氏
の
論
文
で
は
︑﹁﹁
士
大
夫
方
便
修
行
﹂
の
項
に
﹁
見

性
成
仏
﹂
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
︑﹁
看
話
﹂
へ
の
言
及
が
全
く
含
ま
れ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
だ
︒
も
し
大
慧
が
﹁
士
大
夫
方
便
修
行
﹂
の
題
の
下
に
同
様
の
文
章
を
書
い
た
と

す
れ
ば
︑
必
ず
や
こ
こ
に
﹁
無
字
﹂
の
参
究
を
特
筆
大
書
し
た
に
違
い
な
い
﹂（
同
︑
一
一
七
頁
）
と
極
め
て
興
味
あ
る
発
言
が
見
ら
れ
る
︒

⑫　

別
に
あ
る
＝
前
川
亨
氏
の
論
文
は
︑
大
慧
禅
と
顔
丙
の
禅
の
区
別
さ
れ
る
禅
の
特
色
を
述
べ
る
も
の
で
︑﹁
結
語
﹂
に
よ
れ
ば
︑
中
国
禅
宗
史
を
︑﹁
定
着
﹂﹁
伝
播
﹂﹁
再

建
﹂
を
︑
従
来
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
顔
丙
の
﹁
金
剛
経
注
﹂
な
ど
の
著
作
の
新
た
な
分
析
を
通
し
て
︑﹁
禅
語
録
﹂
の
終
焉
を
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒

前
川
亨
氏
の
語
で
い
え
ば
︑﹁
特
定
の
禅
者
と
特
定
の
禅
者
と
の
間
で
一
回
的
に
︑
か
つ
双
方
向
的
に
︑
音
声
を
介
し
て
成
立
し
て
い
た
唐
代
の
﹁
禅
語
録
﹂
の
言
悟
空

間
は
︑
音
声
を
介
在
せ
し
め
ず
に
文
字
に
よ
っ
て
音
声
と
類
似
の
効
果
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
大
慧
の
段
階
を
経
て
︑
再
び
音
声
を
媒
体
と
す
る
顔
丙
の
儀
礼
的
な
文

件
類
の
言
悟
空
間
に
到
達
し
た
︒
し
か
し
こ
の
時
︑
音
声
の
も
つ
機
能
は
︑
唐
代
の
﹁
禅
語
録
﹂
の
そ
れ
と
は
対
照
的
な
も
の
に
転
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
﹂（
同

一
一
五
～
六
頁
）
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
か
︒




