
は
じ
め
に

道
元
が
宗
門
の
正
伝
と
し
て
そ
の
師
天
童
如
浄
か
ら
伝
え
た
教
え
は
、

参
見
知
識
の
は
じ
め
よ
り
、
さ
ら
に
焼
香
・
礼
拝
・
念
仏
・
修
俄
・
看
経

を
も
ち
ゐ
ず
、
た
だ
し
打
坐
し
て
身
心
脱
落
す
る
こ
と
を
え
よ
。

（
「
辨
道
話
」
）

で
あ
り
、
こ
れ
を
「
祇
管
打
坐
」
の
教
え
と
い
う
。
そ
も
そ
も
の
初
め
に
こ
の

様
な
方
法
論
の
提
示
が
あ
る
の
で
、
学
問
的
研
究
の
対
象
と
し
て
道
元
を
見
て

い
こ
う
と
す
る
者
、
言
い
換
え
れ
ば
実
際
に
坐
禅
を
す
る
の
で
な
く
単
に
知
的

理
解
に
よ
り
道
元
を
読
ん
で
い
こ
う
と
す
る
者
は
、
い
つ
で
も
心
の
底
に
お
い

て
は
あ
る
種
の
つ
ま
ず
き
を
感
ず
る
こ
と
に
な
る
。

和
辻
哲
郎
も
そ
の
論
文
『
沙
門
道
元
』
で
、
「
禅
に
つ
い
て
門
外
漢
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

お
前
が
、
特
に
坐
禅
を
力
説
し
た
道
元
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ

る
か
」
を
ま
ず
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
和
辻
が
い
か
に
答
え
る
か
と

言
え
ば
、
ま
ず
、
道
元
は
現
に
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
多
量
な
説
教
の
書
に
よ

っ
て
そ
の
真
理
を
伝
え
得
る
と
信
じ
て
い
た
、
つ
ま
り
一
切
の
論
理
的
表
現
が

可
能
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
す
る
。
そ
し
て
し
か
し
、
道
元
の
そ
の
言
葉
を
理
解

し
得
る
た
め
に
は
坐
禅
工
夫
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
体
得
が
必
要
で
あ

道
元
に
お
け
る
坐
禅
の
意
義
に
つ
い
て

り
、
「
よ
ろ
し
い
、
我
々
は
坐
禅
し
冥
想
す
る
」
と
高
ら
か
に
宣
せ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
い
ま
だ
自
ら
体
得
し
て
い
な
い
の
で
、
道
元
の
心
境
を
憧
慢
し
、
そ

の
言
葉
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
形
で
論
文
を
書
く
の
だ
、
と
も
言
う
・
こ
こ
に
は
、

威
勢
の
よ
い
言
葉
の
裏
に
、
宗
教
的
真
理
に
対
す
る
謙
虚
さ
、
断
念
が
既
に
あ

る
の
だ
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
和
辻
に
と
っ
て
、
哲
学
と
区
別
さ
れ
た

２

宗
教
、
そ
の
非
合
理
的
真
理
の
理
解
に
は
、
体
得
が
必
須
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
道
元
を
論
じ
て
い
く
に
先
立
っ
て
問
題
に
な
る
知
的
理
解

と
実
践
の
関
り
と
い
う
こ
の
問
題
に
一
つ
の
見
通
し
を
得
た
い
。
そ
の
場
合
、

我
々
が
つ
き
あ
た
る
坐
禅
が
そ
も
そ
も
道
元
に
と
っ
て
い
か
な
る
も
の
な
の

か
、
を
考
え
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
す
る
。
そ
の
坐
禅
が
言
葉
に
よ
っ
て
表
現

で
き
な
い
体
験
を
も
た
ら
す
も
の
と
す
れ
ば
、
我
交
は
外
側
か
ら
そ
の
輪
郭
を

明
ら
か
に
で
き
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
道
元
は
如
浄
の
下
で
ひ

た
す
ら
坐
禅
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
身
心
脱
落
」
の
体
験
を
得
た
と
言
わ
れ
る

の
だ
か
ら
、
ま
ず
そ
の
体
験
が
い
か
な
る
も
の
か
を
外
側
か
ら
あ
る
程
度
明
ら

か
に
し
た
い
。
そ
し
て
し
か
し
実
は
、
道
元
自
身
の
問
題
を
追
っ
て
い
く
と
、

そ
の
よ
う
な
坐
禅
と
は
や
や
違
っ
た
坐
禅
が
そ
の
後
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
併
せ
て
論
者
の
問

倉
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題
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
身
心
脱
落
、
そ
の
１

如
浄
の
下
で
ひ
た
す
ら
坐
禅
す
る
と
こ
ろ
に
得
ら
れ
た
「
身
心
脱
落
」
の
体

験
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
特
に
こ
の
時
の
体
験
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
も
の
は
な
く
、
「
辮
道
話
」
や
「
正
法
眼
蔵
、
現
成
公
按
」
な
ど
に
ょ

、
、
、
、
、
、

っ
て
、
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
「
身
心
脱
落
」
と
は
、
凡
夫
の
吾
我
と
し
て
の

、
、

、
、
、
、
、

身
心
を
滅
却
し
て
同
時
に
本
来
の
身
心
が
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
落
着

３

す
る
、
と
さ
れ
る
。
吾
我
と
し
て
の
身
心
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
脱
落
す

る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
ど
う
な
る
の
か
。

「
辮
道
話
」
の
「
身
心
脱
落
」
と
は
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

こ
の
坐
禅
人
、
曜
爾
と
し
て
身
心
脱
落
し
、
従
来
雑
稔
の
知
見
思
量
を
誠

、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
Ｊ
１４

断
し
て
、
天
真
の
仏
法
に
証
会
し
、
（
中
略
）
仏
事
を
助
発
し
云
べ

こ
こ
で
は
、
従
来
の
知
見
思
量
、
凡
夫
が
自
己
中
心
的
に
窓
意
的
な
思
い
測

り
を
す
る
こ
と
が
裁
断
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
仏
法
に
証
会
し
（
「
証
悟
」
）
、

仏
事
を
行
な
っ
て
い
く
（
「
仏
行
」
）
と
説
か
れ
る
。
裁
断
さ
れ
る
凡
夫
の
知

見
思
量
と
は
、
脱
落
さ
れ
る
べ
き
心
の
側
面
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
身
に
つ
い
て
は
い
か
に
言
わ
れ
る
か
。

「
現
成
公
按
」
に
よ
れ
ば
、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

万
法
に
証
せ
ら
る
上
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
を
よ
び
他
己
の
身
心
を
し

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。
悟
迩
の
休
欧
な
る
あ
り
、
休
歌
な
る
悟
迩
を
長

⑤

々
出
な
ら
し
む
。

身
心
脱
落
の
結
果
は
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
証
と
は
我
々
が
我

を
失
っ
て
万
法
に
充
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
万
法
に
触
れ
得
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
身
心
脱
落
と
は
、
自
己
の
身
心
と
共
に
他
己
の
身
心
も
脱
落
す

る
の
で
あ
る
と
は
、
自
己
と
他
己
の
分
別
が
取
り
払
わ
れ
る
よ
う
に
証
が
あ

り
、
自
己
の
身
心
は
我
の
所
有
物
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
他
己
さ
ら
に
は
世
界

の
万
物
に
よ
り
近
し
い
も
の
と
し
て
、
外
な
る
万
物
と
同
じ
地
平
に
現
れ
て
く

る
、
そ
し
て
す
で
に
そ
こ
に
私
の
意
識
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
空
隙
を

自
己
の
身
心
Ⅱ
他
己
の
身
心
Ⅱ
万
法
が
充
た
す
よ
う
に
現
れ
、
そ
れ
は
身
心
を

通
路
と
し
て
万
法
が
近
承
に
披
け
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
さ
に
身
心
が

開
披
さ
れ
た
の
だ
と
も
言
え
、
そ
れ
を
本
来
の
身
心
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
、
と
理
解
の
筋
が
辿
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
の
問
に
合
せ
た
形
で
ま
と
め
れ
ば
、
脱
落
さ
る
べ
き
吾
我
と
し
て
の
身
心

と
は
、
心
的
な
側
面
で
言
え
ば
凡
夫
の
自
己
中
心
的
な
窓
意
的
な
思
い
測
り
、

身
的
な
側
面
で
言
え
ば
や
は
り
凡
夫
の
自
己
中
心
的
な
自
ら
の
身
体
へ
の
執
着

で
あ
る
。
そ
れ
が
脱
落
す
る
と
は
、
坐
禅
す
る
と
こ
ろ
に
自
ら
の
体
験
と
し
て

の
承
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
は
、
万
法
が
近
み
に
披
け
て
く

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
従
来
の
隔
て
ら
れ
て
い
た
世
界
が
新
た
な
面
貌
の
下
に

現
れ
る
、
そ
れ
を
荘
厳
し
て
仏
法
、
仏
の
輝
き
を
有
す
る
存
在
に
証
会
す
る
と

言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
又
万
法
が
披
け
る
と
は
身
心
を
通
し
て
で
あ

り
、
身
心
が
近
み
に
披
け
た
の
だ
と
も
言
え
、
そ
れ
は
本
来
の
身
心
が
凡
夫
の

身
心
に
取
っ
て
代
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

本
来
の
身
心
は
再
び
「
身
心
」
で
あ
る
の
で
、
脱
落
さ
る
べ
き
身
心
と
紛
れ

や
す
い
が
、
例
え
ば
心
に
つ
い
て
、
「
辮
道
話
」
に
「
心
性
大
総
相
」
を
肯
定

的
に
説
い
て
、

、
、

一
切
諸
法
、
万
象
森
羅
と
も
に
た
型
こ
れ
一
心
に
し
て
、
こ
め
ず
か
ね
ざ

６

る
こ
と
な
し
。
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と
言
わ
れ
る
「
心
」
と
は
、
仏
の
心
、
本
来
の
心
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
し
か
し
、
以
上
考
察
し
て
き
た
身
心
脱
落
の
脱
落
さ
る
べ
き
身
の
側
面

に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
と
、
凡
夫
の
自
己
中
心
的
な
身
体
へ
の
執
着
を
滅
却
す

る
と
は
果
し
て
真
に
身
に
関
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
の
身
心
脱
落
は
、
意

識
的
営
ゑ
と
身
体
を
対
照
し
て
言
え
ば
、
意
識
的
営
み
を
滅
却
し
た
と
こ
ろ
に

身
体
が
あ
る
種
の
無
意
識
的
な
る
も
の
の
突
出
の
ご
と
く
現
れ
た
、
あ
る
い
は

身
体
と
は
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
は
世
界
に
つ
ら
な
る
通
路
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
自
体
す
で
に
私
の
意
識
の
外
の
物
の
世
界
に
よ
り
近
し
い
も
の
で
あ
っ

た
、
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
脱
落
さ
る
べ
き
も
の
は
意
識
的

営
み
と
し
て
の
心
だ
け
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
道
元
の
「
身
心
脱
落
」
と
は
如
浄
の
「
心
塵
脱
落
」
の

聞
き
違
い
で
あ
っ
た
、
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
説
を
出
さ
れ
た
高
崎
直
道
氏

の
論
に
よ
れ
ば
、
如
浄
に
あ
っ
て
は
「
心
塵
脱
落
」
で
あ
っ
た
の
は
確
か
と
思

わ
れ
る
。
高
崎
氏
は
、
「
宝
慶
記
」
中
の
「
身
心
脱
落
と
は
坐
禅
な
り
。
祇
管

に
坐
禅
す
る
と
き
、
五
欲
（
財
産
・
性
・
食
物
・
名
誉
お
よ
び
睡
眠
の
欲
）
を

離
れ
、
五
蓋
（
貧
欲
・
い
か
り
・
睡
眠
・
心
の
不
安
や
悩
ゑ
お
よ
び
疑
惑
と
い

う
五
つ
の
煩
悩
）
を
除
く
な
り
。
」
を
「
心
塵
脱
落
」
と
い
う
に
よ
り
相
応
し

い
、
と
さ
れ
る
が
、
上
に
考
察
し
て
き
た
「
身
心
脱
落
」
は
こ
の
「
身
心
」
な

ら
ぬ
「
心
塵
脱
落
」
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
高
崎
氏
は
、
道
元
の
「
身
心

脱
落
」
は
「
心
塵
脱
落
」
に
比
べ
て
そ
の
哲
学
の
深
さ
を
倍
加
し
た
、
と
さ

れ
、
諸
法
無
我
の
理
の
体
得
と
い
う
こ
と
で
身
心
脱
落
を
説
か
れ
る
が
、
そ
れ

は
結
局
自
己
と
万
法
の
相
即
融
合
、
感
応
道
交
へ
と
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

７な
る
の
で
あ
り
、
上
に
提
出
し
た
疑
問
、
世
界
の
披
け
が
問
題
に
な
る
限
り
、

そ
れ
は
身
体
を
通
し
て
あ
る
い
は
身
体
と
し
て
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
身
体
は

上
に
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
心
塵
脱
落
と
は
言
え
て
も
、
身
脱
落
の

意
味
が
未
だ
明
ら
か
に
は
解
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
考
え
て
い
く
手
掛
り
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
が
、
天
福
元
年
浄
書
本
「
普
勧
坐
禅
儀
」
と

「
学
道
用
心
集
」
に
の
み
現
れ
る
「
十
分
の
会
」
．
半
の
証
」
で
あ
る
。

道
元
の
宋
か
ら
帰
国
後
初
め
て
の
著
作
た
る
天
福
元
年
浄
書
本
「
普
勧
坐
禅

儀
」
に
、
後
の
流
布
本
で
は
削
除
さ
れ
る
箇
所
に
、
「
禅
定
」
に
よ
り
得
ら
れ

る
成
果
を
二
つ
の
段
階
に
分
け
て
説
い
て
い
る
。
禅
定
の
と
こ
ろ
に
先
ず
「
十

分
の
会
」
の
段
階
が
あ
り
、
次
い
で
．
半
の
証
」
の
段
階
が
あ
る
、
と
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
切
の
時
に
お
い
て
、
定
力
を
護
持
し
、
こ
れ
を
参
究
し
て
上
関
を
超
ゆ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
に
、
本
と
擦
る
べ
き
な
し
、
こ
れ
を
証
放
し
て
自
ら
に
擬
へ
ら
る
上

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
、
所
以
に
未
だ
留
ら
ず
、
乃
ち
道
の
十
成
也
。
誠
に
禅
定
の
一
門
、
最

、
、
、
、

、
、
、
、

も
高
勝
た
り
。
先
づ
十
分
の
会
を
以
て
挙
し
、
次
に
一
半
の
証
を
転
じ
来

８

る
、
只
だ
此
の
法
に
在
り
。

「
十
分
の
会
」
と
は
、
参
究
す
る
と
こ
ろ
に
上
関
を
超
え
る
と
は
、
前
節
で
考

察
し
て
き
た
、
証
悟
を
得
る
こ
と
と
し
て
の
身
心
脱
落
を
す
る
こ
と
、
そ
の
結

果
は
証
悟
の
世
界
に
主
体
が
す
っ
か
り
吸
収
さ
れ
尽
し
て
し
ま
い
、
本
と
拠
る

べ
き
な
し
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
．
半
の
証
」
と
は
、
十
分
の
会
の
証

悟
を
放
下
す
る
と
こ
ろ
に
「
自
」
に
擬
え
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
証
悟
の
世
界
に

す
っ
か
り
吸
収
さ
れ
て
い
た
主
体
が
一
箇
半
筒
の
存
在
と
し
て
、
拠
る
べ
の
な

い
と
い
う
不
足
の
中
か
ら
再
び
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
、
そ
れ
は
し
か
し
一
半
の

脱
落
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
は
そ
の
ま
ま
残
る
。
な
ぜ
身
心
脱
落
な

の
か
、
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

二
、
身
心
脱
落
、
そ
の
２
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存
在
と
し
て
で
あ
る
か
ら
決
し
て
全
体
の
中
に
安
ら
う
あ
り
方
を
持
つ
の
で
は

な
く
、
未
だ
留
ら
ず
と
言
わ
れ
る
。

「
学
道
用
心
集
」
の
「
十
分
の
会
」
．
半
の
悟
」
は
、
「
向
道
」
（
仏
法

の
涯
際
を
了
ず
る
こ
と
、
仏
道
の
様
子
を
明
む
る
こ
と
）
に
お
い
て
言
わ
れ

る
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

、

、
、

、

仏
道
は
人
々
の
脚
眼
下
也
、
道
に
畷
へ
ら
れ
て
当
処
に
明
了
し
、
悟
に
畷

、
、

、
、
、
、

へ
ら
れ
て
当
人
に
円
成
す
。
是
に
因
り
て
縦
ひ
十
分
の
会
を
挙
す
と
雌

、
、
、
、

９

も
、
猶
ほ
一
半
の
悟
に
落
つ
る
か
、
是
れ
則
ち
向
道
の
風
流
也
。

こ
こ
で
も
、
仏
道
の
中
に
す
っ
か
り
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
が
「
十
分
の
会
」

で
あ
り
、
当
人
に
円
成
し
た
限
り
の
悟
が
．
半
の
悟
」
で
あ
る
。
仏
道
と
当

人
の
関
係
、
あ
る
い
は
仏
道
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
証
悟
で
あ
る
か
ら
、
証
悟

と
当
人
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
十
分
の
会
」
す
な
わ
ち
証
悟
の
世
界
に
吸
収
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
前
節
の
身
心
脱
落
（
あ
る
い
は
正
確
に
は
心
塵
脱
落
）
で
あ
る

と
し
た
ら
、
そ
の
次
に
来
る
．
半
の
証
悟
」
と
は
証
悟
の
世
界
か
ら
主
体
に

戻
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
前
節
で
考
え
た
よ
う
に
身
体
が
証
悟
の
世
界
へ
の

通
路
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
証
悟
を
放
下
す

る
と
は
こ
の
身
体
を
放
下
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
心
塵
脱
落
を
こ
え
て
真
に
身

心
脱
落
と
い
え
る
事
態
が
こ
こ
に
よ
う
や
く
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
予

想
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
「
普
勧
坐
禅
儀
」
に
お
い
て
「
身
心
脱
落
」
が
ど
の
よ
う
に
説
か

れ
る
か
。、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

言
を
尋
ね
語
を
逐
ふ
の
解
行
を
翻
し
、
光
を
廻
し
照
を
返
す
の
退
歩
を
須

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
⑩

ゐ
よ
、
自
然
に
身
心
脱
落
し
、
本
来
面
目
現
前
せ
ん
。

尋
言
逐
語
の
解
行
と
は
、
言
葉
に
よ
る
分
別
を
も
っ
て
あ
れ
こ
れ
思
い
測
る

凡
夫
の
心
の
あ
り
方
を
言
う
。
廻
光
返
照
の
退
歩
と
哩
外
に
向
う
光
を
自
ら

に
向
け
直
す
こ
と
、
自
己
を
学
ぶ
こ
と
、
そ
れ
が
坐
禅
を
行
な
う
こ
と
の
中
で

な
さ
れ
る
。

、
、
、
、

退
歩
返
照
し
て
、
自
然
に
一
片
を
打
成
す
、
是
れ
乃
ち
物
に
転
ぜ
ら
れ
、

伽

能
く
其
物
を
転
ず
る
の
手
段
也
。
（
「
典
座
教
訓
」
）

退
歩
返
照
す
る
と
こ
ろ
に
、
物
に
転
ぜ
ら
れ
、
物
を
転
ず
る
こ
と
が
結
果
す

る
。
物
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
は
前
節
で
見
た
万
法
が
開
披
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
に

対
し
物
を
転
ず
る
と
は
上
で
見
た
一
筒
半
箇
の
主
体
が
能
動
的
に
法
（
存
在
）

に
関
っ
て
い
く
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
併
せ
持
っ
た
も
の
と
し
て
退
歩
返
照
の
結、

果
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
上
の
予
想
、
万
法
の
開
披
と
い
う
証
悟
を
さ

、
、

ら
に
放
下
す
る
と
こ
ろ
に
身
心
脱
落
が
成
り
立
つ
の
で
は
、
は
単
純
に
は
言
え

な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
実
は
上
の
「
普
勧
坐
禅
儀
」
の
引
用
の
直
前
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
た
と
え
会
悟
の
豊
か
さ
を
誇
り
、
得
道
明
心
し
て
、
意
気
揚
々
と
仏
道

に
頭
を
突
込
ん
だ
と
し
て
も
（
「
入
頭
の
量
」
が
あ
る
と
し
て
も
）
、
更
に
「
出

身
の
道
」
が
必
要
で
あ
る
。
生
知
た
る
釈
迦
や
証
悟
以
後
の
達
磨
が
更
に
坐
禅

⑫

し
た
こ
と
を
今
人
も
踏
ま
え
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
証
悟
の
世
界
に
頭
を
突
込
ん
だ
こ
と
を
更
に
超
え
て
証
上
の
修
と
し
て
の

坐
禅
を
行
な
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
に
「
身
心
脱
落
」
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
物
に
転
ぜ
ら
れ

る
こ
と
、
証
悟
の
世
界
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
、
物
を
転
じ
て
い
く
こ
と
、
主
体

が
修
し
行
じ
て
い
く
こ
と
を
共
に
含
み
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
証

悟
と
当
人
の
行
の
い
ず
れ
に
強
調
を
置
く
か
に
よ
っ
て
違
っ
た
側
面
が
浮
か
び
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上
ら
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
静
的
な
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
実
は

同
じ
こ
と
の
二
側
面
と
も
言
い
得
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
証
上
の
修
と
し
て
の
坐

禅
が
説
か
れ
た
後
に
「
身
心
脱
落
」
が
説
か
れ
る
時
、
証
悟
の
豊
か
さ
を
も
放

下
し
た
も
の
と
し
て
の
「
身
心
脱
落
」
を
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
「
学
道
用
心
集
」
の
「
身
心
脱
落
」
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
る
か
。

、
、
、
、
、

其
の
風
規
た
る
、
意
根
を
坐
断
し
て
知
解
の
路
に
向
は
ざ
ら
し
む
也
。
是

、
、
、
、
、
、
、
、

れ
乃
ち
初
心
を
誘
引
す
る
の
方
便
也
。
其
の
後
身
心
を
脱
落
し
、
迷
悟
を

、
、

⑬

放
下
す
る
、
第
二
の
様
子
也
。

同
じ
箇
所
で
、
意
根
を
坐
断
す
る
と
こ
ろ
に
は
十
中
八
九
、
勿
然
と
し
て
道

を
見
る
だ
ろ
う
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
道
を
見
る
こ
と
、
あ
る
い
は
道
を
得
る
こ

と
を
証
悟
の
世
界
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
と
同
一
視
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
、
そ
の
証
悟
の
世
界
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
当
に
そ
の

時
に
は
証
悟
に
こ
だ
わ
ら
な
い
あ
り
方
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
証
悟
に
関

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
迷
悟
を
放
下
し
て
、
証
悟
を
さ
ら
に
超
え
た
地
点
で

「
身
心
脱
落
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
元
の
「
身
心
脱
落
」
と
は
、
「
心
塵
脱
落
」
に
よ
り

得
ら
れ
た
証
悟
の
世
界
の
段
階
を
更
に
超
え
て
、
証
悟
の
世
界
に
つ
ら
な
る
身

体
の
豊
か
さ
を
も
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
、
修
し
て
行
じ
て
い
る
主
体
に
ま
で

達
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
「
辮
道
話
」
の
対
句
に
よ
る
表
現
、
「
い
ま
お
し
ふ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
功
夫
辮
道
は
、
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
、
出
路
に
一
如
を
行
ず
る
な
り
。

、
、
、
、

Ａ
ｕ
別
寺

そ
の
超
関
・
脱
落
の
と
き
云
々
」
に
も
、
「
証
」
と
「
行
」
（
修
）
が
対
に
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
「
超
関
」
「
脱
落
」
に
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
身
心
脱
落
」
で
重
要
な
こ
と
は
、
証
悟
の
段
階
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
く
、
更
に
修
し
行
じ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
上
の
「
学
道
用

、
、
、
、
、
、

心
集
」
の
引
用
が
「
向
道
」
す
な
わ
ち
明
了
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た

よ
う
に
、
知
の
契
機
・
意
識
の
営
み
が
入
り
こ
ん
で
く
る
。
こ
こ
で
は
問
題

は
、
意
識
の
営
ゑ
を
滅
却
す
る
と
こ
ろ
に
証
悟
の
世
界
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
は

な
く
、
い
っ
た
ん
の
証
悟
の
後
に
、
証
悟
の
世
界
で
は
人
は
そ
の
世
界
に
吸
収

さ
れ
尽
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
の
ち
に
意
識
的
日
常
に
お
い
て
人
は
い
か
に

⑬

生
き
て
い
く
の
か
、
が
問
題
に
な
る
。

三
、
二
つ
の
坐
禅

以
上
の
「
身
心
脱
落
」
の
考
察
か
ら
、
道
元
の
坐
禅
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

宋
か
ら
帰
国
後
初
め
て
の
著
作
た
る
「
普
勧
坐
禅
儀
」
で
勧
め
ら
れ
る
坐
禅

と
は
、
確
か
に
一
方
で
本
来
的
に
円
通
し
て
い
る
道
、
塵
俟
か
ら
隔
絶
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
全
体
に
関
り
得
る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
言
い
換
え
れ
ば
心
塵

脱
落
す
る
と
こ
ろ
に
証
悟
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
む
る
方
法
で
あ

る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
し
か
し
証
悟
の
後
の
証
上
の
修
と
し
て
、
待
悟
の
坐

禅
で
は
な
く
、
一
つ
の
形
を
と
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
、
前
者
に
偏
す
れ
ば
、
坐
禅
は
手
段
で
は
な

い
と
い
う
批
判
が
投
げ
ら
れ
、
後
者
に
偏
す
れ
ば
、
成
す
こ
と
も
な
く
た
だ
坐

⑬

っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
後
者
の
証
上
の
修
と
し
て
の
坐
禅
が
出
て
く
る

背
景
を
も
う
少
し
見
よ
う
。
前
節
終
り
で
述
べ
た
よ
う
に
、
証
悟
の
体
験
の
後

に
人
は
意
識
的
日
常
に
お
い
て
い
か
に
生
き
る
の
か
、
が
道
元
に
と
っ
て
問
題
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に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
同
じ
く
初

期
に
書
か
れ
た
「
典
座
教
訓
」
中
の
有
名
な
一
挿
話
の
示
す
と
こ
ろ
に
注
目
し

た
い
。

道
元
が
宋
に
着
い
て
ま
だ
船
中
に
滞
在
し
て
い
た
時
、
阿
育
王
山
の
老
典
座

し
い
た
け

（
食
事
係
）
が
そ
の
船
に
日
本
の
椹
を
買
出
し
に
来
る
。
初
め
て
異
国
の
名
刹

の
僧
に
出
会
っ
た
道
元
は
意
気
込
ん
で
教
え
を
乞
お
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の

老
典
座
は
自
ら
の
職
を
大
切
に
し
て
そ
そ
く
さ
と
帰
ろ
う
と
す
る
。
道
元
は
問

う
、
「
御
老
体
は
な
ぜ
坐
禅
辮
道
も
せ
ず
、
古
人
の
話
頭
も
看
な
い
で
、
他
人

の
食
事
の
用
意
な
ど
に
そ
れ
程
力
を
注
い
で
お
ら
れ
る
の
か
、
何
か
よ
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。
」
老
典
座
は
か
ら
か
ら
と
笑
っ
て
、
「
外
国
の
好
人
よ
、
お

前
さ
ん
は
ま
だ
辨
道
の
何
た
る
か
、
文
字
の
何
た
る
か
、
を
知
ら
な
い
ね
。
」

道
元
は
あ
わ
て
て
問
う
、
「
如
何
な
ら
ん
か
こ
れ
文
字
、
如
何
な
ら
ん
か
こ
れ

辮
道
。
」
老
典
座
の
い
わ
く
、
「
も
し
問
う
所
を
さ
え
間
違
え
な
か
っ
た
ら
、

お
の
づ
と
わ
か
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
」
そ
の
時
、
道
元
は
未
だ
何
も
理
解
で
き

⑰

な
か
っ
た
。

こ
の
時
道
元
は
、
坐
禅
辨
道
し
、
古
人
の
話
頭
を
看
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
と

心
の
両
面
の
修
行
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
手
段
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
何
か
輝
や
か
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
証
悟
に
到
り
着
く
こ
と
を
目

指
し
て
い
た
。
確
か
に
そ
れ
は
禅
宗
の
修
行
者
の
目
指
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

「
学
道
用
心
集
」
の
二
大
柱
で
あ
る
「
功
夫
坐
禅
」
と
「
参
師
問
法
」
を
行
な

っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
道
元
が
先
の
問
を
思
わ
ず
発
し
た
時
、

そ
の
問
自
体
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
の
は
、
坐
禅
辨
道
し
て
い
る
こ
と
と
他
人

の
食
事
の
用
意
を
し
て
い
る
こ
と
を
分
け
、
軽
重
を
つ
け
る
自
分
の
考
え
方
の

空
し
さ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
人
が
日
常
の
細
々
と
し
た
営
承
を
行
な
っ

て
い
く
こ
と
の
意
味
と
い
う
問
題
が
、
こ
の
後
の
道
元
に
は
開
か
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
悟
り
以
後
に
す
で
に
日
常
の
営
み
が
否
応
な
く
あ
る

こ
と
、
ま
た
一
方
で
は
自
ら
の
悟
り
が
他
の
人
々
の
日
常
的
営
為
の
上
に
乗
っ

て
い
る
こ
と
の
発
見
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
僧
団
が
一
つ
の
組
織
と
し

て
形
成
さ
れ
た
時
、
坐
禅
辨
道
に
励
む
大
衆
と
は
別
に
、
終
日
彼
ら
の
食
事
の

用
意
に
追
わ
れ
る
人
々
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
を
も
包
承
込
む
よ
う
な
視
点

か
ら
見
ら
れ
た
時
、
坐
禅
す
る
こ
と
と
は
い
か
な
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

如
浄
の
下
で
身
心
脱
落
を
し
て
、
帰
国
し
て
「
典
座
教
訓
」
を
書
い
て
い
る

こ
の
時
に
は
、
坐
禅
辨
道
も
食
事
の
用
意
も
と
も
に
諸
行
の
一
つ
と
見
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
証
悟
の
体
験
に
我
を
忘
れ
て
没
入
し
て
い
た
時
を
通
り
過
ぎ

て
、
こ
の
現
実
に
日
々
の
営
承
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
が
人
の
生
き
る
こ
と
な

ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
営
象
と
し
て
坐
禅
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
そ
の
他
の
様
々
な
細
々
と
し
た
日
常
的
営
為
の
中
の
一
つ
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
日
常
的
営
為
の
中
の
一
つ
と
相
対
化
さ
れ
た
坐
禅
は
必
ず
し
も
行

な
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
坐
禅
だ
け
が
祇
管
（
ひ
た

す
ら
）
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
必
然
性
は
な
い
。
た
だ
し
諸
仏
祖
が
日
常
的
に
坐

禅
を
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
仏
道
を
修
し
行
じ
て
い
く
者
は
こ
の
跡
を
辿
る

こ
と
に
は
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
、
証
悟
以
後
の
現
実
に
お
け
る
諸
行
の
一
つ
と

し
て
の
坐
禅
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
い
っ
た
ん
の
証
悟
の
後
に
言
わ

れ
得
る
も
の
で
、
如
浄
の
下
で
参
学
の
大
事
を
了
え
た
道
元
が
そ
の
後
の
日
常

に
い
か
に
生
き
る
の
か
と
い
う
自
身
の
問
題
に
対
す
る
答
え
と
し
て
与
え
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
相
対
化
さ
れ
た
坐
禅
に
安
息
し
得
る
根
拠
は
、

一
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様
々
な
諸
行
の
根
本
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る
、
証
悟
の
体
験
に
得
ら

れ
た
と
こ
ろ
の
万
法
の
開
披
、
万
法
の
中
に
私
が
吸
収
さ
れ
尽
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
、
世
界
と
の
一
体
感
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
過
し
た
と
い
う
体
験
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
そ
の
体
験
の
上
に
諸
行
の
一
つ
を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
に
安
ら
い
得

る
の
で
あ
ろ
う
。

証
悟
の
体
験
は
一
つ
の
地
盤
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
、
と
言
え
よ
う
。
人
が
そ

の
上
で
行
な
う
す
べ
て
の
営
承
は
世
界
に
、
そ
の
す
べ
て
の
存
在
に
つ
ら
な
る

⑱

の
だ
と
思
え
る
こ
と
。
こ
れ
を
「
信
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
信
」

は
証
悟
の
体
験
の
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
だ
か
ら
、
す
で
に
「
行
」
の
裏
打
ち

を
受
け
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
。

そ
し
て
し
か
し
、
地
盤
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
消
極
的
に
可
能

性
が
置
か
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
上
に
人
が
修
し
行
じ
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
現
実
の
様
々
な
営
み
が
形
あ
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

い
っ
た
ん
の
証
悟
の
体
験
に
身
を
潜
め
得
た
こ
と
で
終
り
に
な
る
の
で
は
な

く
、
い
つ
で
も
新
し
く
修
し
行
じ
る
こ
と
に
よ
り
新
し
く
世
界
が
現
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
証
悟
を
も
た
ら
す
坐
禅
と
諸
行
の
一
つ
で
あ
る

坐
禅
の
関
係
が
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
初
め
坐
禅
は
証
悟
を
目
指
す

も
の
と
し
て
あ
る
、
た
と
え
そ
の
得
ら
れ
方
が
証
悟
を
得
よ
う
と
す
る
意
識
を

滅
却
す
る
よ
う
に
あ
る
と
し
て
も
。
そ
の
坐
禅
す
る
と
こ
ろ
に
思
わ
ず
得
ら
れ

た
証
悟
、
万
法
に
充
た
さ
れ
た
と
感
じ
る
こ
と
は
通
り
過
ぎ
る
一
つ
の
体
験
で

あ
り
、
そ
の
体
験
の
中
で
は
万
法
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
主
体
が
再
び
現
れ
る

時
、
そ
の
主
体
は
自
ら
を
万
法
と
は
全
く
別
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
物
で
も
な

い
よ
う
な
虚
な
る
者
と
し
て
知
り
、
修
し
行
じ
る
こ
と
を
改
め
て
行
な
う
こ
と

に
よ
り
物
に
関
り
、
物
を
転
じ
て
新
し
く
世
界
を
現
出
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な

物
の
一
つ
と
し
て
坐
禅
が
あ
り
（
諸
法
の
一
た
る
坐
禅
、
諸
行
の
一
た
る
坐

禅
）
、
こ
の
坐
禅
は
行
じ
る
と
こ
ろ
に
新
し
く
世
界
を
現
出
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
限
り
、
初
め
の
証
悟
の
世
界
を
現
出
さ
せ
る
坐
禅
の
あ
り
方
を
繰
り
返
す
も

の
と
言
え
る
。
後
者
の
諸
行
の
一
た
る
坐
禅
は
証
悟
を
も
た
ら
す
坐
禅
の
あ
り

方
を
も
含
ん
で
い
る
。

た
だ
し
付
け
加
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ま
ず
、
わ
か
り
や
す

い
例
で
、
諸
行
の
一
た
る
食
事
の
用
意
の
行
に
よ
り
食
物
が
得
ら
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
一
法
の
現
出
で
あ
っ
て
、
し
か
も
証
悟
の
体
験
の
後
だ
か
ら
こ
そ
一
法

を
行
ず
る
こ
と
に
安
ら
い
得
た
。
故
に
、
証
悟
の
後
の
諸
行
が
世
界
を
現
出
さ

せ
る
の
は
、
証
悟
の
世
界
が
全
体
的
に
現
れ
来
っ
た
の
に
比
べ
て
、
限
定
を
受

け
た
繰
り
返
し
だ
と
言
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
諸
行
の
中
で
も
坐
禅
は
、
そ
の
内
容
を
考
え
て
承
る
と
、
そ
れ
は

９１

静
寂
と
薄
明
の
中
で
身
を
死
灰
の
ご
と
く
な
ら
し
む
、
と
か
、
無
の
中
に
動
静

⑩

の
二
相
が
了
然
と
し
て
不
生
で
あ
る
、
と
か
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
・
そ
れ
は
、

証
悟
以
後
の
乏
し
さ
の
主
体
が
修
し
行
じ
物
を
転
じ
て
い
く
（
世
界
を
現
出

さ
せ
る
）
と
言
う
よ
り
、
そ
の
乏
し
い
主
体
の
中
に
じ
っ
と
退
歩
す
る
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
万
法
と
は
全
く
別
の
主
体
、
修
し
行
じ
て
形
を
取
り
始
め

る
以
前
の
、
世
界
の
底
に
潜
ん
で
い
る
主
体
の
中
に
。
そ
の
主
体
と
は
万
法
と

の
対
比
で
い
え
ば
無
な
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
修
し
行
じ
る

こ
と
に
よ
り
す
べ
て
が
現
出
し
て
く
る
。
そ
の
中
に
身
を
潜
め
る
こ
と
が
身
心

脱
落
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
諸
行
の
一
た
る
坐

禅
は
、
他
の
諸
行
が
修
し
行
じ
る
と
こ
ろ
に
諸
法
を
現
出
さ
せ
る
の
に
対
し
、

す
べ
て
外
に
出
る
も
の
を
抑
え
て
、
根
源
に
戻
ろ
う
と
す
る
。
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、
、
、
、

し
か
し
、
以
上
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
諸
行
の
一
た
る
坐
禅
と
い
う
大

ワ
ク
を
動
か
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
源
に
さ
か
の
ぼ

る
と
い
う
あ
り
方
で
新
た
に
そ
こ
に
現
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
の

時
々
の
営
匁
の
一
つ
と
し
て
の
坐
禅
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
身
心
脱
落
」
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
節
で
は
意

識
・
知
の
契
機
を
介
し
て
意
識
的
日
常
に
お
け
る
主
体
の
乏
し
さ
に
つ
い
て

「
身
心
脱
落
」
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
「
身
心
脱
落
」
は
世
界
の
底
に
潜
む
、

そ
の
源
と
し
て
の
主
体
に
つ
い
て
、
し
か
も
意
識
を
滅
却
し
て
そ
こ
に
身
を
潜

め
る
こ
と
と
し
て
述
べ
た
。
坐
禅
に
お
け
る
「
身
心
脱
落
」
の
本
来
の
も
の
は

後
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
坐
禅
を
諸
行
の
一
と
見

る
見
方
と
根
源
に
身
を
潜
め
る
と
見
る
見
方
に
対
応
し
て
い
て
、
証
悟
以
後
の

道
元
が
も
と
と
す
る
の
は
意
識
的
日
常
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
意
識

的
日
常
の
大
ワ
ク
の
中
に
坐
禅
す
る
こ
と
、
本
来
の
「
身
心
脱
落
」
す
る
こ
と

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
意
識
的
日
常
に
お
け
る
主
体
の
乏
し
さ
は
、
そ
の
間
に
知

的
操
作
が
入
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
広
く
「
身
心
脱
落
」
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
、
意
識
的
日
常
に
お
け
る
主
体
の
乏
し
さ
を
支

え
て
く
れ
る
の
は
、
身
を
死
灰
の
ご
と
く
な
ら
し
む
る
坐
禅
に
お
け
る
、
万
法

の
源
で
あ
る
豊
か
さ
を
は
ら
ゑ
な
が
ら
、
万
法
と
は
全
く
別
の
乏
し
さ
の
主
体

に
身
を
潜
め
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
我
々
が
知
的
理
解
に
よ
り
筋
を
辿

っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
意
識
の
営
承
と
し
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

背
後
に
は
、
道
元
に
あ
っ
て
は
、
坐
禅
に
よ
る
豊
か
な
体
得
が
い
つ
で
も
支
え

と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
結
び

以
上
、
道
元
に
お
け
る
坐
禅
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
て
、
諸
行
の
一
つ
と
し

て
の
坐
禅
に
到
り
着
い
た
。
そ
の
坐
禅
の
内
容
を
考
え
て
み
る
と
他
の
諸
行
と

そ
の
性
格
を
殊
に
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
坐
禅
は
や
は
り
諸
行
の
一
つ
と
い
う

大
ワ
ク
で
括
っ
て
し
ま
え
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な

る
か
と
言
え
ば
、
意
識
的
日
常
に
お
け
る
諸
行
と
は
、
意
識
的
主
体
、
万
法
と

は
全
く
別
の
一
筒
の
乏
し
い
主
体
が
一
法
に
出
会
う
と
こ
ろ
に
一
法
を
行
じ
て

側

い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
か
ら
将
来
に
向
け
て
修
し
行
じ
て
そ
の
一
法

（
一
存
在
）
を
現
出
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
過
去
の
体
得
が
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
よ
り
も
、
今
ま
さ
に
そ
れ
を
行
じ
る
か
行
じ
な
い
か
が
問
題

に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。

、

確
か
に
体
得
の
経
験
は
そ
れ
以
後
の
諸
行
に
安
ん
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

く
れ
る
。
道
元
と
同
じ
宗
教
的
世
界
に
生
き
よ
う
と
す
る
者
は
、
坐
禅
を
し
て

こ
の
体
得
の
一
瞬
を
通
り
過
ぎ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
人
の
み
が
「
正

信
」
を
得
て
、
仏
法
に
則
っ
た
仏
の
行
を
心
静
か
に
行
じ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

我
々
は
、
し
か
し
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
諸
行
の
一
つ
と
し
て
坐
禅
を
考
え

る
こ
と
に
よ
り
、
今
こ
こ
に
立
っ
て
坐
禅
す
る
か
、
別
の
諸
行
の
一
つ
を
す
る

か
選
び
得
る
。
坐
禅
す
る
こ
と
を
心
の
安
ら
ぎ
に
と
ど
め
お
い
て
、
あ
く
ま
で

意
識
的
日
常
に
お
い
て
何
事
か
を
行
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
途
も
あ
る
。

そ
し
て
道
元
が
「
正
法
眼
蔵
」
を
書
く
営
孜
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
。
以
上
考
察
し
て
き
た
宋
か
ら
帰
国
直
後
の
時
期
か
ら
十
年
程
後
に
開
始

さ
れ
る
「
眼
蔵
」
の
示
衆
と
は
、
ま
た
言
語
表
現
と
い
う
諸
行
の
一
つ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
我
灸
は
、
表
現
し
て
い
く
こ
と
が
こ
の
現
実
に
日
常
的

に
生
き
て
い
く
営
み
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
を
見
得
る
と
思
わ
れ
る
。
言
葉
が

一
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形
を
持
ち
す
で
に
私
的
な
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
言
葉
を
以
て
道
元
の

営
み
に
参
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
し
か
し
、
そ
の
言
表
が
理
解
の

筋
を
辿
る
よ
う
な
読
み
の
対
象
と
し
て
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
豊
か
さ

を
持
っ
た
全
体
的
と
言
い
得
る
よ
う
な
表
現
と
し
て
あ
る
の
か
、
の
問
題
が
あ

〉
（
》
Ｏ

以
上
の
よ
う
に
道
元
に
お
け
る
坐
禅
の
意
義
を
考
察
し
て
き
た
の
も
、
坐
禅

の
実
践
に
お
け
る
あ
る
種
の
輝
か
し
さ
を
持
っ
た
体
得
と
我
々
の
知
的
理
解
の

関
り
と
い
う
問
題
の
た
め
に
、
理
（
こ
と
わ
り
、
筋
目
）
を
追
う
と
い
う
形
で

道
元
の
初
期
の
思
想
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
筋
目
の
間
に

こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
と
し
て
坐
禅
に
得
ら
れ
る
豊
か
な
体
得
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
し
か
し
坐
禅
の
行
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
営
み
が
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
あ
り
、
我
々
が
こ
れ
か
ら
道
元
を
読
ん
で
い
く
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
言
語
表
現
の
豊
か
さ
を
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
問
題
は
坐
禅
の
実
践
と
知
的
理
解
に
つ
い
て
か
ら
、
知
的
理
解
と
豊
か
な

現
実
に
つ
い
て
へ
と
拡
が
る
。
そ
し
て
道
元
が
大
部
の
「
正
法
眼
蔵
」
を
書
い

て
い
る
こ
と
が
ま
さ
に
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
掛
り
を
も
我
々
に
与
え
て
く
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
了
）

註

（
１
）
岩
波
日
本
思
想
大
系
「
道
元
」
上
一
三
頁
。

（
２
）
以
上
の
和
辻
の
論
に
つ
い
て
は
、
「
和
辻
哲
郎
全
集
」
（
岩
波
書
店
）

第
四
巻
一
五
六
’
一
六
六
頁
参
照
、
傍
点
は
和
辻
。

（
３
）
例
え
ば
杉
尾
玄
有
「
道
元
」
「
講
座
仏
教
思
想
」
（
理
想
社
）
第
六
巻

二
六
三
頁
。

（
４
）
大
系
上
一
四
頁
。
傍
点
は
論
者
、
以
下
同
。

（
５
）
大
系
上
三
六
頁
。

（
６
）
大
系
上
二
四
頁
。

（
７
）
以
上
の
高
崎
氏
の
論
に
つ
い
て
は
、
「
仏
教
の
思
想
、
、
古
仏
の
ま
ね

び
八
道
元
Ｖ
」
（
角
川
書
店
）
四
八
’
五
二
頁
、
一
五
五
’
一
五
九
頁
。

（
８
）
筑
摩
「
道
元
禅
師
全
集
」
下
四
頁
。
原
漢
文
。

（
９
）
全
集
下
二
五
九
頁
。
原
漢
文
。

（
、
）
全
集
下
三
頁
。
原
漢
文
。

（
、
）
全
集
下
二
九
七
頁
。
原
漢
文
。

（
咽
）
全
集
下
三
頁
参
照
。

（
過
）
全
集
下
二
六
○
頁
。
原
漢
文
。

（
皿
）
大
系
上
二
頁
。

（
咽
）
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
上
に
参
照
し
た
杉
尾
氏
の
論
文
が
如
浄
の
普
説

を
引
き
、
「
心
塵
脱
落
」
が
す
で
に
「
身
心
脱
落
」
的
で
あ
る
こ
と
を

、
、

論
じ
て
お
ら
れ
る
が
（
同
二
六
○
頁
）
、
そ
の
普
説
が
「
於
日
用
中
、

六
処
発
現
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

（
焔
）
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
臨
済
看
話
禅
と
曹
洞
黙
照
禅
、
あ
る
い
は
修
証

辺
と
本
分
上
の
対
立
と
し
て
も
論
ぜ
ら
れ
る
。
参
照
、
柏
田
大
禅
「
道

元
禅
師
の
只
管
打
坐
の
真
意
」
雑
誌
「
理
想
」
五
三
一
号
。

（
Ⅳ
）
全
集
下
二
九
八
、
二
九
九
頁
参
照
。

（
旧
）
「
学
道
用
心
集
」
全
集
下
二
六
○
頁
。
「
仏
道
を
修
行
す
る
者
は
、
先

づ
須
く
仏
道
を
信
ず
べ
し
。
仏
道
を
信
ず
る
と
は
、
須
く
自
己
本
と
道

中
に
在
り
て
迷
惑
せ
ず
、
妄
想
せ
ず
、
顛
倒
せ
ず
、
増
減
無
く
、
誤
謬

無
し
と
信
ず
べ
し
。
」
（
原
漢
文
）
・

（
岨
）
「
永
平
広
録
第
八
、
法
語
」
全
集
下
一
六
四
頁
。
「
先
づ
枯
木
死
灰
を

了
め
云
々
」
（
原
漢
文
）
・

（
別
）
「
学
道
用
心
集
」
全
集
下
二
五
九
頁
参
照
。

（
副
）
「
現
成
公
按
」
大
系
上
三
八
頁
。
「
人
も
し
仏
道
を
修
証
す
る
に
、
得

一
法
、
通
一
法
な
り
、
遇
一
行
、
修
一
行
な
り
。
」

一

一

七


