
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
「
身
心
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
見
え
る
。
『
身

心
学
道
』
と
い
う
巻
も
あ
る
。
「
身
心
一
如
」
や
「
身
心
脱
落
」
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
直
ち
に
道
元
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ

で
は
道
元
に
と
っ
て
果
た
し
て
こ
の
「
身
心
」
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
で

あ
ろ
う
か
。
『
身
心
学
道
』
の
巻
の
「
序
文
」
を
中
心
に
二
三
の
問
題
を
考
え

て
承
よ
う
。

（
⑨
色
）

こ
の
句
を
註
す
る
『
聞
解
』
は
、
．
篇
の
序
の
如
し
」
と
云
う
。
そ
れ
で
は

こ
の
句
は
ど
う
い
う
意
味
の
言
葉
で
、
ま
た
こ
の
巻
の
「
序
」
と
し
て
何
を
云

佛
道
は
、
不
道
を
擬
す
る
に
不
得
な
り
、
不
學
を
擬
す
る
に
韓
遠
な
り
。

南
嶽
大
慧
禅
師
の
い
は
く
、
修
證
は
な
き
に
あ
ら
ず
、
染
汗
す
る
こ
と
え

じ
。
佛
道
を
學
せ
ざ
れ
ぱ
、
す
な
は
ち
外
道
・
關
提
等
の
道
に
堕
在
す
。
こ

（
１
４
）

の
ゆ
ゑ
に
、
前
佛
後
佛
か
な
ら
ず
佛
道
を
修
行
す
る
な
り
。

一

『
身
心
學
道
』
の
巻
の
次
の
冒
頭
の
言
葉
か
ら
考
え
て
承
る
。

道
元
の
「
身
心
Ｌ
考

お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
前
半
の
句
の
中
の
「
佛
道
」
と
は
何
か
、
「
不
道
」
、
「
不
學
」
と
は

何
か
、
「
擬
す
る
」
と
は
何
か
の
語
意
か
ら
尋
ね
て
ゑ
よ
う
。
「
佛
道
」
は
云

う
ま
で
も
な
く
、
仏
の
説
い
た
教
え
で
あ
り
、
仏
果
に
至
る
道
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
先
ず
「
佛
道
は
」
と
切
り
出
す
の
に
は
何
か
意
味
は
な
い
の
か
。
と
い
う

の
も
、
特
別
の
意
図
を
以
て
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
身
心
学
道
」
の
示

衆
の
丁
度
一
年
後
に
こ
の
「
佛
道
」
を
主
題
に
し
た
示
衆
が
行
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
次
の
「
不
道
」
、
「
不
學
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
不
は
否
定
、
打

消
し
の
助
字
で
あ
る
か
ら
、
道
す
な
わ
ち
仏
道
、
仏
の
教
え
を
否
定
し
、
ま
た

仏
果
に
至
る
道
を
歩
ま
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
『
私
記
』
等
が
云
う
よ
う
に

（
ｑ
Ｊ
）

「
佛
道
に
あ
ら
ざ
る
外
道
異
學
」
の
こ
と
、
そ
こ
で
「
不
學
」
は
そ
の
仏
道
を

（
４
）

学
習
し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
擬
」
は
お
し
は
か
る
（
「
猯
度
」
）

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
句
全
体
を
通
釈
し
て
承
る
と
、
仏
の
教
え
は
真
理
で
は

な
い
と
否
定
し
、
排
除
し
よ
う
と
し
て
も
、
つ
ま
り
仏
道
以
外
の
外
道
異
学
に

真
理
を
求
め
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は
反

っ
て
仏
道
か
ら
遠
ざ
か
る
、
と
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
修
行
者
に
即
し
て
云
え

ば
、
仏
陀
の
教
え
で
あ
る
真
理
は
深
遠
で
あ
る
か
ら
、
器
量
の
劣
っ
て
い
る
者

伊
東
洋
一
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に
は
到
底
つ
い
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
あ
れ
こ
れ
推
し
量
っ
て
疑

い
迷
っ
て
も
そ
れ
は
で
き
な
い
相
談
で
、
そ
の
疑
い
迷
う
自
分
が
実
は
仏
道
の

中
に
い
る
の
で
あ
り
、
仏
道
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な

仏
道
の
中
に
い
わ
ば
摂
取
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
敢
て
苦
労
し
て

仏
道
を
学
習
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
ま
た
推
し
量
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
仏
道
の
中
に
い
な
が
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
凡
そ
こ
の

よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
句
は
ど
う
い
う
思
想
の
表
明
で
あ
ろ
う

か
。
道
元
の
云
い
た
い
こ
と
は
何
か
。
い
か
な
る
意
味
で
「
序
」
な
の
で
あ
る

か
。

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
一
切
が
仏
道
の
中
に
あ
り
、
仏
道
に
摂
取
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
聞
解
』
も
「
．
．
…
・
道
は
不
可
須
実
離
…
…
と

云
ふ
意
、
大
道
は
離
れ
と
ふ
て
も
、
離
れ
ら
れ
ぬ
、
一
切
虚
一
切
時
が
道
な
る

（
５
）

故
に
迷
て
も
悟
て
も
、
此
大
道
の
中
を
ぱ
、
不
し
出
也
、
…
・
・
・
」
と
い
い
、
お
そ

ら
く
こ
れ
を
受
け
て
岡
田
宜
法
氏
も
、
「
佛
道
は
圓
通
無
畷
に
し
て
、
廻
避
せ

（
６
）

ん
と
す
る
に
他
な
き
為
で
あ
る
。
こ
れ
佛
道
の
普
遍
性
を
示
さ
れ
て
、
：
…
・
」

と
述
べ
る
。
仏
道
の
真
理
が
さ
ま
た
げ
な
く
、
普
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
と
云

う
の
で
あ
る
。

次
に
後
半
の
句
に
移
る
と
、
そ
こ
で
は
南
嶽
大
慧
禅
師
、
南
嶽
懐
譲
の
「
不

染
汗
の
修
證
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
修
證
は
な
き
に
あ
ら
ず
、
染
汗

す
る
こ
と
え
じ
」
と
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
南
嶽
懐
譲
が
師
の
六
祖
大
鑑
慧
能

と
の
商
量
に
お
い
て
述
べ
た
言
葉
で
、
そ
の
意
味
は
修
行
と
証
悟
は
な
い
訳
で

は
な
い
、
染
汗
つ
ま
り
修
行
の
結
果
と
し
て
証
悟
を
得
る
と
い
っ
た
修
行
と
証

悟
を
分
け
て
二
つ
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
で
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
見

方
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
は
前
半
の
句
と
ど
う

つ
な
が
る
の
か
。
お
そ
ら
く
前
半
の
説
明
の
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
仏

道
学
習
乃
至
仏
道
修
行
と
修
証
と
が
ど
う
結
び
つ
く
の
か
。
前
半
は
仏
道
の
普

遍
性
で
あ
り
、
そ
の
仏
道
の
学
習
乃
至
修
行
も
佛
道
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
、
つ

ま
り
仏
道
と
学
習
と
は
二
で
な
い
、
そ
れ
は
学
（
習
）
（
佛
）
道
と
し
て
一
で

あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
思
想
を
修
行
と
証
悟
を
例
に
し
て

述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
二
見
格
別
の
打
破
の
思
想
と
呼
ぶ
こ
と
も
で

き
る
。
と
に
角
こ
の
道
理
を
把
握
し
な
け
れ
ば
外
道
に
堕
ち
成
仏
も
で
き
な
い

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
に
以
前
の
仏
も
将
来
の
仏
も
一
切
の
仏
祖
は
皆
こ
の
道

理
に
立
っ
て
き
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
後
半
の
句
の
意
味
と
な
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
コ
篇
の
序
」
と
し
て
の
以
上
の
句
は
、
学
習
と
仏
道

（
仏
道
を
学
習
す
る
、
学
習
仏
道
）
あ
る
い
は
学
と
道
、
修
行
と
証
悟
あ
る
い

は
修
と
証
と
二
つ
に
分
別
し
て
見
る
立
場
が
前
仏
後
仏
の
仏
道
の
伝
統
で
な
い

こ
と
、
つ
ま
り
学
と
道
は
、
丁
度
修
と
証
が
不
染
汗
の
修
証
で
あ
る
よ
う
に
、

一
つ
の
も
の
と
見
ら
れ
て
「
学
道
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で

あ
れ
ば
こ
の
巻
が
述
べ
よ
う
と
す
る
「
身
心
学
道
」
の
意
味
も
亦
自
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
身
心
は
身
と
心
の
二
者
対
立
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
な

く
、
身
心
と
し
て
一
つ
で
あ
り
、
更
に
身
心
学
道
も
身
心
と
学
道
と
分
け
ら
れ

る
の
で
な
く
、
身
心
学
道
と
し
て
一
つ
で
あ
る
と
云
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
の

予
想
が
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
に
『
啓
迪
』
も
そ
の
こ
と
を
確
め
る
。

『
啓
迪
』
は
先
ず
不
染
汗
の
修
証
と
身
心
学
道
の
関
係
を
註
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
修
証
の
修
は
身
に
か
か
る
、
証
は
心
に
か
か
る
、
こ
れ
は
互
い

持
ち
で
あ
る
。
片
方
で
は
立
た
ぬ
。
身
に
修
す
る
行
履
が
真
実
だ
と
、
心
の
得

証
も
ま
た
真
実
に
な
る
、
そ
こ
を
証
と
い
う
。
ま
た
心
に
認
得
が
あ
っ
て
、
も

は
や
動
か
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
が
で
き
れ
ば
、
身
行
が
確
然
と
立
つ
、
こ
れ
を
修

三



と
い
う
。
こ
の
二
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
仏
法
じ
ゃ
、
身
心
一
如
の
修
証
と
は

（
句
Ｊ
）

こ
れ
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
で
は
修
証
と
身
心
が
身
修
と
心
証
の
「
互
い
持
ち
」

の
関
係
と
捉
え
ら
れ
、
「
身
心
一
如
の
修
証
」
と
さ
れ
る
。
身
心
は
一
如
な
の

で
あ
る
。
次
に
こ
の
巻
が
先
の
序
の
句
に
続
い
て
「
佛
道
を
學
習
す
る
に
、
し

ば
ら
く
ふ
た
つ
あ
り
」
と
し
て
「
心
学
道
」
「
身
学
道
」
と
し
て
論
を
展
開
す

（
○
．
）

る
が
、
そ
の
「
い
は
ゆ
る
心
を
も
て
學
し
、
身
を
も
て
學
す
る
な
り
」
を
註
し

て
「
い
か
に
も
こ
の
身
心
を
も
っ
て
仏
通
を
目
が
け
て
修
学
す
る
と
い
う
よ
う

に
と
れ
る
。
だ
が
こ
れ
は
そ
う
ば
か
り
で
な
い
、
：
．
．
：
身
心
で
余
外
の
法
を
学

す
る
の
で
は
な
い
、
『
身
心
』
そ
れ
を
学
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
身
学
道
と

は
身
を
学
す
る
、
心
学
道
と
は
心
そ
れ
を
学
す
る
の
だ
。
さ
れ
ば
修
証
と
い
う

の
は
、
畢
寛
こ
の
身
心
を
修
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
：
．
仏
道
修
行
と
い
い
、

仏
果
円
満
と
い
う
の
も
、
こ
の
身
心
を
修
行
し
、
こ
の
身
心
の
脱
落
を
得
る
に

あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
身
心
が
直
き
に
学
道
で
あ
る
。
初
発
心
よ
り
究
寛
に
到
る

ま
で
、
修
証
と
い
え
ば
身
心
の
ほ
か
に
は
な
い
、
迷
悟
畢
寛
こ
れ
何
物
ぞ
。
迷

（
ｎ
コ
）

も
身
心
、
悟
も
身
心
じ
ゃ
、
所
詮
学
道
は
身
心
の
学
道
じ
ゃ
」
と
述
べ
る
。
こ

の
穆
山
の
註
釈
は
、
学
道
は
仏
道
の
学
習
で
は
な
い
、
つ
ま
り
仏
道
と
学
習
と

は
切
り
離
せ
な
い
、
そ
の
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
点
で
修
証
も
身
心
も
学
道
と

等
し
い
、
こ
こ
に
学
道
Ｉ
修
証
Ｉ
身
心
の
等
式
が
成
り
立
つ
、
「
身
心
が
直
ぎ

に
学
道
で
あ
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
学
道
、
修
証
、
身

心
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
格
別
的
見
方

を
斥
け
る
と
い
う
、
い
わ
ば
論
理
的
立
場
で
あ
る
。
身
心
は
大
小
、
高
低
、
長

短
、
有
無
、
あ
る
い
は
凡
聖
、
迷
悟
、
…
．
：
と
い
っ
た
対
立
、
相
対
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
「
身
心
」
が
特
に

と
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
何
故
か
。
対
立
項
と
し
て
は
迷
悟
．
．
…
・
で
も
よ
い
訳
で

あ
る
。
ま
た
穆
山
は
註
釈
に
お
い
て
「
身
心
一
加
」
、
「
身
心
の
脱
落
」
と
い
う

言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。

一
一

と
こ
ろ
で
『
身
心
学
道
』
の
巻
は
問
題
の
あ
る
巻
で
あ
る
。
奥
書
に
よ
れ

（
叩
）

ぱ
、
「
爾
時
仁
治
三
年
壬
寅
重
陽
日
、
在
二
千
寶
林
寺
一
示
衆
」
と
あ
る
。
仁
治

三
年
（
一
二
四
二
）
と
い
う
年
は
、
既
に
深
草
極
楽
寺
の
旧
蹟
に
観
音
導
利
興

聖
宝
林
寺
を
開
い
て
『
腰
訶
般
若
波
羅
密
』
の
示
衆
の
あ
っ
た
天
福
元
年
（
一

二
三
三
）
か
ら
数
え
て
九
年
目
、
道
元
四
三
才
の
年
で
あ
る
。
そ
の
間
に
僧
堂

を
開
い
た
り
興
聖
寺
は
着
々
と
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
一
方
で
は
懐
弊
の
参
随

そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
れ
を
機
因
に
多
武
峰
覚
晏
門
下
の
懐
鑑
・
義
介
・
義
伊
・

義
準
等
の
道
元
の
道
統
を
支
え
る
人
々
の
投
帰
が
あ
っ
て
、
道
元
の
「
弘
法
救

生
の
お
も
ひ
」
は
「
激
揚
」
し
、
数
左
の
説
示
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
年
に
な
っ
て
も
正
月
『
大
悟
』
の
巻
、
三
月
『
坐
禅
筬
』
、
『
悠
慶
』
、
『
仏

向
上
事
』
の
巻
、
四
月
『
行
持
』
、
『
海
印
三
昧
』
、
『
授
記
』
、
『
観
音
』
の
巻
、

五
月
『
阿
羅
漢
』
、
『
栢
樹
子
』
の
巻
、
六
月
に
入
っ
て
『
光
明
』
の
巻
と
説
示

が
続
い
て
、
九
月
九
日
の
『
身
心
学
道
』
の
示
衆
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
そ
の
『
栢
樹
子
』
の
説
示
か
ら
二
ヶ
月
後
の
八
月
五
日
に
『
如
浄
禅
師
語

録
』
が
宋
よ
り
届
く
。
こ
れ
は
道
元
の
生
涯
に
お
い
て
も
、
そ
の
思
想
展
開
に

お
い
て
も
大
き
な
事
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翌
六
日
早
速
上
堂
す
る
が
、

そ
の
上
堂
語
が
『
永
平
広
録
』
（
巻
一
）
に
見
え
て
い
る
。
如
浄
禅
師
は
い
う

ま
で
も
な
く
道
元
が
師
を
求
め
て
渡
宋
、
よ
う
や
く
に
し
て
め
ぐ
り
会
い
、
そ

の
許
で
大
事
了
畢
に
至
っ
た
「
正
師
」
で
あ
る
。
如
浄
は
道
元
が
そ
の
許
を
辞

し
て
帰
国
し
た
翌
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
七
月
十
七
日
六
十
六
才
で
没
し
て

一
一
一



い
る
。
今
『
如
浄
禅
師
語
録
』
を
手
に
し
て
道
元
が
正
師
と
仰
ぐ
如
浄
の
聲
一
咳

に
実
に
十
五
年
ぶ
り
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
き
な
感
激
で
あ
っ
た
に

（
皿
）

違
い
な
い
。
聲
咳
と
い
っ
た
が
、
正
確
に
は
紙
面
を
通
し
て
師
如
浄
の
言
葉
に

接
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
如
浄
の
言
葉
を
文
字
と
し
て
読
む
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
問
題
が
生
ず
る
。
耳
で
聞
い
た
如
浄
の
言
葉
と

文
字
で
読
む
如
浄
の
言
葉
に
関
し
て
で
あ
る
。
道
元
の
大
事
了
畢
を
呼
び
起
し

た
と
さ
れ
る
如
浄
の
言
葉
は
、
道
元
に
と
っ
て
は
「
身
心
脱
落
」
で
あ
る
。
道

元
の
理
会
が
「
身
心
脱
落
」
で
あ
る
こ
と
は
『
宝
慶
記
』
に
も
「
堂
頭
和
尚
示

（
胆
）

日
、
参
禅
者
身
心
脱
落
也
：
．
：
。
」
と
見
ら
れ
、
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』
に
繰
り
返

し
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
高
崎
直
道
氏
に

（
胴
）

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
ま
ま

で
『
如
浄
禅
師
語
録
』
に
は
求
め
ら
れ
ず
、
た
だ
「
心
塵
脱
落
」
と
い
う
言
葉

が
見
え
る
だ
け
で
、
そ
う
な
る
と
道
元
の
「
身
心
脱
落
」
は
思
い
違
い
、
「
心

塵
脱
落
」
の
聞
き
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

（
Ｍ
）

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
の

で
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
に
終
る
こ
と
の
な
い
尽
き

せ
ぬ
関
心
を
惹
く
問
題
で
あ
る
。

㈲
仏
道

さ
て
再
び
『
身
心
學
道
』
の
巻
の
本
文
に
立
ち
か
え
る
と
、
先
に
こ
の
巻
が

「
仏
道
は
．
．
…
・
」
と
切
り
出
し
て
い
る
の
は
何
か
特
別
の
意
味
、
意
図
が
な
い

の
か
、
そ
れ
と
い
う
の
も
一
年
後
に
こ
の
「
仏
道
」
の
主
題
の
下
に
説
示
が
行

ー

■■■■

ロ■■■■■

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
と
設
問
し
て
お
い
た
が
、
そ
の
「
仏
道
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
承
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
仏
道
は
そ
の
学
習
の
問
題
と
し
て
、
つ
ま
り
仏
道
を
学

習
す
る
と
い
う
よ
う
に
仏
道
と
学
習
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
で
な
く
学
（
習
）

（
仏
）
道
と
し
て
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
主
張
と
し
て
、
論
理
的
関
係
で
は
あ
っ

て
も
、
佛
道
そ
の
も
の
が
特
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
他
方
『
仏
道
』
の
巻
で
あ
る
が
、
そ

の
奥
書
に
よ
っ
て
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
九
月
十
六
日
、
越
州
吉
田
県
吉
峰

（
焔
）

寺
に
お
け
る
示
衆
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
年
も
亦
道
元
に
と
っ
て
、

十
年
に
わ
た
っ
て
築
い
て
き
た
興
聖
宝
林
寺
を
捨
て
て
越
前
の
山
中
に
入
る
と

い
う
、
大
き
な
事
件
を
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
年
の

『
如
浄
禅
師
語
録
』
到
来
と
並
ん
で
、
否
研
究
者
に
よ
れ
ば
道
元
の
思
想
の
歴

史
を
前
後
に
画
す
る
事
件
で
あ
り
、
年
で
あ
る
。
事
の
次
第
は
こ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
夏
の
結
制
が
終
っ
た
七
月
十
六
日
以
後
急
に
山
城
を
発
ち
、
七
月
末

に
越
前
志
比
庄
吉
峰
寺
に
到
着
し
た
。
し
か
し
こ
の
越
前
下
向
に
つ
い
て
の
理

由
は
、
種
な
の
説
が
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
真
相
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
道
元
が
直
接
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
確
定
し
て
い
る
と
断
定

で
き
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
閏
七
月
一
日
の
奥
書
の
あ
る
『
三
界
唯

心
』
の
巻
と
共
に
こ
の
『
佛
道
』
の
巻
に
そ
の
理
由
を
捜
し
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
も
な
る
。
『
仏
道
』
の
巻
の
内
容
は
そ
れ
で
は
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
。

こ
の
巻
の
主
旨
は
一
言
で
い
え
ば
宗
称
の
否
定
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
五
家

の
別
を
立
て
る
こ
と
の
否
定
で
あ
る
。
道
元
は
云
う
。
「
…
：
。
そ
れ
な
の
に
仏

祖
正
伝
の
大
道
を
、
こ
と
さ
ら
に
禅
宗
と
称
す
る
や
か
ら
は
仏
道
を
夢
に
も
見

た
こ
と
が
な
く
、
夢
に
さ
え
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
夢
に
さ
え
仏
法
を
伝
受
し

四



一

た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
禅
宗
を
自
称
す
る
や
か
ら
に
も
仏
法
は
あ
る
で
あ

ろ
う
な
ど
と
心
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
体
禅
宗
な
ど
と
い
う
名
称
を
誰
が

称
し
て
き
た
と
い
う
の
か
、
諸
仏
諸
祖
の
中
に
禅
宗
を
称
し
た
も
の
は
一
人
も

い
な
か
っ
た
。
禅
宗
と
い
う
名
称
は
悪
魔
の
称
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
知

る
べ
き
で
あ
る
。
悪
魔
の
称
す
る
と
こ
ろ
を
真
似
て
称
し
た
な
ら
ば
そ
れ
は
悪

（
妬
）

魔
の
一
党
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
の
は
仏
祖
の
子
孫
で
は
な
い
」
と
。
そ
の
口

調
は
烈
し
い
。
禅
宗
の
名
称
や
五
家
の
宗
名
の
否
定
は
、
と
こ
ろ
で
一
般
の
常

識
を
外
れ
て
い
る
。
越
前
下
向
の
理
由
を
道
元
の
「
内
な
る
思
想
の
展
開
」
と

（
Ⅳ
）

い
う
興
味
あ
る
方
向
に
追
求
さ
れ
る
増
谷
文
雄
氏
は
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
。

『
佛
道
』
と
同
年
同
月
の
奥
付
の
あ
る
『
佛
経
』
の
巻
は
経
巻
の
不
可
欠
を
説

く
も
の
で
、
こ
れ
ま
た
禅
宗
の
常
識
を
破
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
既
に

仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
十
一
月
十
四
日
の
奥
付
の
あ
る
『
仏
教
』
に
見
ら
れ

る
と
云
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
『
仏
教
』
の
巻
の
主
旨
は
、
「
教
外
別
伝
」
の
主

（
肥
）

張
を
「
謬
説
」
と
し
て
斥
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
頃
ま
で
に

新
し
く
道
元
の
思
想
が
萌
し
、
そ
の
う
ね
り
が
次
第
に
高
ま
っ
て
絶
頂
へ
と
進

ん
で
い
く
、
そ
の
画
期
的
事
件
と
し
て
越
前
向
を
捉
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

の
で
あ
る
。
こ
の
考
察
は
色
々
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
越
前
向
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
年
前
の
『
如
浄
禅
師
語
録
』
到
来
に
視
点
を
置
い
て
承

る
と
、
『
佛
道
』
の
「
佛
佛
正
傳
の
大
道
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
惹
か
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
『
佛
道
』
の
巻
は
、
宗
称
の
否
定
の
理
由
と
し
て
、
最
初
に
嫡
嫡

相
承
の
正
伝
思
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
…
…
釈
迦
牟
尼
仏
よ
り
曹
諮
に
い
た
る
ま
で
、
三
十
四
祖
あ
り
。
こ
の
佛
祖

相
承
、
と
も
に
迦
葉
の
如
来
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
れ
り
し
が
ご
と
し
。
如
来
の
迦

葉
を
え
ま
し
ま
す
が
ご
と
し
。
釈
迦
牟
尼
佛
の
迦
葉
佛
に
蓼
學
し
ま
し
ま
す
が

ご
と
く
、
師
資
と
も
に
干
今
有
在
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
正
法
眼
蔵
ま
の
あ
た

へ
四
）

り
嫡
嫡
相
承
し
き
た
れ
り
。
佛
法
の
正
命
、
た
だ
こ
の
正
傳
の
象
な
り
」
と
。

そ
れ
は
、
釈
尊
に
は
禅
宗
と
い
う
名
称
は
な
か
っ
た
、
あ
る
の
は
た
だ
釈
尊
か

ら
次
ぎ
次
ぎ
に
正
伝
し
て
六
祖
に
至
る
、
師
か
ら
弟
子
に
授
け
弟
子
は
師
か
ら

受
け
と
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
師
資
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
正
法
眼

蔵
の
相
承
相
続
こ
そ
仏
法
の
正
し
い
命
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

（
卯
）

『
佛
道
』
の
中
に
は
『
如
浄
輝
師
語
録
」
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
と
に
角
如
浄

禅
師
の
言
葉
が
三
度
に
わ
た
っ
て
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
「
五

家
の
乱
称
」
を
説
く
上
堂
語
は
、
「
如
今
箇
箇
、
祇
管
道
二
雲
門
・
法
眼
・
漁

（
副
）

仰
・
臨
済
・
曹
洞
等
、
家
風
有
戸
別
者
、
不
二
是
仏
法
一
也
、
不
二
是
祀
師
道
一
也
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け
て
道
元
は
、
「
先
師
の
こ
の
言
葉

は
千
歳
に
も
遭
い
が
た
い
・
先
師
如
浄
禅
師
た
堂
一
人
が
云
い
得
る
こ
と
で
あ

る
。
ほ
か
で
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
法
席
に
連
な
っ
て
始
め
て
聞
き

（
”
）

う
る
こ
と
で
あ
る
」
と
如
浄
を
讃
嘆
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
道
元
に
と
っ
て
「
仏
道
」
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
以
来
師

か
ら
弟
子
に
授
け
伝
え
、
弟
子
は
師
か
ら
承
け
持
っ
て
正
法
眼
蔵
浬
藥
妙
心
が

連
綿
と
承
け
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
い
わ
ゆ
る
嫡
嫡
相
承
の
正
伝
の
思
想
と
こ

の
道
統
、
こ
の
伝
灯
に
如
浄
の
弟
子
と
し
て
共
に
連
な
っ
て
い
る
と
の
確
信
が

背
後
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
正
法

眼
蔵
浬
藥
妙
心
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
最
初
に
見
た
学
道
・
修
証
・
身
心
に
お

け
る
格
別
で
は
な
く
、
一
つ
と
見
る
。
す
な
わ
ち
．
加
」
「
脱
落
」
の
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
そ
こ
に
ま
た
「
心
塵
脱
落
」
か
「
身
心

脱
落
」
か
の
問
題
が
凡
そ
道
元
に
と
っ
て
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

も
知
り
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

五



次
に
同
じ
く
「
序
」
に
あ
っ
た
南
嶽
懐
讓
の
「
不
染
汗
の
修
証
」
に
つ
い
て

考
え
て
ふ
る
。
六
祖
と
の
商
量
に
出
て
く
る
こ
の
「
不
染
汗
の
修
証
」
に
つ
い

て
は
こ
の
『
身
心
学
道
』
の
巻
以
外
に
も
、
道
元
は
『
弁
道
話
』
、
『
洗
浄
』
、

『
行
佛
威
儀
』
、
『
遍
参
』
、
『
自
証
三
昧
』
の
諸
巻
ま
た
『
永
平
広
録
』
に
お
い

て
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
思
想
に
対
す
る
道
元
の
関
心
の
強
さ

が
思
わ
れ
る
。
い
ま
依
拠
す
る
と
さ
れ
る
『
景
徳
傳
燈
録
』
の
「
南
嶽
章
」
を

比
較
的
長
文
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
て
い
る
『
遍
参
』
の
巻
の
も
の
を
見
よ

う
。
そ
れ
は
、
「
南
嶽
大
慧
禅
師
、
は
じ
め
て
曹
難
古
佛
に
参
ず
る
に
、
古
佛

い
は
く
、
『
是
甚
歴
物
悠
歴
來
。
』
こ
の
泥
弾
子
を
遍
参
す
る
こ
と
、
始
終
八
年

な
り
。
末
上
に
遍
参
す
る
一
著
子
を
古
佛
に
白
し
て
ま
う
さ
く
、
『
懐
讓
會
下
得

當
初
來
時
、
和
尚
接
二
懐
譲
一
、
是
甚
峡
物
悠
喚
來
上
』
。
ち
な
み
に
曹
諮
古
佛

道
、
『
侭
作
塵
生
會
』
。
と
き
に
大
慧
ま
う
さ
く
、
『
説
示
一
物
即
不
中
』
。
こ
れ

遍
参
現
成
な
り
、
八
年
現
成
な
り
。
曹
諮
古
佛
と
ふ
、
『
還
假
二
修
證
一
否
』
。
大

慧
ま
う
さ
く
、
『
修
證
不
し
無
、
染
汗
即
不
レ
得
』
。
す
な
は
ち
曹
諮
い
は
く
、
『
吾

亦
如
し
是
、
汝
亦
如
し
是
、
乃
至
西
天
諸
佛
諸
組
亦
如
是
。
』
こ
れ
よ
り
さ
ら
に

（
羽
）

八
載
遍
参
す
９
頭
正
尾
正
、
か
ぞ
ふ
る
に
十
五
白
の
遍
参
な
り
」
と
い
う
も
の

で
、
文
字
に
お
い
て
今
日
見
ら
れ
る
『
景
徳
傳
燈
録
』
と
同
じ
で
な
い
個
所
も

見
ら
れ
る
が
、
つ
ま
り
言
い
替
え
て
い
る
が
、
と
に
角
「
不
染
汗
の
修
証
」
は

こ
う
し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
『
遍
参
』
の
巻
は
奥
付
に
よ
っ
て
「
寛
元
元
年
癸
卯
十
一
月
二
十
七

（
別
）

日
」
の
「
越
宇
禅
師
峰
下
茅
蓄
」
で
の
示
衆
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
『
佛
道
』

の
巻
は
同
年
の
「
九
月
十
六
日
」
の
示
衆
で
あ
っ
た
か
ら
、
僅
か
二
ヶ
月
前
と

ロ
不
染
汗
の
修
証

す
な
わ
ち
六
組
曹
路
が
臨
終
の
教
化
の
際
に
石
頭
希
遷
が
頼
る
べ
き
師
を
尋

ね
た
時
、
六
組
は
青
原
行
思
を
指
示
し
て
南
嶽
懐
讓
を
指
定
し
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
六
祀
の
法
は
青
原
行
思
が
正
伝
し
た
、
そ
し
て
「
同
得
道
の
神
足
」
、

青
原
行
思
と
同
じ
く
得
道
し
た
神
足
つ
ま
り
南
嶽
懐
譲
が
正
嫡
の
高
足
で
は
な

く
て
、
正
嫡
の
高
足
は
独
り
青
原
行
思
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
こ
れ
に
先
立
つ
文
で
も
青
原
行
思
の
こ
と
を
「
正
嫡
の
う
へ
の
正
嫡
な
る
べ

（
妬
）

し
、
高
砠
の
な
か
の
高
耐
な
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
南
嶽
懐
讓
に
対
す
る
評
価
は
高
く
な
い
、
と
い
う
よ
り
正
嫡
で
は

な
い
、
正
伝
の
伝
灯
を
外
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ

か
ら
と
云
っ
て
正
嫡
と
し
て
正
伝
の
伝
灯
に
連
な
っ
て
い
な
い
南
嶽
懐
譲
の
言

葉
を
引
用
し
て
悪
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
『
正
法
眼
蔵
』
に
引
用
さ
れ
る
語

録
の
祖
師
た
ち
は
百
数
十
人
に
及
び
、
そ
の
す
べ
て
が
正
嫡
と
い
う
訳
で
は
な

で
南
嶽
懐
譲
に
対
す
る
取
り
扱
い
が
違
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
『
仏

道
』
の
巻
で
は
懐
譲
に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
そ
こ
で
は
六
祖
の
二
大
弟
子
の
う
ち
青
原
行
思
の
方
を
南
嶽
懐
譲
に
対

し
「
正
嫡
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
佛
道
』
の
巻
の
そ
の
箇
所
を
見
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
。

曹
難
古
佛
、
ち
な
み
に
現
般
浬
梁
を
も
て
人
天
を
化
せ
し
席
末
に
、
石
頭

す
す
ゑ
て
所
依
の
師
を
請
す
。
古
佛
ち
な
み
に
尋
思
去
と
し
め
し
て
、
尋
譲

去
と
い
は
ず
。
し
か
あ
れ
ぱ
す
な
は
ち
、
古
佛
の
正
法
眼
蔵
、
ひ
と
り
青
原

高
姐
の
正
傳
な
り
。
た
と
ひ
同
得
道
の
神
足
を
ゆ
る
す
と
も
、
高
耐
は
な
ほ

（
邪
）

正
神
足
の
猫
歩
な
り
。

｛
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い
か
ら
で
あ
る
。
「
正
嫡
の
正
嫡
」
で
は
な
く
て
も
、
南
嶽
懐
讓
も
亦
得
道
の

人
で
あ
り
、
法
嗣
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
、
し
か

し
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
素
晴
ら
し
い
洞
察
で
あ
る
「
不
染
汗
の
修
証
」
が
『
佛

道
』
の
巻
の
示
衆
以
前
な
ら
ま
だ
し
も
、
『
佛
道
』
の
巻
示
衆
後
僅
か
二
ヶ
月

目
の
『
遍
参
』
の
巻
に
そ
れ
ま
で
通
り
、
否
こ
れ
ま
で
よ
り
長
文
の
形
で
引
用

さ
れ
て
い
る
の
に
は
問
題
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
『
佛
道
』
の
巻
の
青

原
行
思
の
評
価
は
そ
の
四
世
後
の
洞
山
良
价
へ
の
道
統
を
説
く
た
め
の
も
の
で

あ
る
こ
と
で
了
解
さ
れ
る
が
、
『
偏
参
』
の
巻
の
方
は
六
祖
曹
鶏
と
懐
讓
の
商

量
を
載
せ
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
類
し
た
懐
譲
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
も
特
に
な
い

た
め
に
問
題
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
が
、
「
不
染
汗
の
修
証
」
の
思
想
そ
の
も
の
に
立

ち
か
え
っ
て
、
こ
こ
で
は
『
行
佛
威
儀
』
の
巻
の
場
合
を
見
よ
う
。
そ
の
箇
所

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

曹
黙
い
は
く
、
祇
此
不
染
汗
、
是
諸
佛
之
所
護
念
、
汝
亦
如
是
、
吾
亦
如

是
、
乃
至
西
天
諸
組
亦
如
是
。
し
か
あ
れ
ぱ
す
な
は
ち
、
汝
亦
如
是
の
ゆ
ゑ

に
諸
佛
な
り
、
吾
亦
如
是
の
ゆ
ゑ
に
諸
佛
な
り
。
ま
こ
と
に
、
わ
れ
に
あ
ら

ず
、
な
ん
ぢ
に
あ
ら
ず
。
こ
の
不
染
汗
に
、
如
吾
是
吾
、
諸
佛
諸
護
念
、
こ

れ
行
佛
威
儀
な
り
。
如
汝
是
汝
、
諸
佛
所
護
念
、
こ
れ
行
佛
威
儀
な
り
。
吾

亦
の
ゆ
ゑ
に
師
勝
な
り
、
汝
亦
の
ゆ
え
に
資
強
な
り
。
師
勝
資
強
、
こ
れ
行

佛
の
明
行
足
な
り
。
し
る
べ
し
、
是
諸
佛
之
所
護
念
と
、
吾
亦
な
り
、
汝
亦

な
り
。
曹
酪
古
佛
の
道
得
、
た
と
ひ
わ
れ
に
あ
ら
ず
と
も
、
な
ん
ぢ
に
あ
ら

（
”
）

ざ
ら
ん
や
。
行
佛
之
所
護
念
、
行
佛
之
所
通
達
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。

さ
て
『
行
佛
威
儀
』
の
巻
は
そ
の
奥
書
に
よ
っ
て
「
仁
治
二
年
辛
丑
十
月
中

（
犯
）

旬
、
記
し
干
二
観
音
導
利
興
聖
寶
林
寺
一
・
沙
門
道
元
」
と
あ
っ
て
、
も
と
よ
り

『
如
浄
輝
師
語
録
』
制
来
以
前
の
も
の
で
、
し
か
も
示
衆
で
は
な
い
。
こ
こ
で

道
元
は
曹
黙
の
言
葉
の
引
用
に
お
い
て
既
に
自
由
自
在
で
あ
る
。
『
景
徳
傳
燈

録
』
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
評
釈
に
お
い
て
も

自
在
で
あ
る
。
汝
と
吾
が
諸
仏
で
あ
る
の
は
、
共
に
不
染
汗
の
汝
で
あ
り
吾
で

あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
不
染
汗
の
汝
と
吾
で
あ
れ
ば
、
汝
に
汝
た
る
も
の

が
な
く
、
吾
に
吾
た
る
も
の
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
吾
は
こ
の
通
り
の
吾
で
あ

り
、
汝
は
汝
の
ま
ま
の
汝
で
あ
る
。
こ
の
何
も
の
に
も
環
げ
ら
れ
な
い
こ
と
は

諸
仏
に
よ
っ
て
念
願
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
行
仏
の
作
法
、
立
ち

居
振
る
舞
い
で
あ
る
、
と
云
う
。
こ
こ
で
「
行
仏
」
と
い
う
の
は
こ
の
巻
の
主

題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仏
道
を
行
ず
る
、
実
践
す
る
こ
と
、
ま
た
行
ず
る
（
実

践
す
る
）
仏
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
行
と
仏
は
切
り
離
せ
な
い
こ
と
は
云
う

ま
で
も
な
い
。
次
の
「
師
勝
資
強
」
で
あ
る
が
、
「
吾
亦
」
つ
ま
り
曹
路
も
ま

た
こ
の
何
も
の
に
も
畷
げ
ら
れ
な
い
不
染
汗
の
状
態
に
あ
る
か
ら
師
匠
と
し
て

優
れ
て
お
り
、
「
汝
亦
」
つ
ま
り
懐
讓
も
そ
う
で
あ
る
か
ら
弟
子
と
し
て
強
い
。

こ
の
「
師
勝
資
強
」
は
行
仏
の
智
恵
と
実
践
の
充
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

曹
難
も
懐
譲
も
諸
仏
も
こ
の
よ
う
な
状
態
を
念
願
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り

知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
際
行
仏
の
念
願
し
通
暁
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
次
の
「
不
惜
身
命

の
修
証
」
へ
と
続
く
。

か
る
が
ゆ
ゑ
に
し
り
ぬ
、
修
證
は
性
相
本
末
等
に
あ
ら
ず
。
行
佛
の
去

就
、
こ
れ
果
然
と
し
て
佛
を
行
ぜ
し
む
る
に
、
佛
す
な
は
ち
行
ぜ
し
む
。
こ
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不
染
汗
の
修
証
は
し
た
が
っ
て
性
と
相
、
本
と
末
と
い
っ
た
差
別
で
な
い
こ

と
が
分
る
。
差
別
の
な
い
不
染
汗
の
修
証
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
そ
の
境
地
を

開
拓
し
た
行
仏
に
お
い
て
は
、
そ
の
振
舞
い
は
仏
を
行
ぜ
し
め
る
と
同
時
に
仏

に
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
、
行
と
仏
の
転
換
は
自
由
無
磯
で
あ
る
。
「
為
法
捨
身
」

（
法
の
為
に
身
を
捨
て
る
）
と
い
う
こ
と
で
云
え
ば
、
そ
れ
が
「
為
身
捨
法
」

（
身
の
為
に
法
を
捨
て
る
）
と
な
る
。
「
不
惜
身
命
」
（
身
命
を
惜
し
ま
ず
）
で

云
え
ば
、
そ
れ
は
「
但
惜
身
命
」
（
但
身
命
を
惜
し
む
）
と
な
る
。
そ
し
て
「
為

法
捨
身
」
が
「
為
法
捨
法
」
（
「
法
の
た
め
に
法
を
す
つ
る
」
）
と
な
り
、
更
に

「
心
の
た
め
に
法
を
す
つ
る
」
（
為
心
捨
法
）
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
「
法
」

「
身
」
、
「
心
」
が
自
在
に
入
れ
替
る
。
そ
し
て
こ
の
「
捨
」
に
は
限
り
な
い
あ

り
方
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
云
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
岡
田
宜
法
氏
は
先
の
「
師
勝
資
強
」
を
註
し
て
、
「
こ
れ
は
師
資

（
卯
）

の
超
越
と
、
師
資
の
二
面
裂
破
と
云
ふ
師
資
一
如
の
姿
を
云
ふ
も
の
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
二
面
裂
破
」
、
．
如
」
の
姿
、
働
き
と
は
、
例
え
ば

「
行
仏
」
と
い
う
こ
と
で
云
え
ば
、
行
と
仏
の
自
由
無
磯
な
転
換
と
な
り
、
「
為

法
捨
身
」
に
お
け
る
「
法
」
、
「
身
」
、
「
心
」
の
入
れ
替
え
、
代
入
の
自
由
、
し

（
弧
）

か
も
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
「
捨
」
す
な
わ
ち
絶
対
否
定
と
い
え
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
説
く
の
が
こ
の
『
行
佛
威
儀
』
の
こ
の
箇
所
で
あ
る

シ
『
ダ
。

こ
に
為
法
捨
身
あ
り
、
為
身
捨
法
あ
り
。
不
惜
身
命
あ
り
、
但
惜
身
命
あ

り
。
法
の
た
め
に
法
を
す
つ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
心
の
た
め
に
法
を
す
つ
る

（
”
）

威
儀
あ
り
。
捨
は
無
量
な
る
こ
と
、
わ
す
る
べ
か
ら
ず
。

小
論
は
道
元
の
「
身
心
」
を
「
身
心
学
道
」
と
「
不
染
汗
の
修
証
」
を
中
心

に
見
て
き
た
。
そ
こ
で
道
元
の
「
身
心
」
は
身
体
と
精
神
に
違
い
な
い
が
、
し

か
し
そ
れ
は
大
小
、
高
低
、
長
短
、
有
無
あ
る
い
は
凡
聖
、
迷
悟
…
…
と
同
様

相
対
、
対
立
の
こ
と
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
対
立
の
克
服
、
そ
れ
が
「
身

心
一
如
」
、
「
身
心
脱
落
」
で
あ
る
が
、
と
に
角
対
立
と
克
服
の
問
題
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
方
道
元
の
「
身
心
」
に
関
し
て
「
身
心
脱
落
」

か
「
心
塵
脱
落
」
か
が
問
題
に
な
る
が
、
道
元
の
「
身
心
」
が
こ
の
よ
う
に
対

立
と
そ
の
克
服
と
い
っ
た
い
わ
ば
直
接
に
は
論
理
的
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

凡
そ
「
心
塵
脱
落
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
の
次
元
が
違
う
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
『
如
浄
禅
師
語
録
』
到
来
の
後
の
最
初
の
示
衆
た

る
『
身
心
學
道
』
は
、
先
師
に
し
て
正
師
で
あ
る
如
浄
を
偲
び
つ
上
、
あ
ら
た

め
て
二
元
対
立
と
そ
の
克
服
の
問
題
を
身
心
を
挙
し
て
学
道
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

恥
汪

（
１
）
大
久
保
道
舟
編
纂
『
道
元
禅
師
全
集
』
上
巻
、
三
六
頁
。

（
２
）
『
正
法
眼
藏
註
解
全
書
』
第
五
巻
、
三
二
○
頁
。

（
３
）
同
右
、
三
一
二
頁
。

（
４
）
同
右
、
（
「
辨
日
、
擬
は
議
也
、
猯
度
以
待
也
：
…
・
」
）

（
５
）
同
右
、
三
二
○
頁
。

（
６
）
岡
田
宜
法
著
『
正
法
眼
蔵
思
想
大
系
』
第
三
巻
、
二
六
六
頁
。

（
７
）
西
有
穆
山
禅
師
提
唱
『
正
法
眼
藏
啓
迪
』
下
巻
、
二
七
四
頁
。

（
８
）
前
掲
、
『
道
元
禅
師
全
集
』
上
巻
、
三
六
頁
。

（
９
）
前
掲
、
『
正
法
眼
藏
啓
迪
」
下
巻
、
二
七
○
頁
。
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（
岨
）
前
掲
、
『
道
元
稗
師
全
集
』
上
巻
、
四
一
頁
。

（
Ⅱ
）
鏡
島
元
隆
著
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
四
七
’
四
九
頁
。

（
胆
）
前
掲
、
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
巻
、
三
七
七
頁
。

（
咽
）
搾
燐
直
潅
『
佛
教
の
思
想
Ⅱ
古
佛
の
ま
ね
び
八
道
元
Ｖ
』
（
角
川
書
店
）

（
Ｍ
）
拙
稿
「
道
元
と
如
浄
ｌ
『
如
浄
禅
師
語
録
』
到
来
を
中
心
に
ｌ
」

（
弘
前
大
学
人
文
学
部
『
文
経
論
叢
』
第
九
巻
第
三
号
、
昭
和
四
十
九

年
三
月
所
収
）
、
「
道
元
は
、
如
浄
の
『
心
塵
脱
落
』
の
真
意
の
理
会
に

立
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
精
神
の
把
握
に
立
っ
て
そ
れ
を
『
身
心
脱

落
』
と
し
た
。
先
師
の
精
神
を
汲
み
と
り
、
そ
れ
を
生
か
そ
う
と
す
れ

ば
、
そ
の
把
握
を
自
ら
の
言
葉
を
択
ん
で
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
立
場
に
立
て
ば
、
如
浄
に
お
い
て
『
心
塵
脱
落
』
で
あ
っ
て
道
元
に

お
い
て
『
身
心
脱
落
』
で
あ
っ
て
毫
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

（
一
四
頁
）

（
過
）
前
掲
、
「
道
元
禅
師
全
集
』
上
巻
、
三
八
八
頁
「
爾
時
寛
元
元
年
癸

卯
九
月
十
六
日
、
在
二
越
州
吉
田
県
吉
峰
寺
一
示
衆
。
」

（
肥
）
前
掲
、
『
道
元
禅
師
全
集
』
上
巻
、
三
七
七
頁
。
「
し
か
あ
る
を
、
佛

佛
正
傳
の
大
道
を
、
こ
と
さ
ら
禅
宗
と
称
す
る
と
も
が
ら
、
佛
道
は
未

夢
見
在
な
り
、
未
夢
聞
在
な
り
、
未
夢
傳
在
な
り
。
稗
宗
を
自
號
す
る

と
も
が
ら
に
も
、
佛
法
あ
る
ら
ん
と
聴
許
す
る
こ
と
な
か
れ
。
禅
宗
の

称
、
た
れ
か
穂
し
き
た
る
。
諸
佛
組
師
の
禅
宗
と
称
す
る
、
い
ま
だ
あ

ら
ず
。
し
る
く
し
稗
宗
の
穂
は
、
魔
波
旬
の
称
す
る
な
り
。
魔
波
旬
の

穂
を
稻
し
た
ら
ん
は
、
魔
黛
な
る
べ
し
、
佛
租
の
児
孫
に
あ
ら
ず
。
」

（
Ⅳ
）
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳
正
法
眼
藏
』
第
五
巻
所
収
の
『
佛
道
』
の

「
開
題
」
並
び
に
『
月
報
』
五
ヨ
佛
教
』
『
佛
道
』
『
佛
経
』
の
巻
々
の

こ
と
」
、
同
氏
著
『
臨
済
と
道
元
』
、
そ
の
他
。

（
肥
）
前
掲
、
『
道
元
蝉
師
全
集
』
上
巻
、
三
○
八
頁
。

（
旧
）
同
右
、
三
七
六
頁
。

（
別
）
鏡
島
元
隆
著
『
道
元
禅
師
の
引
用
経
典
・
語
録
の
研
究
』
二
四
三
頁
。

「
道
元
緯
師
の
引
用
語
録
一
覧
表
」
の
中
で
「
出
典
未
詳
」
と
し
て
い

る
。

（
別
）
前
掲
、
『
道
元
禅
師
全
集
』
上
巻
、
三
八
○
頁
。

（
理
）
同
右
、
三
八
○
頁
。
「
こ
の
道
現
成
は
、
千
載
に
あ
ひ
が
た
し
、
先

師
ひ
と
り
道
取
す
。
十
方
に
き
き
が
た
し
、
圓
席
ひ
と
り
聞
取
す
。
」

（
路
）
前
掲
、
『
道
元
騨
師
全
集
』
上
巻
、
四
八
九
頁
。

（
別
）
同
右
、
四
九
三
頁
。

（
妬
）
同
右
、
三
八
五
頁
。

（
邪
）
同
右
、
三
八
五
頁
。

（
”
）
同
右
、
四
七
頁
。

（
邪
）
同
右
、
五
八
頁
。

（
羽
）
同
右
、
四
七
頁
。

（
帥
）
岡
田
宜
法
著
『
正
法
眼
藏
思
想
大
系
』
第
三
巻
、
四
二
頁
。

（
別
）
修
証
の
絶
対
否
定
は
、
「
本
証
の
妙
修
」
と
し
て
も
展
開
す
る
が
、

こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

（
日
本
体
育
大
学
・
客
員
教
授
）

九


