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道

元

の

「
さ

と

り

」

松

岡

由

香

子

一
、
問
題

「さ

と
り
」
と
い
う
和
語
は
、
実
は
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
二
つ
の
概
念
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
の

「覚
り

」
と
中
国
の

「悟
り
」

の
双
方

に
用
い
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
の
覚

(び
o
傷
匡
)
は
、
ゴ
ー
タ
マ

・
ブ

ッ
ダ

の
覚
り
で
あ
り
、
漢
訳
経
典
で
は
伝
統
的
に

「菩
提
」
と
音
写
し
て
き
た
。
こ
の
菩

提
は
ゴ
ー
タ

マ
が
七
日
間
そ
の
三
昧
を
楽
し
ん
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
体
験
と
い
う
よ
り
は
、
状
態
で
あ
り
、
ま

た
そ
こ
で
縁
起
を
思

惟
し
た
と
伝
承
さ
れ
、
知
慧
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
。

菩
提

は
ま
た
浬
藥

(巳
黛
鋤
⇔
鋤
)
や
解
脱

(目
o
犀
招
)
と
ほ
ぼ
同
意
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
と
は

(煩
悩
や
自
我

の
)
火
が
消
え
る
こ
と
で
あ
り
、
な
に
か
特
殊
な
体
験
で
は
な

い
。
原
始
仏
典
に
こ
う
説
か
れ
る
。

「
へ
ー

マ
カ
よ
、
こ
の
世
に
お
い
て
見
た
り
聞
い
た
り
考
え
た
り
識
別
し
た
、
快
美
な
事
物
に
対
す
る
欲
や
食
り
を
除
き
去
る
こ
と
が
、

不
滅

の

ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
の
境
地
で
あ
る
。
」
(ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
、
)

捏
禦

が
死
と
同
義
語
に
な

っ
た
り
、
「浬
葉
寂
静
」
と
熟
語
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
も
、
体
験
と
い
う
よ
り
は
状
態
を

示
す
も
の
で
あ
る
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こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
解
脱
は
元
来
、
死
後
の
生
を
受
け
て
輪
廻
す
る
存
在
か
ら
の
脱
出
、
あ
る
い
は
無
明
に
よ
る
生

老
病
死
か
ら

の
解

放
で
あ

っ
て
、

こ
れ
も
状
態
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
し
、
原
始
仏
典
に
慧
解
脱
と
心
解
脱
と
同
時
的
な
対
に
な

っ
て
説
か
れ

て
お
り
、
慧
解

脱
が
覚

や
観
の
側
面
を
、
心
解
脱
が
三
昧
や
止
の
側
面
を
い
う

の
だ
ろ
う
。

一
方

、
「悟
り
」
は
禅
宗
以
前
に
、
中
国
の
論
師
や
釈
師
に
よ

っ
て
説
か
れ
た
。
道
生
の

「頓
悟
成
仏
、
悉
有
仏
性

」
と

い
う
句
が
広
く

影
響
を
与
え
た
2
が
、
「頓
悟
」
も

「仏
性
」
も
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
に

一
つ
の
原
語
を
求
め
え
な
い
中
国
的
思
想
用
語
で
あ
る
。
慧
思
は

「大

乗
頓
覚
無
師
自
悟
疾
成
仏
道
」
3
と
い
い
、
頓
覚
自
悟
は
成
仏
と
結
び

つ
い
て
説
か
れ
た
。

つ
ま
り

「悟
り
」
は
成
仏
と
い
う
特
殊
な
体

験
を
指
す
語
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

禅
宗

で
は
、
主
に
こ
の
悟
り
を
継
承
し
、
か

つ
て
の
ゴ
ー
タ

マ
の
覚
り
は
、
『祖
堂
集
』
に
は

「明
星
出
時
大
悟
す
、
便
ち
偏
を
造
り
て

曰
く
、
星
に
因

っ
て
得
悟
す
…
」
と
描
写
さ
れ
、
機
縁
に
よ

っ
て
忽
然
と
得
る
体
験
、
「悟
り
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う

な
機
縁
に
よ
る

一

時
的
特
殊
体
験

の
代
表
が
、
霊
雲
桃
花
や
香
厳
竹
声

で
あ
る
。

し
か
し
、
禅
宗
に
は
こ
れ
ら
と
は
異
な

っ
た
悟
り
の
用
法
も
あ
る
。
達
摩
が

「教
に
籍
り
て
宗
を
悟
り

」
4
と
使

っ
た
よ
う
に
、
言
葉

を
媒
介

し
て
根
本
的
に
理
解
す
る
と
い
う
意
味
で
、

「解
り
」
(さ
と
り
)
5
と
も
書
か
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
慧
解
脱

に
相
当
し
よ
う
。

い
ま
仮
に
そ
れ
を
A
悟
と
呼
ぼ
う
。
い

っ
ぽ
う
体
験
的
悟
り
は
見
性

(自
性
、
法
性
、
仏
性
を
見
る
)
と
も
表
現
さ
れ
、
や
が
て

『大
乗

起
信
論

』
に
代
表
さ
れ
る
、
本
覚

(如
来
蔵
、
仏
性
)
に
目
覚
め
る

(始
覚
)
と
い
う
思
想
と
結
合
し
た

の
で
あ
る
。
見
性
成
仏
と
は
、
「教

外
別
伝

.
不
立
文
字
」
と
並
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
葉
を
媒
介
す
る
知
慧
を
斥
け
、
精
神
集
中
的
行
や
頓
智
的
会
話
に
触
発
さ
れ
て
起
こ

る
心
理
的
体
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
と
し
て
の
悟
り

(見
性
6
)
を
B
悟
と
呼
び
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
道
元
が

「さ
と
り
」
と
い
う
場
合
、
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
。
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二
、
身
心
脱
落
の
承
当

道
元
は
最
初
に
如
浄
に
相
見
し
た
時
、
〈仏
仏
祖
祖
面
授

の
法
門
、
現
成
せ
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
霊
山
の
拮
華
な

り
、
嵩
山

の
得
髄
な

り
…
〉
《
面
授
》
と
い
う
破
格

の
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
後
に

〈
一
言
い
ま
だ
領
覧
せ
ず
、
半
句
い
ま
だ
不
会

せ
ず
と
い
ふ
と
も
、

師
、
す

で
に
裏
頭
よ
り
弟
子
を
み
、
弟
子
す
で
に
頂
寧
よ
り
師
を
拝
し
き
た
れ
る
は
、
正
伝

の
面
授
な
り
〉
《
面
授
》
と
述
懐
さ
れ
る
よ
う

に
、
師
と

の
初
相
見
の
時
、
道
は
八
、
九
分
成

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
真
実
に
求
道
し
て
い
る
弟
子
が
、
正
師
に
出
会
う

こ
と
こ
そ
、

修
行
と

い
う
こ
と
の
眼
目
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
、
如
浄
の
許
で
「参
禅
は
身
心
脱
落
な
り
。
焼
香

・
礼
拝

・
念
仏

・
修
俄

・
看
経
を
用
い
ず
。
砥
管
に
打
坐
す
る
の
み
な
り
」
(『宝

慶
記
』
15
)
と

い
わ
れ
た
こ
と
を
き

っ
か
け
に
、
問
答
を
重
ね
て
生
死
の
問
い
の
決
着
を
見
た
。
詳
細
は
別
稿
7

に
譲

る
が
、
た
だ
そ
れ
が

「身
心
脱
落
」
と

い
う
、
あ
た
か
も
特
殊
体
験
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
言
葉
と
結
び

つ
い
て
い
る
た
め
、

一
部
に
は
ま
だ
相
変
わ
ら
ず
、
道

元
の

「さ
と
り
」
を
何
か
体
験

(B
悟
)
と
捉
え
て
、
そ
の
悟
り
体
験
が
い
つ
で
あ

っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

そ
れ
に

つ
い
て
は
鈴
木
格
禅
氏
が
、
身
心
脱
落
は

「
い
つ
」
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
「
い
か
に
」
と
い
う
問
題
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
と

し
、
そ

の

「い
か
に
」
を
只
管
打
坐
の
内
実
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち

「自
己
存
在

の
無
常
の
事
実
に
、
無

条
件
に
随
順
す
る

の
み
の
行
で
あ
る
」
「そ
の
実
践
は
、
ど
こ
ま
で
も

『
己
を
放

つ
』
行
証
で
あ
る
。
こ
れ
を

『
只
管
打
坐
』
と
い
い
、
そ
の
あ
り
よ
う
を

『身

心
脱
落
』
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て

『
身
心
脱
落
』
は
、
心
性
的
回
心
と
し
て
の

『
証
悟
』
で
は
な
く
、
宗
教
的

行
証
と
し
て
の
内

容

で
あ

る
。
人
は
生
き
て
い
る
限
り
、
た
え
ず

『
ま
こ
と
』
を
行
じ

つ
づ
け
な
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
、
元
の
自
己
中

心
的
な

『
も
の
ほ
し

い
』
自

己
に
、
立
ち
帰

っ
て
し
ま
う
根
本
的
傾
向

の
真

っ
只
中
に
あ
る
」
8
と
い
わ
れ
る
。

一
回
的
回
心
で
は
な
く
、
反
復
的
な
、
古

い

自
我
の
転
と
し
て
の
身
心
脱
落
で
あ
り
、
こ
の
説
明
で
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

道
元
に
お
い
て

「さ
と
り
」
と
は
、
鈴
木
氏
の
い
う
意
味
で
の

「身
心
脱
落
」
で
あ
り
、
只
管
打
坐
の
と
こ
ろ
に
不
覚
不
知
に
現
成
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
始
仏
教
経
典
に
説
か
れ
る
状
態
と
し
て
の
覚
り
と
同

一
の
事
態
で
あ
り
、
事
実
、
如
浄
は

「直
指
単
伝
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し
て
五
蓋
六
蓋
を
離
れ
、
五
欲
等
を
呵
し
た
ま
え
り
」
(『宝
慶
記
』
29
)
と
五
蓋

・
五
欲
と
い
う
原
始
仏
教
用
語
で
表

現
し
て
い
る
。
こ
れ

を
今
、

C
悟
と
い
お
う
。
そ
の
さ
と
り
の
あ
り
よ
う
は

《
現
成
公
案
》
に
丁
寧
に
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
身
心
脱
落
が

只
管
打
坐
そ
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
只
管
打
坐
し
て
得
る
体
験
で
は
な

い
こ
と
を
、
道
元
は

《
仏
性
》
巻

で
も
竜

樹
円
月
相
と
し
て
こ
う
示
す
。

〈(
竜
樹
)
尊
者
、
ま
た
坐
上
に
自
在
身
を
現
ず
る
こ
と
、
満
月
輪

の
如
し
。

一
切
衆
会
、
唯
、
法
音

の
み
を
聞
い
て
、
師
相
を
観
ず
。

…
愚
者
お
も
は
く
、
尊
者
か
り
に
化
身
を
現
ぜ
る
を
円
月
相
と
い
ふ
と
お
も
ふ
は
、
仏
道
を
相
承
せ
ざ
る
党
類
の
邪
念

な
り
。

い
つ
れ
の

と
こ
ろ

の
い
つ
れ
の
と
き
か
、
非
身

の
他
現
な
ら
ん
。
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
こ
の
と
き
尊
者
は
高
座
せ
る
の
み
な
り
。
身
現
の
儀
は
、
い

ま
の
た
れ
人
も
坐
せ
る
が
ご
と
く
あ
り
し
な
り
。
こ
の
身
、
こ
れ
円
月
相
現
な
り
。〉

坐
禅

し
て
い
る
姿
が
、
人
間
を
透
脱
し
て
円
月
相
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
円
相
は
、
姿
が
消
え
た
様
で
は
な
く
、
坐
禅

の
姿
そ
の

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
唯

一
道
元
が

「さ
と
り
」
と
い

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
A
悟
で
も
な
け
れ
ば
、
B
悟
で
も
な

い
。

無
上
菩
提

・
正
法
眼
蔵
浬
葉
妙
心
で
あ
り
、
C
悟

で
あ
る
。

〈結
跡
映
坐
、
こ
れ
三
昧
王
三
昧
な
り
〉
《
三
昧
王
三
昧
》
、
〈無
上
菩
提
正
法
眼
蔵
、
こ
れ
を
寂
静
と
い
ひ
、
無
為
と

い
ひ
、
三
昧
と
い

ひ
、
陀
羅
尼
と
い
ふ
。
〉
《
急
麿
》

《
大
悟
》
巻
は
、
体
験
で
は
な
い
こ
の
さ
と
り
の
あ
り
よ
う
を
、
こ
う
説
い
て
い
る
。

〈い
ま
の

「還
仮
悟
否
」
の
道
取
は
、
さ
と
り
な
し
と

い
は
ず
、
あ
り
と

い
は
ず
、
き
た
る
と
い
は
ず
、
「か
る
や

い
な
や
」
と

い
ふ
。

「今
時
人
の
さ
と
り
は
い
か
に
し
て
さ
と
れ
る
ぞ
」
と
道
取
せ
ん
が
ご
と
し
。
た
と

へ
ば

「さ
と
り
を
う
」
と
い
は
ば

、
ひ
ご
ろ
は
な
か

り
つ
る
か
と
お
ぼ
ゆ
。
「さ
と
り
き
た
れ
り
」
と
い
は
ば
、
ひ
ご
ろ
は
そ
の
さ
と
り
、
い
つ
れ

の
と
こ
ろ
に
あ
り
け
る
ぞ
と
お
ぼ
ゆ
、
「さ

と
り
に
な
れ
り
」
と
い
は
ば
、
さ
と
り
、
は
じ
め
あ
り
と
お
ぼ
ゆ
。
か
く

の
ご
と
く
い
は
ず
、
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ず

と
い

へ
ど
も
、
さ

と
り
の
あ
り
よ
う
を
い
ふ
と
き
に
、
「さ
と
り
を
か
る
や
」
と
は
い
ふ
な
り
。〉
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こ
こ
に
は
道
元
の
強
靭
な
思
索
に
よ

っ
て

「さ
と
り
」
と
は
、
成
る
こ
と
で
も
得
る
こ
と
で
も
な

い
と
明
言
さ
れ
る
。
そ
し
て
鈴
木
氏

が
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
た
え
ず
行
証
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈し
か
あ
れ
ば
、
た
と
ひ
第
二
頭
な
り
と

も
、
た
と
ひ
百
千
頭

な
り
と

も
、
さ
と
り
な
る
べ
し
〉
《大
悟
》、

〈し
か
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
、

一
生
万
生
、
把
尾
収
頭
、
不
離
叢
林
、
昼
夜
祇
管
跡
鉄
坐
し
て
鯨

務
あ
ら
ざ
る
、
三
昧
王
三
昧
な
り
〉
《
三
昧
王
三
昧
》
と
い
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
修
証
だ
け
で
な
く
、
発
心

・
修
行

・
菩
提

・

浬
葉
の
同
時
道
環
と
し
て
示
さ
れ
る
。
い
つ
道
元
が
悟

っ
た
か
、
な
ど
と
い
う
問
は
、
こ
こ
か
ら
は
起
こ
り
よ
う
が
な

い
。

如
浄

の
許
で
の
生
死
の
決
着
は
、
心
理
的
覚
り
体
験
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
る
覚
醒

(A
悟
)

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
道
元
は

一
度

も

「さ

と
り
」
、
あ
る
い
は

「開
悟
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
表
現
し
て
は
い
な

い
。
む
し
ろ

「弁
肯
」
あ
る
い
は

「
承
当
」
と
い
う
。

如
浄

は
、

一
連
の
問
答
の
最
後

で
、
「仏
々
祖
々
の
身
心
脱
落
を
弁
肯
す
る
が
、
乃
ち
柔
軟
心
な
り
」

(『宝
慶
記
』
29
)
と
い

っ
て
い
る
。

「弁
肯

」
と
は
分
か

っ
て
頷
く
こ
と
で
あ
り
、
A
悟

で
あ
り
、
道
元
も

〈脱
落
を
弁
肯
す
〉
《道
得
》
な
ど
と
使

っ
て

い
る
。
だ
が
、
事
態

を
よ
り
ぴ

っ
た
り
言
い
当
て
て
い
る
用
語
は

「承
当
」
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
《
辮
道
話
》
に
は
、

「し
る
べ
し
、
わ
れ
ら
は
も
と
よ
り

無
上
菩

提
か
け
た
る
に
あ
ら
ず
。
と
こ
し
な

へ
に
受
用
す
と
い

へ
ど
も
、
承
当
す
る
こ
と
を
え
ざ
る
ゆ
ゑ
に
、
み
だ
り

に
知
見
を
お

こ
す

こ
と
を
な
ら
ひ
と
し
て
」
と
あ
り
、

「い
は
ん
や
人
み
な
般
若
の
正
種
ゆ
た
か
な
り
。
た
だ
承
当
す
る
こ
と
ま
れ
に
、
受
用
す
る
こ
と

い
ま

だ
し
き
な
ら
し
」
と
あ
る
。

一
般

の
人
と
道
元
の
違

い
は
、
悟

っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、

「承
当
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
「受
用
」
す
な
わ
ち
行
じ
て
い
る

か
ど
う

か
で
あ
る
。
承
当
と
は
、
し
た
が

っ
て
、

一
生
参
学
の
大
事
が
畢
る
こ
と
で
あ
る
。

修
行
者
に
お
い
て
は
、
無
上
菩
提
は
す
で
に
只
管
打
坐
に
お
い
て
受
用

(C
悟
)
さ
れ
て
い
て
、
欠
け
て
い
る
の
は
そ
れ
が
根
本
的
に

分
か
る
こ
と
、
承
当

(A
悟
)
で
あ
る
。
次
の
承
当
の
用
法
も
お
な
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〈す
で
に
懲
廣
保
任
す
る
に
、
諸
法
、
諸
身
、

諸
行
、
諸
仏
、
こ
れ
親
切
な
り
。
こ
の
行
法
身
仏
、
お
の
お
の
承
当
に
呈
擬
あ
る
の
み
な
り
。
承
当
に
塁
磯
あ
る
ゆ
え

に
承
当
に
脱
落
あ

る
の
み
な
り
。〉
《行
仏
威
儀
》
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こ
の
承
当
に
よ

っ
て
何
か
が
変
わ

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
宋
か
ら
帰
国
し
た
道
元
が

「空
手
に
し
て
郷
に
還
る
」
9

と
い
う
由
縁
で
あ

る
。
承
当
が
特
殊
な
体
験
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
次

の
よ
う
な

『
学
道
用
心
集
』
の
用
法
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「こ
の
身
心
を
も

っ
て
直
に
仏
を
証
す
る
、

こ
れ
承
当
な
り
。
所
謂
従
来
の
身
を
廻
転
せ
ず
、
但
、
他

の
説
に
随

い
去
る
を
直
下
と
名

づ
け
て
承
当
と
名
つ
く
る
な
り
。
」
(10
)

仏
に
成
る
m
と
い
う
よ
り
、
他
者

の
言
葉
に
よ

っ
て
仏
を
証
す
る
こ
と
が
承
当
で
あ
り
、
A
悟

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

讃
契
、
謹
会
、
得

道
と
も

い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
建
蜥
記
』
な
ど
に
よ
る
身
心
脱
落
体
験
説
は
、
現
在

で
も
根
深
く
何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
u
。
ど
う
し
て
な
お
も
悟

り
体
験

(B
悟
)
を
問
題
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
心
身
を
疲
労
困
備
に
追
い
詰
め
る
無
理
な
坐
禅
を
し
た
場
合
、
異
常
な
意
識
状

態

(魔
境
)
を
誘
因
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
浄
土
宗
に
さ
え
三
昧
発
得
と
称
し
て
幻
視
幻
聴
が
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
人
間

の
意
識
は
も
ろ
く
、

何
か
の
拍
子
で
異
常
現
象
を
起
こ
す
。
い
や
、
そ
う
い
う
異
常
な
体
験

(
B
悟
)
を
期
待
す
る
か
ら
、
難
行
苦
行
し
て
そ
う
い
う

「悟
り
」

を
現
じ
る
の
で
あ
る
。
臨
死
を
含
め

一
般
的
に
神
秘
的
体
験
は
、
強
烈
な
印
象
を
実
存
の
根
底
に
残
し
て
、
人
生
観
す
ら
替
え
得
る
か
ら

人
は
そ
れ
を
求
め
る
の
だ
。
だ
が
道
元
は
そ
れ
を
戒
め
て

「学
道
の
人
未
だ
通
塞
を
弁
ぜ
ず
、
強
い
て
見
験
あ
ら
ん

こ
と
を
好
む
。
錯
ら

ざ
る
は

阿
誰
ぞ
」
(『学
道
用
心
集
』
9
)
と

い
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
面
倒
な
こ
と
に
、
道
元
自
身

の
初
期

の
著
作
の
中
に
は
、
悟
り
を
開
く
こ
と
を
促
す
表
現
が
多
く
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
曹
洞

宗

の
中

で
も
、
悟
り
体
験
を
主
張
す
る
天
桂
伝
尊
や
原
田
祖
岳

一
門
の
よ
う
な
人
々
が
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
道
元
の
説
き
方
の
変
遷
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
覚
知
で
き
な

い

「さ
と
り
」
の
言
語
化
は
、
道
元

に
お

い
て
様
々
に
変
化
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
無
上
菩
提
正
法
眼
蔵
と
し
て
の

「さ
と
り
」
と
、
『
正
法
眼
蔵
』
な
ど
の
言
語

表
現
と

の
関
連
E
は
、
後
に
節
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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三
、
初
期
の
開
悟
の
要
請

道
元
は
た
え
ず
自
ら

の
著
述
に
手
を
加
え
て
お
り
、
現
在
見
ら
れ
る
形
で
の
著
作
は
、
必
ず
し
も
そ
の
奥
書
に
記
さ
れ
る
年
代
の
思
想

で
は
な

い
。
道
元
の
初
期
資
料
を
、
い
ま
三
十
九
歳
以
前
の
も
の
と
す
る
と
、
天
福
本

『普
勧
坐
禅
儀
』

(二
十
八
歳
作
、
三
十
四
歳
浄
書
)
、

草
案
本

《
辮
道
話
》

(三
十
二
歳
)
、
『
学
道
用
心
集
』
(三
十
五
歳
)
、
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

(三
十
六
歳
～
三
十
九
歳
頃
)
、
真
字

『
正
法

眼
蔵
』

(序
三
十
六
歳
)
、
『
永
平
広
録
』
に
含
ま
れ
る
頒
古
や
法
語
の

一
部
等
で
あ
る
。

ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
興
聖
寺
創
立
の
年
に
な
る

『学
道
用
心
集
』
で
あ
る
。
《
辮
道
話
》
で
は
、
只
管
に
打
坐
す
れ
ば
自
ず
か
ら
承
当

す
る
と
教
え
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
三
年
近
く
経

っ
て
纏
め
ら
れ
た

こ
の
書
に
は
、
明
確
に

「右
、
身
心
を
決
択
す
る
に
自
ず
か
ら
両
般
あ

り
、
参
師
聞
法
と
功
夫
坐
禅
な
り
」

(十
)
と
聞
法
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
後
に
自
ら
が
批
判
す
る
古
則
公
案
に
よ

っ

て
忽
然
と
悟
る
中
国
宋
朝
禅

の
要
素
が
、
色
濃
く
見
出
せ
る
。

例
え
ば
、
無
字
の
公
案
は
、
「無
の
字
の
上
に
お
い
て
擬
量
し
得
て
ん
や
、
擁
滞
し
得
て
ん
や
、
全
く
巴
鼻
な
し
。
且
く
手
を
撒
し
て
看

よ
。
身

心
如
何
、
行
李
如
何
、
生
死
如
何
、
仏
法
如
何
、
世
法
如
何
、
山
河
大
地
人
畜
家
屋
畢
尭
如
何
と
。
看
来
り
、
看
去
れ
ば
、
自
然

に
動
静

の
二
相
了
然
と
し
て
生
ぜ
ず
」
(8
)
と
、
理
性
で
は
理
解

で
き
な
い
こ
と
を
強
い
て
問
い
詰
め
、
意
識
を
遮
断
す
る
手
段
と
し
て

使
わ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
坐
禅
は
直
ち
に
証

(C
悟
)
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悟
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
無
所
得

.
無
所
悟

で
は
な

い
。

「そ

の
風
規
た
る
、
意
根
を
坐
断
し
、
知
解

の
路
に
む
か
わ
ざ
ら
し
む
。
こ
れ
乃
ち
初
心
を
誘
引
す
る
の
方
便
な

り
。
そ
の
後
、
身
心

を
脱
落

し
、
迷
悟
を
放
下
す
、
第
二
の
様
子
な
り
。
…
人
、
試
み
に
意
根
を
坐
断
せ
よ
、
十
が
八
九
は
忽
然
と
し
て
見
道
す
る
こ
と
を
得

ん
」

(
9
)
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
見
道
が
迷
悟
の
悟

で
は
な

い
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「忽
然
と
し
て
」
と
あ

る
の
で
、
鎌
倉
時
代

の
学
人
に
は
、
体
験
と
し
て
の
悟
り

(B
悟
)
と
聞
こ
え
て
も
無
理
か
ら
な
い
。

そ
れ

に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
悟
り
を
得
て
仏
に
な
る
禅
宗
の
伝
統
が
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「釈
雄
調
御
菩
提
樹
下
に
坐
し
て
、
明



星
を
見

る
こ
と
を
得
て
忽
然
と
し
て
頓
に
無
上
乗
の
道
を
悟
る
。
そ
の
所
悟
の
道
は
声
聞
縁
覚
等
の
能
く
及
ぶ
所
に
あ

ら
ず
。
仏
能
く
自

ら
悟
り
、
仏
仏
に
伝
え
て
今
に
断
絶
せ
ず
。
そ
の
得
悟
の
者
は
あ
に
仏
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。
」
(『学
道
用
心
集
』
9
)

ま
た
、
初
期
の
法
語
に
は

「這
の

一
段
の
公
案
」
(2
、
4
)
の
参
究
要
請
が
あ
り
、
B
悟
と
受
け
と
ら
れ
か
ね
な

い

「新
条
特
地
」
(5
)

と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
、
「得
法

の
者
こ
れ
少
な
し
。
…
悟
道
の
者

こ
れ
少
な
し
」
(『学
道
用
心
集
』
6
)
と

い
う
言
葉

も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
指
示
は
、
ほ
と
ん
ど
宋
朝
禅
と
変
わ
ら
な
い
。
道

元
は
帰
朝
後
し
ば
ら
く
は
、
中
国
で
実
践
し
た
臨
済
禅

の
や
り
方
を
、

踏
襲
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
の
修
行
者
が
新
し
い
禅
に
期
待
し
た
こ
と
と
も
合
致
し
た
の
だ
ろ
う
。
天
福
本

『
普
勧
坐
禅
儀
』
が
、

宗
蹟

の

『
坐
禅
儀
』
と
よ
く
似

て
い
る
こ
と
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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四
、

『辮
道
話
』
の
危
う
さ

只
管
打
坐
の
さ
と
り

(C
悟
)
と
そ
の
承
当

(A
悟
)
と
い
う
道
元
の
捉
え
方
は
、
中
国
禅

の
主
流
で
あ

っ
た
本
覚

に
目
覚
め
る

(始

覚

H
B
悟
)
と
い
う
こ
と
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
。
ち
な
み
に
原
田
祖
岳
門
下
の

「本
分
上

の
宗
旨
と
修
証
辺
の
宗
旨
」
と

い
う
の
は
、

こ
の
本
覚
と
始
覚
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

『
普
勧
坐
禅
儀
』
や
、
広
く
仏
法
宣
揚

の
た
め
書
か
れ
た

《
辮
道
話
》

で
は
、
未
だ
中
国
禅

の
伝
統
に
引
き
づ
ら
れ

て
、
本
覚
と
始
覚

の
関
係
を
思
わ
せ
る
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
本
覚
と
見
誤
れ
る
表
現
は

『
普
勧
坐
禅
儀
』
で
は

「道
本
円
通
い
か
で
か
修
証
を
仮
ら

ん
」
と
あ
り
、
『辮
道
話
』
で
は

「わ
れ
ら
は
無
上
菩
提
か
け
た
る
に
あ
ら
ず
」
や

「仏
法

の
中
に
心
性
大
総
相
と
云
は
…
」
な
ど
が
あ
り
、

『学
道

用
心
集
』
で
も

「自
己
本
道
中
に
あ

っ
て
迷
惑
せ
ず
、
妄
想
せ
ず
、
転
倒
せ
ず
、
増
減
な
く
誤
謬
な
き
こ
と
を
信
ず

べ
し

」

(9
)

と
本
覚

と
思
え
る
も
の
を
内
容
と
す
る
信
が
要
請
さ
れ

て
い
る
。
た
し
か
に
、

こ
の
表
現
と
体
験
的
悟
り
の
前
提
に
な

っ
て
い
る
本
覚
思

想
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
難
し
い
。

道
元
の
主
眼
は
い
う
ま
で
も
な
く
C
悟
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
承
当
さ
せ
る
こ
と

(A
悟
)
は
、
非
常
に
難
し
い
。
そ

こ
に

『辮
道
話
』
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で
は
、

「承
当
」
で
は
な
く

「信
」
を
持
ち
出
す
理
由
が
存
す
る
。

『辮
道
話
』
で
は
、
坐
禅
こ
そ
が
仏
法
の
正
門
で
あ
る
と
宣
言
し
て
も
、
な
ぜ
正
門
な
の
か
B
、
と
い
う

こ
と
に

つ
い
て
は
、
釈
迦
を

は
じ
め
す
べ
て
の
如
来
と
祖
師
が
坐
禅
に
よ

っ
て
得
道
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
し
か
言

っ
て
い
な

い
。

草
案

本

《辮
道
話
》
に
は

「悟
り
を
開
く
」
と
い
う
表
現
が
、
頻
繁
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
修
行
者

へ
の
要
請

で
は
な
く
、
坐
禅

へ

の
信
を
保
証
す
る
他
者
の
経
験
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。

「端
坐
す
る
を
以
て
開
倒

の
直
道
と
せ
り
。
西
天
東
地
、
悟
を
え
し
人
、
此

の
清
規
に
随

へ
り
」
、
「深
き
迷
を
掃
蕩

し
、
近
き
悟
を
獲

矧
U
て
、
小
節
に
拘
わ
ら
ず
」
、
「坐
禅
よ
り
矧
遡
せ
り
」、

「修
行
し
、
開
悟
す
る
な
り
」
、
「得
道
讃
契

の
哲
匠
を
敬

い
て
」
、
「坐
の
外
に

.開
倒
せ

し
も
、
皆
曾
て
坐

の
力
有
る
な
り
」、

「猟
者
樵
翁
、
悟
を
開
く
」
、
「袈
裟
を
楡
み
か
け
て
、
悟
を
開
き
し
」
、

「設
斎
の
信
女
悟
り

を
開
き

し
」
。
U

た
し

か
に
皆
が
坐
禅
に
よ

っ
て
覚
り
を
開
い
た
と
い
う
の
は
、
事
実
で
あ
ろ
う
。
い
ま
で
も
テ
ー
ラ

・
ヴ

ァ
ー
ダ

仏
教
で
も
チ
ベ

ッ
ト

仏
教
で
も
、
行
の
基
本
は
坐
禅
で
あ
る
。

だ
が
、
道
元
は
坐
禅
に
そ
れ
以
上
の
意
味
、
つ
ま
り
戒
定
慧

の
三
学
の
な
か
の
定
で
も
、
大
乗
の
六
度

の
な
か
の
禅

波
羅
蜜
で
も
な
く
、

「仏
法

の
全
道
」
だ
と

い
う
意
味
を
持
た
せ
る
。
こ
れ
は
如
浄

の

「さ
ら
に
焼
香
、
礼
拝
、
念
仏
、
修
戯
、
看
経
を
も
ち
ゐ
ず
、
た
だ
し

打
坐
し
て
身
心
脱
落
す
る
こ
と
お
え
よ
」
と

い
う
教
示
に
遡
る
も
の
で
あ
り
、
当
時

の
天
台
宗
の
影
響
下
に
あ

っ
た
僧
侶
た
ち
に
対
し
て

は
、
強

烈
な
衝
撃
を
与
え
る
宣
言
で
は
あ

っ
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
当
時
は
道
元
自
身
に
そ
の
さ
と
り
を
言
語
化
す

る

「道
得
」
が
熟
し

て
い
な

か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
聴
衆

の
未
熟
に
も
よ
る
。
だ
か
ら
、
信
が
押
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「お
よ
そ
諸
仏
の
境
界
は
不
可
思
議
な
り
。
心
識
の
お
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
は
む
や
不
信
劣
智
の
し
る
こ
と

お
え
む
や
。
た
だ
正

信
の
大
機

の
み
、
よ
く
い
る
こ
と
を
う
る
な
り
。
不
信
の
人
は
、
た
と
え
お
し
ふ
と
も
、
う
く
べ
き
こ
と
か
た
し
。
」

そ
の
信

の
内
容
が
、
坐
禅
の
功
徳
と
し
て
次

の
よ
う
に
壮
麗
に
叙
述
さ
れ
る
。
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「も

し
人
、

一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
、
三
業
に
仏
印
を
標
し
、
三
昧
に
端
坐
す
る
と
き
、
遍
法
界
み
な
仏
印
と
な

り
、
尽
虚
空

こ
と
ご

と
く
さ
と
り
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
諸
仏
如
来
を
し
て
は
本
地

の
法
楽
を
ま
し
、
覚
道

の
荘
厳
を
あ
ら
た
に
す
。
お
よ
び
十
方
法
界
、
三
途

六
道

の
群
類
、
み
な
と
も
に

一
時
に
身
心
明
浄
に
し
て
、
大
解
脱
地
を
証
し
、
本
来
面
目
現
ず
る
と
き
、
諸
法
み
な

正
覚
を
証
会
し
、
万

物
と
も

に
仏
身
を
使
用
し
て
、
す
み
や
か
証
会
の
辺
際
を

一
超
し
て
、
覚
樹
王
に
端
坐
し
、

一
時
に
無
等
々
の
大
法
輪
を
転
じ
、
究
尭
無

為

の
般
若
を
開
演
す
。
」

坐
禅

は
、
《
辮
道
話
》
で
は
、
ま
さ
に
仏
法

の
全
道
と
信
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
経
典
や
公
案
な
ど
の
言
語
表
現

へ
の
思
惟
は
、

要
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
る
。

「経
書
を
ひ
ら
く
こ
と
は
、
ほ
と
け
頓
漸
修
行
の
儀
則
を
お
し

へ
お
け
る
を
あ
き
ら
め
し
り
、
教
の
ご
と
く
修
行
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず

証
を
と
ら
し
め
む
と
な
り
。
い
た
づ
ら
に
思
量
念
度
を

つ
ゐ
や
し
て
、
菩
提
を
う
る
功
徳
に
擬
せ
ん
と
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
。
」

「文
字
法
師
の
し
り
溶
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。」

「こ
の
知
見
に
よ
り
て
、
空
花
ま
ち
ま
ち
な
り
。
あ
る
い
は
十
二
輪
転
、
二
十
五
有
の
境
界
と
お
も
ひ
、
三
乗
五
乗
、
有
仏
無
仏
の
見

つ
く
る
事
な
し
。
こ
の
知
見
を
な
ら
ふ
て
、
仏
法
修
行
の
正
道
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
し
か
あ
る
を
、
い
ま
は
ま
さ

し
く
仏
印
に
よ
り
て

万
事
を
放
下
し
、

一
向
に
坐
禅
す
る
と
き
、
迷
悟
情
量
の
ほ
と
り
を
こ
ゑ
て
、
凡
聖
の
み
ち
に
か
か
は
ら
ず
、
す
み
や
か
に
格
外
に
適
遥

し
、
大
菩
提
を
受
用
す
る
な
り
。」

「た
だ
ま
さ
に
、
は
じ
め
知
識
を
み
む
よ
り
、
修
行

の
儀
則
を
苔
問
し
て
、

一
向
に
坐
禅
辮
道
し
て
、

一
知
半
解
を
心
に
と
む
る
こ
と

な
か
れ

。」

「ま
た
療
老
の
比
丘
黙
坐
せ
し
を
み
て
、
設
斎
の
信
女
さ
と
り
お
ひ
ら
き
し
、
こ
れ
智
に
よ
ら
ず
、
文
に
よ
ら
ず
、

こ
と
ば
お
ま
た
ず
、

か
た
り

お
ま
た
ず
、
た
だ
こ
れ
正
信
に
た
す
け
ら
れ
た
り
。」

こ
の
よ
う
に

《
辮
道
話
》

で
弟
子
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
だ

「修
証
こ
れ

一
等
な
り
」
な
ど
の
道
元
の
言
葉

を
信
じ
て
坐
禅
辮
道
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す
る

こ
と
、
「証

(C
悟
)
を
覚

(A
悟
)
前
に
得
」
(『学
道
用
心
集
』
3
)
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
自
発
的
な
疑
問
を
抱
く
こ
と
や
、
覚
り

へ
の
知
的
求
道
は
無
用
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
人
々
が
禅
宗
に
期
待
し
た
の
は
、
浄
土
教
で
も
も

っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
る

「信
」
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
師
匠
に
も
釈
迦
に
も

隔
ぜ

ら
れ
る
こ
と

の
な
い
、
自
己
自
身
に
よ
る
確
証
で
あ
る
。
七
十
五
巻
本

『
正
法
眼
蔵
』
に
は
、
も
は
や
信
は
主
題
的
に
は
ま

っ
た
く

説
か
れ
な
い
拓
。
信

で
は
仏
法
は
伝
わ
ら
な

い
か
ら
だ
。
そ
の
最
初
の
指
導
法
の
転
換
が

『学
道
用
心
集
』
だ
と
い
え
よ
う
。

五
、
懐
弊
の
承
当

『
学
道
用
心
集
』
は
、
禅
宗
に
期
待
を
も

っ
て
道
元
の
許
に
集
ま

っ
た
修
行
僧
に
対
す
る
指
南
書
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に

《
現
成
公
案
》
草
稿
を
書
い
て
い
た
道
元
が
、

い
っ
た
い
ど
う
し
て
、
弟
子
に
開
悟
を
迫
る
言
葉
を
使

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ

の
答
え
に
な
る
よ
う
な
上
堂
が
、
時
期
は
ず
れ
る
が

『永
平
広
録
』
燭
に
あ
る
。

「汝
等
諸
上
座
、
盟
曇
比
丘
の
因
由
を
知
ら
ん
と
要
す
や
。

一
つ
に
は
天
童
の
脱
落

の
話
を
聞
き
得
る
に
由
り
て
仏
道
を
成
ず
。
二

つ

に
は
大
仏
挙
頭
の
力
、
諸
人
の
眼
晴
裏
に
入
る
こ
と
を
得
る
に
由
る
。
」

こ

こ
で
は
明
ら
か
に
如
浄
の

「脱
落
の
調
」
を
道
元
が
聞
き
え
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、道
元
の
渾
身

の
言
葉

(大
仏
挙
頭

の
力
聡
)

が
、
本
当
に
弟
子
た
ち
に
聞
こ
え
る

(諸
人
の
眼
晴
裏
に
入
る
)
必
要
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

つ
ま
り
他
か
ら
法
を
伝
え
ら
れ
、
ま
た
他

に
法

を
伝
え
得
て
、
は
じ
め
て
ゴ
ー
タ

マ
の
成
仏
と
い
わ
れ
う
る
円
環
的
出
来
事
が
完
成
す
る
。
成
仏
は
体
験
で
は
な

い
か
ら
、
個
人
の

成
仏

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
成
仏
と
は
仏
が
仏
に
伝
え
て
い
く
も
の
な

の
だ
。

道

元
は
、
そ
の
円
環
的
成
仏
の
た
め
に
、
是
が
非
で
も
他
者
に
法
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
方
便
と
し
て
、
初
期
に

は
開
悟

の
要
請
が
な
さ
れ
た
。
方
便
と
い

っ
て
し
ま

っ
て
は
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
謹
会

し
て
も
謹
会
し
な

く
て
も
、
只
管
打
坐

の
と

こ
ろ
に
C
悟
は
現
成
す
る
か
ら
、
「端
坐
修
練
す
る
に
、
仏
向
上
の
事
た
ち
ま
ち
あ
ら
は
れ
て
、
一
生
参
学
の
大
事
す
み
や
か
に
究
尭
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す
る
も

の
な
り
」
(『辮
道
話
』)
と
、
只
管
打
坐
が
た
だ
ち
に
大
事

の
究
尭
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
、
自
覚
す
る
の
と
し
な
い
の
で
は
大
い
に
異
な
る
。
例
え
ば
哲
学
な
ど
は
す
で
に
存
在
し
、
認
識

し
て
い
る
我
々
の
現
事
態
を
、

い
か
に
自
覚
す
る
か
と

い
う
営
み
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
自
覚
と
し
て
の
覚
り

(A
悟
)
が
、
法
を
継
承

し
て
い
く
た
め
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
初
期
の
、
B
悟
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
を
、
道
元
は
後
に
止
め
た

の
で
あ
り
F
、
『辮
道
話
』
定

稿
で
は
、
す
べ
て
で

は
な

い
が
、

「心
地
を
開
明
す
る
」
や

「坐
の
力
」
な
ど
体
験
的
開
悟
を
思
わ
せ
る
表
現
を
書
き
改
め

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
懐

弊
の
得
法
を
境
に
明
確
に
指
導
方
法
の
新
た
な
展
開
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
『
学
道
用
心
集
』
が
整

っ
た
翌
年
、

す
な
わ
ち
文
暦
元
年
か
ら
始
ま
る
長
円
寺
本

『
随
聞
記
』
B

に
辿

っ
て
み
た

い
。

懐
弊
が
興
聖
寺
に
入
門
し
て
か
ら
は
、
か

つ
て

一
度
な
さ
れ
た
公
開
の

『
正
法
眼
蔵
』
示
衆
は
止
ま
り
、
も

っ
ぱ
ら
、
門
人
指
導
と
も

い
え
る
小
参
が
増
え
、
そ
れ
ら
は

『随
聞
記
』
に
細
か
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

『随
聞
記
』
が
欄
筆
さ
れ
た
年

、
暦
仁
元
年
か
ら
、

五
年
ぶ
り
に

『
正
法
眼
蔵
』
示
衆
が
再
開
さ
れ
る
。
道
元
は
こ
の
間
、
懐
弊
の
得
法
に
賭
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
承
当

(A
悟
)
す
る

一
箇

半
箇
を
打
ち
出
し
て
、
は
じ
め
て
道
元
の
得
法
の
意
義
も
成
り
立

つ
か
ら
で
あ
る
。

『
随
聞
記
』
巻

一
か
ら
巻
三
ま
で
は
開
悟
の
体
験

(B
悟
)
が
、
実
際
に
あ
る
か
の
よ
う
に
教
示
さ
れ
る
。

「学
道
の
人
、若
し
悟
を
得
て
も
、今
は
至
極
と
思
て
行
道
を
罷
こ
と
な
か
れ
。道
は
無
窮
な
り
。さ
と
り
て
も
猶
行
道
す

べ
し
。
」
(巻

一
)

「道
を
得
る
こ
と
は
、根
の
利
鈍
に
は
依
ら
ず
。
人
々
皆
法
を
悟
る
べ
き
也
。
只
精
進
と
解
怠
と
に
よ
り
て
得
道

の
遅
速
あ
り
。」
(巻

一
)

「こ
の
語
を
聞
て
学
人
も
頓
に
悟
入
す
べ
し
。」
(巻
二
)

「こ
れ
ほ
ど
の
心
、

一
度
不
発
し
て
、
仏
法
悟
る
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。」
(巻
二
)

「如
今
、
各

々
も

一
向
に
思
い
切

っ
て
修
し
て
見
よ
。
十
人
は
十
人
な
が
ら
可
得
道
也
。
」
(巻
二
)

「我
心
も
又
自
本
習

い
来
る
法
門

の
思
量
を
ば
す
て
て
、
只
、
今
見
る
処
の
祖
師

の
言
語
行
履
に
、
次
に
心
を
移

し
も
て
行
也
。
如
是
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す
れ
ば
、
智
恵
も
す
す
み
、
悟
も
開
く
る
也
。
」
(巻
三
)

「只
管
打
坐
し
て
大
事
を
明
め
、
心
の
理
を
明
め
な
ば
、
後
に
は

一
字
を
も
不
知
と
も
、
他
に
開
示
せ
ん
に
用
ひ
不
可
尽
。
…
是
、
真

実
の
道

理
也
と
思
て
、
其
後
ち
語
録
等
を
見
る
こ
と
を
と
ど
め
て
、

一
向
に
打
坐
し
て
大
事
を
明
め
得
た
り
。
」
(巻
三
)

「或

は
只
管
打
坐
の
時
、
或
は
古
人
の
公
案
に
向
は
ん
時
、
若
は
知
識
に
向
か
は
ん
時
、
実
の
志
を
も
て
、
な
さ
ん
ず
る
時
、
高
と
も

射

つ
べ
し
、
深
く
と
も
釣
ぬ
べ
し
。
是
れ
程
の
心
、
不
発
し
て
仏
道
と
云
程
の
、

一
念
に
生
死
の
輪
廻
を
き
る
大
事
を
ば
、

い
か
が
成
ぜ

ん
。
…
か
な
ら
ず
悟
道
す
。
」
(巻
三
)

「然

れ
ば
明
目
死
に
、
今
夜
死
可
し
と
思
ひ
、
あ
さ
ま
し
き
事
に
、
逢
た
る
思
を
な
し
て
、
切
に
は
げ
み
、
志
を
す
す
む
る
に
、
悟
を

え
ず
と
云
事
無
き
也
。
中
々
世
智
弁
聡
な
る
よ
り
も
、
鈍
根
な
る
様
に
て
、
切
な
る
志
を
出
す
人
、
速
に
悟
得
也
。
」

(巻
三
)

「只
今
ば
か
り
、
我
命
は
存
ず
る
也
、
不
死
先
に
悟
を
得
ん
と
、
切
に
思

て
仏
法
を
学
せ
ん
に
、

一
人
も
不
得
は

不
可
有
也
。
」
(巻
三
)

懐
弊
は
そ
の
著
作

『光
明
蔵

三
昧
』
に
多
く
の
経
典
禅
録
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
し
量
ら
れ
る
よ
う

に
、
仏
教
知
識
が
豊

富
だ

っ
た
た
め
、
道
元
は
あ
え
て

「意
根
を
坐
断
し
、
知
解
の
路
に
む
か
わ
ざ
ら
し
む
」
た
め
の
方
便
と
し
て
、
開
悟
を
強
く
要
請
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
道
元
が

「悟
」
と

い
っ
て
い
る
も
の
は
、
懐
弊
を
は
じ
め
大
方
が
期
待

す
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
か

っ
た
。

第

三
巻
の
終
り
近
く
に
は
、
悟

(B
悟
)
は
実

の
と
こ
ろ
な

い
の
だ
と
い
う
、
次
の
よ
う
な
重
大
な
教
え
が
開
示
さ
れ
る
。

「坐
す
な
わ
ち
仏
行
な
り
。
坐
即
不
為
也
。
是
即
自
己
の
正
体
也
。
此
外
、
別
に
仏
法

の
可
求
無
き
也
」
。

こ
れ
以
上
雄
弁
に
只
管
打
坐
の
内
実
を
言
い
当
て
た
言
葉
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、道
元
も
如
浄

の
最
初
の
示
し
に
得
心
が
い
か
な
か

っ

た
よ
う

に
、
懐
弊
も
そ
の
真
意
を
掴
め
ず
、
な
お
体
験
的
悟
を
求
め
た
よ
う
で
あ
る
。

第

四
巻
に
な
る
と
開
悟
と
い
う
よ
り
は
、
仏
法
に
入
り
、
行
を
続
け
る
こ
と
の
み
が
大
事
で
、
む
し
ろ
修
行

の
果
を
求
め
な
い
こ
と
が

説
か
れ

る
。
p
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「今
、
仏
祖
を
行
ぜ
ん
と
思
は
ば
、
所
期
も
無
く
、
所
得
も
無
く
し
て
無
利
に
先
聖

の
道
を
行
じ
、
祖
々
の
行
履
を
行
ず

べ
き
也
。
所

求
を
断

じ
、
仏
果
を
の
ぞ
む
べ
か
ら
ず
。
…

一
期
、
行
じ
も
て
ゆ
け
ば
、
是
を
古
人
も
打
破
漆
桶
底
と
云
也
。
」
(巻
四
)

明
ら
か
に
説
示
の
調
子
が
変
化
し
て
い
る
。
「打
破
漆
桶
底
」
と
い
う
明
ら
か
に
B
悟
を
表
す
言
葉
が
、
一
生
坐
禅
す
る
こ
と
だ
と
強
弁

さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
強
弁
が
通
る
の
は

「知
識
、
若
、
仏
と
云
は
蝦
墓
蛆
矧
ぞ
、
と
云
は
ば
蝦
墓
蛆
矧
を
仏
と
信
じ
て
、
日

頃

の
知
恵
を
捨
也
」
と
教
え

て
、
師
た
る
道
元
の
言
葉
に
対
す
る
絶
対
的
信
を
担
保
に
と

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
ま
た
教
外
別
伝
的
に
、
聖
教
も
語
録
を
見
る
な
と

い
っ
た
20
頃
と
は
異
な

っ
て
、
聖
教
を
大
切
に
す
る
教
え
と
も
結
び

つ
い
て
い
る
。

「仏

祖
の
行
履
、
聖
教
の
道
理
に
て
だ
に
も
あ
ら
ば
依
行
す
べ
し
。」
(巻
四
)

そ
し

て
懐
弊
が
首
座
に
な
る
直
前
の
示
衆
に
は
こ
う
あ
る
。

「昔

、
倶
砥
和
尚
に
使
え
し
童
子
の
如
き
は
、
い
つ
学
し
、
い
つ
修
し
た
り
と
も
見

へ
ず
、
不
覚
ど
も
、
久
参
に
近
づ
い
し
に
、
悟
道

す
。
坐
禅
も
、
自
然
に
、
久
し
く
せ
ば
、
忽
然
と
し
て
大
事
を
発
明
し
て
、
坐
禅

の
正
門
な
る
事
を
、
知
る
時
も
有

べ
し
。
」
(巻
五
)

こ
の
よ
う
な
話

の
展
開
は
い
か
な
る
語
録
に
も
な
い
飢
。
自
ら
の
真
字

『
正
法
眼
蔵
』
に
す
ら
、
指
を
切
ら
れ
た

倶
砥
の
童
子
が
首
を

廻
ら
せ
た
時
、
「師
、
却

っ
て

一
指
を
竪
起
す
。
童
子
、
忽
然
と
し
て
了
悟
す
」
と
記
述
し
て
い
る
の
だ
。
け

っ
し
て
坐
禅
を
久
し
く
し
た

か
ら
自
然
に
悟

っ
た

の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
久
し
く
見
慣
れ
て
自
然
に
立
て
て
し
ま

っ
た
指
を
、
切
ら
れ

て
か
ら
悟

っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ

が
道
元
は
そ
れ
を
こ
う
ひ

っ
く
り
返
し
て
見
せ
た
。
懐
弊
は
す
で
に
大
事
畢
了
と

い
う
の
は
、
悟
り
体
験
で
は
な
く

、
坐
禅
こ
そ
仏
行
な

の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
薄
々
気
が

つ
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
指
示
に
お
い
て
、
開
悟
を
期
す
と

い
う
教
え

が
方
便
で
あ

っ
た
こ

と
を
、

明
ら
か
に
自
覚
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

『随
聞
記
』
の
そ
の
後
の
説
示
は
、
自
分
の
開
悟
の
た
め
に
で
は
な
く
、
仏
道

の
た
め
に
生
涯
坐
禅
す
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
。

「仏
道
修
行
の
功
を
も
て
、
代
わ
り
に
善
果
を
得
ん
と
思
ふ
事
勿
れ
。
…
如
是
心
に
ね
が
ひ
て
、
も
と
む
る
事
無
け
れ
ば
、
即
ち
大
安

楽
也
。
」
(巻
六
)
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「我
を
は
な
る
と
云
は
、
我
が
身
心
を
す
て
て
我
が
為
に
仏
法
を
学
す
る
こ
と
無
き
也
。

只
、
道
の
為
に
学
す
べ
し
。」
(巻
六
)

「仏
道
は
人
の
為
な
ら
ず
、
身
の
為
也
と
云
て
、
我
身
心
に
て
仏
に
な
さ
ん
と
真
実
に
い
と
な
む
人
も
有
り
。
是

は
、
以
前
の
人
々
よ

り
は
、
真

の
道
者
か
と
覚
れ
ど
も
、
是
も
猶
を
、
吾
我
を
思
て
、
我
身
よ
く
な
さ
ん
と
思

へ
る
故
に
、
猶
を
吾
我
を
離
ず
。
又
、
諸
仏
菩

薩
に
、
随
喜
せ
ら
れ
ん
と
思
ひ
、
仏
果
菩
提
を
成
就
せ
ん
と
思

へ
る
故
に
、
名
利
の
心
ろ
、
猶
、
捨
て
ら
れ
ざ
る
也

。
是
ま
で
は
い
ま
だ

百
尺
竿

頭
を
は
な
れ
ず
、
と
り

つ
き
た
る
如
し
。
只
、
身
心
を
仏
法
に
な
げ
す
て
て
、
更
に
悟
道
得
法
ま
で
も
、

の
ぞ
む
事
な
く
、
修
行

し
ゆ
く

、
是
を
不
染
汚

の
行
人
と
云
也
。」
(巻
六
)

そ

し
て
開
悟

得
悟

で
は
な
く
承
当
が
説
か
れ
始
め
る
。
承
当
は
、
盲
目
的
坐
禅
を
超
え
る
身
心
の
頷
ぎ
で
あ
る
。

「我
身
仏
道
を
な
ら
ん
為
に
、
仏
法
を
学
す
る
こ
と
莫
か
れ
。
只
、
仏
法
の
為
に
仏
法
を
行
じ
ゆ
く
也
。
た
と
ひ
千
経
万
論
を
学
し
得
、

坐
禅
と

こ
を
や
ぶ
る
と
も
、
此
心
無
く
ば
、
仏
祖

の
道
を
不
可
学
得
。
只
、
須
く
身
心
を
放
下
し
て
、
仏
法
の
中
に
他
に
随
ふ
て
旧
見
な

け
れ
ば

、
即
ち
直
下
に
承
当
す
る
也
。」
(巻
六
)

こ
こ
で
、
道
元
は
方
便
の
教
え
を
や
め
て
、
仏
果
菩
提
や
悟
を
も
求
め
る
べ
き
で
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
更
に
念
を
押
し
て
学

道
は
坐
禅

の
み
で
あ
る
と
い
う
。

「
一
日
、
弊
、
問
云
、
叢
林
の
勤
学

の
行
履
と
云
は
如
何
。
示
云
、
只
管
打
坐
也
。
或
は
閣
上
、
或
は
楼
下
に
し
て
常
坐
を
い
と
な
む
。

人
に
交

わ
り
物
語
せ
ず
、
聾
者
の
如
く
、
唖
者

の
如
く
に
し
て
、
常
に
独
坐
を
好
む
也
。」
(巻
六
)

「
示
云
、
学
道
の
最
要
は
坐
禅
、
是
第

一
也
。
大
宋
の
人
、
多
く
得
道
す
る
事
、
皆
、
坐
禅
の
力
也
。

一
文
不
通
に
て
、
無
才
愚
鈍
の

人
も

、
坐
禅
を
専
ら
に
す
れ
ば
、
多
年
の
久
学
、
聡
明
の
人
に
も
勝
れ
て
出
来
す
る
。
然
ば
、
学
人
、
只
管
打
坐
し

て
他
を
管
ず
る
事
な

か
れ

。
仏
祖
の
道
は
只
坐
禅
也
。
他
事
に
順
ず

べ
か
ら
ず
。」
(巻
六
)

し
か
し
、
な
お
懐
舞
は
、
聖
教
を
見
、
語
録
公
案
を
見
て
、
悟
り
を
開
く
こ
と
に
わ
だ
か
ま

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
問

沖つ
。
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「弊

、
問
て
云
、
打
坐
と
看
語
と
な
ら
ば
べ
て
是
を
学
す
る
に
、
語
録
公
案
等
を
見
に
は
、
百
千
に

一
つ
、
い
さ
さ

か
心
得
ら
れ
ざ
る

と
、
覚

る
事
も
出
来
る
。
坐
禅
は
、
其
程

の
事
も
な
し
。
然
ど
も
、
猶
、
坐
禅
を
好
む
べ
き
か
」
。

こ
の
感

慨
か
ら
見
れ
ば
、
懐
弊

の
坐
禅
に
は
特
別
な
体
験
は
な
か

っ
た
。
道
元
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
不
確
か
な
こ
と
に
思

わ
れ
る
。
香
厳
聞
声
や
霊
雲
桃
花
の
よ
う
な
体
験
が
人
間
に
は
欲
し
い
の
だ
。
あ
あ
、
そ
う
か
と
身
を
も

っ
て
体
験

し
て
得
心
し
た

い
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
道
元
は
示
す
。

「語
録
話
頭
を
見
て
、
柳
か
知
覚
あ
る
様
な
り
と
も
、
其
は
仏
祖
の
道
に
、
と
を
ざ
か
る
因
縁
也
。
無
所
得
無
所
悟
に
て
、
端
坐
し
て

時
を
移
さ
ば
、
即
、
祖
道
な
る
べ
し
。
古
人
も
看
語
祇
管
坐
禅
と
も
に
進
め
た
れ
ど
も
、
猶
、
坐
を
ば
専
ら
進
め
し
也
。
話
頭
を
以
て
悟

を
ひ
ら
き
た
る
人
有
と
も
、
其
も
坐

の
功
に
よ
り
て
、
悟
の
開
く
る
因
縁
也
。
ま
さ
し
き
功
は
、
坐
に
あ
る
べ
し
。
」

(巻
六
)

こ
こ
で

『随
聞
記
』
は
終
わ

っ
て
い
る
。
こ
の
示
し
で
懐
弊
は

つ
い
に
最
終
的
な
承
当
を
得
た

の
で
あ
る
。
開
悟

(B
悟
)
を
期
す
と

い
う
教
え
が
、
坐
禅
に
親
し
む
た
め
の
方
便
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
法
は
伝
わ

っ
た
。
も

っ
と
も

『光

明
蔵
三
昧
』
に
は
本

覚
思
想

に
後
退
し
た
表
現
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も

「若
シ
纏

モ
所
得
ア
ラ
バ
ニ
段
ナ
ル
ベ
シ
」
と
無
所
得
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
あ

あ
、
分

か

っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
た
の
で
あ
る
。
不
知
を
肯

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
証
会

(A

悟
)
は
あ
る
し
、
必
要
な
の
だ
。

そ
し

て
こ
れ
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
。
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は

「初
心
の
辮
道
す
な
は
ち
十
分
の
本
証
を
無
為

の
地

に
う
る
」
(草
案
本

『辮
道
話
』)
と
い
う
こ
と
に
納
ま
り
か
え

っ
て
し
ま

っ
た
ら
、
身
命
を
賭
け
る
ほ
ど
の
切
実
な
坐
禅
が
、
か
え

っ
て
で
き
な
く
な
る
。
命

懸
け
の
気
力
と
体
力
を
傾
け
、
悟
り
を
開
く
と
い
う
仮

の
目
標
を
設
定
し
て
で
も
努
め
な
け
れ
ば
、
人
間
根
性
は
払
拭
で
き
な

い
の
だ
。

そ
う

い
わ
れ
て
坐
禅
を
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
す
み
や
か
に
心
が
静
ま
る
。
そ
の
境
地
を
初
期

の
道
元
は

「自
然
に

四
大
軽
安
、
精
神
爽
利
、
正
念
分
明
、
法
味
資
神
、
寂
念
清
楽
」
(天
福
本

『普
勧
坐
禅
儀
』)
と
言
い
表
わ
し
、
「定
力

を
護
持
し
」

「定
力

に
任
す
」
(天
福
本
)
と
、
坐
禅
に
よ
る
精
神
安
定

(安
心
)
を
記
し
た
。
や
み
く
も
に
で
も
、
必
死
で
坐
禅
す
る
五
年
十
年
が
必
要
な

の
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だ
。

(も

っ
と
も

こ
の
表
現
で
は
無
所
得
で
は
な
く
な
り
、
個
人
的
な
力
を
付
け
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
流
布
本
で
は
削
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。)
そ
の
上
で
、
そ
の
只
管
打
坐
に
お
い
て
現
じ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、

「さ
と
り
」
で
あ
る
と
身
心
で
う
な

つ
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
る
人
は
ご
く
少
な
い
。

「大
宋
国
の
叢
林
に
も
、
一
師
の
会
下
に
数
百
千
人
の
中
に
実
の
得
道
得
法
の
人
は
僅
か

一
二
也

」
(『随
聞
記
』
巻
三
)
と
あ
る
よ
う
に
、

A
悟
を
得
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
初
期
の
道
元
に
お
け
る
開
悟
、
得
道
の
要
請
は
、

一
種
の
方
便
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
が
、
か
つ

て
の
懐
弊
と
同
様
に
、
そ
れ
で
も
、
香
嚴
が
竹
音
を
聞
き
、
霊
雲
が
桃
花
を
見
た
の
は
、
体
験
と
し
て
の
B
悟
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑

念
が
、
多
く
の
人
に
根
強
く
あ
る
舩
。
た
し
か
に
道
元
は
そ
れ
を

「聞
く
に
諮
然
と
し
て
大
悟
す
」
《難
聲
山
色
》
、
「忽
然
と
し
て
悟
道
す
」

《行
持
下
》、

「桃
花
を
み
て
悟
道
し
」
《
仏
経
》
と
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
引
用
で
あ

っ
て
、

『
正
法
眼
藏
三
百
則
』

に
は
、
香
嚴
に

つ
い
て
は

「忽
然
大
悟
」
、
霊
雲
に

つ
い
て
は

「見
桃
花
悟
道
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
道
元
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
示
衆
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
辮
道
話
』
で
は
か
れ
ら
に
つ
い
て
、
「古
今

に
見
色
明
心
し
、
聞
声
悟
道
せ
し
当
人
、
と
も
に
辮
道
に

擬
議
量
な
く
、
直
下
に
第
二
人
な
き
こ
と
お
し
る
べ
し
」
と
答
え
ら
れ
て
い
る
。
「聞
声
悟
道
」
の

一
時
よ
り
、
「辮
道
に
擬
議
量
な
」
き

こ
と

に
重
点
が
お
か
れ
、
そ
れ
は
三
十
年
も
の
状
態
で
あ
り
継
続

で
あ
る
。
そ
れ
が
心
理
体
験
で
は
な
い
こ
と
は

「
見
色
明
心
聞
声
悟
道

の
ご
と
き
も
猶
、身
を
得
也
。然
れ
ば
心
の
念
慮
知
見
を

一
向
に
す
て
て
只
管
打
坐
す
れ
ば
…
」
(『
随
聞
記
』巻
三
)に
明
ら
か
で
あ
る
。
「悟

は
只
管
打
坐

の
み
な
る
こ
と
を
」
(『永
平
広
録
』
鵬
)は
動
か
す
こ
と
は
で
き
な

い
。と
り
わ
け
懐
鼻
の
最
初
の
乗
佛

の
後

の
小
参
に
は
、
「見

ず
や
、
竹
の
声
に
道
を
悟
り
、
桃

の
花
に
心
を
明
め
し
。
竹
、
豊
に
利
鈍
有
り
迷
悟
有
ら
ん
や
。
…
只
久
し
く
久
参
修
持

の
功
に
ご
た

へ
、

弁
道
勤
労

の
縁
を
得
て
、
悟
道
明
心
す
る
也
」
(『随
聞
記
』
巻
五
)
と
あ

っ
て
、
長
年

の
坐
禅
弁
道
が
要
請
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

今

見
た
よ
う
に
道
元
も
懐
弊
も
、
師
の
教
え
に
よ

っ
て
承
当
す
る
こ
と
を
得
た
。
そ
れ
は
教
え
を
教
え
と
し
て
理
解
し
た

の
で
は
全
く

な
い
。
い
っ
ぽ
う
覚
知
に
交
わ
ら
な
い

「さ
と
り
」
は
、

「か
た
れ
ば
く
ち
に
み

つ
、
縦
横
き
は
ま
り
な
し
」
と

『辮
道
話
』
で
吐
露
さ
れ



た
が
、
そ
れ
は
真
字

『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
周
到
な
用
意
と
懐
弊
と
い
う
聴
き
手
を
得
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
示
衆
と
し

て
送
り
出
た
と
見
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

だ
が
、
そ
れ
は
懐
弊
を
接
得
し
た
言
説
と
は
お
よ
そ
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『随
聞
記
』
の
道
元
の
言
葉

は
普
通
に
理
解
で
き

る
も
の

で
あ
る
が
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
言
説
は
、
ほ
と
ん
ど
取
り

つ
く
し
ま
が
な
い
。
い

っ
た
い
弟
子
た
ち
に
何
を
期
待
し
て
道
元
は
そ
の

よ
う
な

示
衆
を
し
た
の
か
。
中
期
や
後
期
に
お
い
て
公
案
や
経
論
は
、
道
元
や
弟
子
に
と

っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ

っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と

を
次
に
考
え
て
み
た

い
。
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六
、
打
坐
の
思
惟
と
道
取

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

「さ
と
り
」
は
ど

こ
ま
で
も
知
覚
に
交
わ
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
た
と
え
ば

〈法
華
の

い
ま
し
法
華
な
る
、

不
覚
不
知
な
れ
ど
も
、
不
識
不
会
な
り
〉
《
法
華
転
法
華
》
と

い
わ
れ
る
。
そ
の
事
態
を
敢
え
て
言
語
化
す
れ
ば

「唯
仏

与
仏
」
で
あ
り

「仏

知
見
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
な
に
も
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
を
伝
え
う
る
よ
う
な
言
語
表
現
は
い
か
に
可
能
か
。

只
管
打
坐
は

〈心
意
識
に
非
ず
、
念
想
観
に
非
〉
《
坐
禅
儀
》
ざ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
明
々
た
る
意
識

の
開
け
で
あ
り
、
分
別
で
は
な

い
幽
逡
な
思
惟
の
働
き

で
も
あ
る
。

坐
禅
と
思
惟
の
関
係
は
、
《
坐
禅
箴
》
巻
で
の
薬
山
の
話
に
つ
ぎ

の
よ
う
に
挙
さ
れ
て
い
る
。

〈ま

こ
と
に
不
思
量
底
た
と
ひ
ふ
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
こ
れ
如
何
思
量
な
り
。
兀
兀
地
に
思
量
な
か
ら
ん
や
。
兀
兀
地
の
向
上
な
に
に

よ
り
て
か
通
ぜ
ざ
る
。
賎
近
の
愚
に
あ
ら
ず
は
兀
兀
地
を
問
著
す
る
力
量
あ
る
べ
し
、
思
量
あ
る
べ
し
。
大
師

い
は
く
、
非
思
量
。
〉
《坐
禅

箴
》ま

さ

に
兀
兀
地
で
あ
る
只
管
打
坐
を
思
量
せ
よ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

「さ
と
り
」
を
思
量
せ
よ
、
と
い
う

こ
と

で
あ
る
。
覚
知
で
な
い

「さ
と
り
」
と
言
語
表
現
を
関
係
さ
せ
る
も
の
は
、
只
管
打
坐
に
あ
る
思
量
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
通
の
思
慮
分
別
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と
は
違

う

「非
思
量
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
只
管
打
坐
で
は
、
ま

っ
た
く
考
え
や
意
識
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
け

っ
し
て
何
か
を
考
え
、

意
識
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

い
わ
ば
明
晰
な
精
神
そ
の
も
の
の
働
き
だ
。
そ
れ
が

〈
こ
れ
正
思
量
正
思
惟
な
り
、
破
蒲
団
、
こ
れ
正
思
惟

な
り
〉
《
坐
禅
箴
》
と
い
わ
れ
る
。

例
え
ば

只
管
打
坐
し
て
い
る
と
き
、
何
か
を
聞
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
だ
が
何
も
聞

い
て
い
な
い
の
で
は
な

い
。
聴
覚
が
外
界
に

た
だ
開
か
れ
て
あ
る
。
も
し
、
坐
禅
中
に
何
を
聞
き
ま
し
た
か
、
と
い
わ
れ
て
答
え
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た

の
で
あ

っ
て
、
只

管
打
坐
し
て
い
た
の
で
は
な

い
。
逆
に
坐
禅
中
な
に
も
聞
こ
え
な
か

っ
た
ら
、
居
眠
り
か
な
に
か
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
只
管
打
坐
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

〈目
を
か
ろ
く
す
る
こ
と
な
か
れ
、
目
を
お
も
く
す
る
こ
と
な
か
れ
。
耳
を
か
ろ
く
す
る
こ
と
な
か
れ
、
耳
を
お

も
く
す
る
こ
と
な
か
れ
。
耳
目
を
し
て
聡
明
な
ら
し
む
べ
し
〉
《
坐
禅
箴
》
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
風
鈴

の
頒
で

〈東
西
南
北

の
風
を
問
わ
ず
、
一
等
他

の
為
に
般
若
を
談
ず
〉
《摩
詞
般
若
波
羅
蜜
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
た
だ
風
の
吹
く

ま
ま
に
チ
リ
ン
チ
リ

ン
と
応
じ
な
が
ら
不
動
で
あ
る
。
風
の
強
さ
や
向
き
に
よ

っ
て
右
往
左
往
す
る

「東
西
の
風
に
東
西
す
る
」
の
と
は
、
逆

の
あ
り
方
だ
。
「人

が
法
を
逐
う
」

の
で
は
な
く

「法
が
人
を
逐
う
23
」

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
慣
れ
で
見
聞
分
別
し
て
い
た
の
と
は
違

っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
気

付
き
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
思
量
の
要
請
こ
そ
、
道
元
の

「さ
と
り
」
の
特
筆
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。
「修

せ
ざ
る
に
は
あ
ら
わ

れ
ず
」

で
完
結
せ
ず
に
、

「証
せ
ざ
る
に
は
得
る
こ
と
な
し
」
が
、
厳
然
と
し
て
あ
る
の
だ
。

そ

の
思
惟
と
言
語
と
の
関
わ
り
は
、
《
現
成
公
案
》
八
段
の
終
わ
り
に
、
〈ふ
か
き
こ
と
は
た
か
き
分
量
な
る
べ
し
。
時
節
の
長
短
は
、

大
水
小
水
を
検
点
し
、
天
月
の
広
狭
を
辮
取
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
天
月
と
は
仏
知
見
、
あ

る
い
は
浬
藥
妙
心
で
あ
り
、
水
に
映

っ
た
月
は
個
人
の
打
坐
の
思
惟
で
あ
り
、
承
当
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
言
語
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。天

月
が
水
に
映
る
、
そ
れ
は
ま

っ
た
く
平
等
に
同
じ

一
つ
の
月
が
映
る
の
で
あ
る
。

「さ
と
り
」
が
覚
知
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、

例
え
ば

月
が
水
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
、
〈月
ぬ
れ
ず
、
水
や
ぶ
れ
ず
〉
と
表
象
さ
れ
る
。
人
聞
が
ぱ

っ
と
全
部

了
解
し
た
り
、



107道 元 の 「さ と り」

感
覚
的

に
実
存
転
換
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
水
の
入

っ
て
い
る
も
の
に
よ

っ
て
、
水
に
大
小
高
低

の
差

が
あ
る
よ
う
に
、

人
に
応
じ
て
、
映
る
月
す
な
わ
ち
さ
と
り

の
会
取
道
取
に
は
違
い
が
で
き
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
に

つ
い
て
、
〈辮
取
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
る
。

弁
ず
る
と
い
う
の
は
何
ら
か
の
思
惟
で
あ
り
、
言
語
表
現
で
あ
る
。
言
語
な
く
し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
惟
を
通
じ
て
は
じ

め
て
気

づ
く
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
肯
い
、
領
悟
し
、

一
生
参
学

の
大
事
が
終
わ
る

(A
悟
)
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
言

語
表
現

(道
得
)
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

大
水
小
水
天
月
の
広
狭
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
月
の
点
検
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

水
月
と
は
、
自
分

の

道
得
、
釈
迦

の
道
得
を
ふ
く
む
諸
仏
祖

の
言
句
で
あ
る
。
天
月
と
水
月
の
関
係
は
、
〈仏
量
を
拮
来
し
て
大
道
を
測
量
し
度
量
す
べ
か
ら
ず
。

仏
量
は

一
隅
な
り
、
た
と

へ
ば

「花
開
」

の
ご
と
し
。
心
量
を
挙
来
し
て
威
儀
を
模
索
す
べ
か
ら
ず
、
擬
議
す
べ
か
ら
ず
。
心
量
は

一
面

な
り
、
た
と
え
ば

「世
界
」

の
ご
と
し
。

一
茎
草
量
、
あ
き
ら
か
に
仏
祖
心
量
な
り
。
こ
れ
行
仏
の
躍
跡
を
認
ぜ
る

一
片
な
り
。

一
心
量

た
と
ひ
無
量
仏
量
を
包
含
せ
り
と
見
徹
す
と
も
、
行
仏

の
容
止
動
静
を
量
ぜ
ん
と
擬
す
る
に
は
過
量
の
面
目
あ
り
〉
《
行
仏
威
儀
》
と
い
わ

れ
る
。
行
仏
で
あ
る
さ
と
り

・
大
道
が
天
月
で
、
仏
祖

の
言
句
た
る
仏
量
心
量
は
、
水
月
で
あ
る
。

そ
れ

ゆ
え
、

〈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
〉
《
現
成
公
案
》
と

い
わ
れ
る
。

〈時
節

の
長
短
〉
と
は
、
他
人
と
比
べ
た
修
行
の
長
さ
の
長
短

で
は
な
く
、
自
分
の
修
行
で
あ
る
。
自
ら
の
只
管
打
坐
が
省
み
ら
れ

て
、
得

一
法
、

通

一
法

の
言
語
表
現
に
な
る
。
そ
の
都
度
、
そ
の
都
度

の
坐
禅
の
開
け
が
、
思
惟
を
通
じ
て
言
語

へ
と
も
た
ら
さ
れ

る
。
具
体
的
に
は
問

答
、
示
衆
、
法
語
と
な
る
。
こ
の
言
語
表
現
さ
れ
た
さ
と
り
を
、
今
、
D
悟
と
呼
ぼ
う
。

言
葉

に
さ
れ
た
も
の
は
、
只
管
打
坐
の
内
実
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
。
〈得
処
か
な
ら
ず
自
己
の
知
見
と
な
り

て
、
慮
知
に
し
ら
れ

む
ず
る
と
な
ら
ふ
こ
と
な
か
れ
〉
《
現
成
公
案
》
で
あ
る
。
思
量
や
言
語
表
現
に
お
い
て
は

「
一
法
通
ず
れ
ば
万
法
通
ず
る
」
と
い
う
こ
と

は
な

い
。
〈法
も
し
身
心
に
充
足
す
れ
ば
、
ひ
と
か
た
は
た
ら
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
…
た
だ
わ
が
、
ま
な

こ
の
を
よ
ぶ
と
こ
ろ
し
ば
ら
く

ま
う
に
み
ゆ
る
の
み
な
り
。
か
れ
が
ご
と
く
万
法
も
し
か
あ
り
。
塵
中
格
外
お
ほ
く
様
子
を
帯
せ
り
と
い

へ
ど
も
参
学

眼
力
の
を
よ
ぶ
ば
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か
り
を
見
取
会
取
す
る
な
り
。〉
《
現
成
公
案
》

「
一
法
通
ず
れ
ば
万
法
通
ず
」
と

い
え
る
の
は
、
た
だ
只
管
打
坐
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
溺

「さ
と
り
」
で
あ

る
か
ら
、
自
分
に
覚

知
さ
れ
な
く

て
も
万
法
に
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈嫡
々
相
承
せ
る
は
こ
の
坐
禅

の
宗
旨
の
み
な
り
。
…
こ
の

一
法
あ
き
ら
め
ざ
れ
ば
、

万
法
あ
き
ら
め
ざ
る
な
り
〉
《
坐
禅
箴
》
、
「弁
道
に
は
修
行
有
り
、
功
夫
あ
り
。

一
朝
に
打
徹
せ
ば
万
法
円
成
す
。」
(『永
平
広
録
』
15
)

坐
禅

に
お
い
て
見
取
会
取

(A
悟
)
し
た
と
こ
ろ
が
、
説
得
さ
れ
道
取

(D
悟
)
さ
れ
る
。
だ
か
ら
説
か
れ
た
も

の
、
た
と
え
ば

『
正

法
眼
蔵
』
は

「さ
と
り
」
で
は
な
い
。
第

一
義
諦
で
は
な
い
。

こ
れ
が
只
管
打
坐
と
し
て
の
さ
と
り

(C
悟
)
と
道

得

(D
悟
)

の
違
い

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
道

元
の
言
語
表
現
、
す
な
わ
ち
D
悟
が
い
ろ
い
ろ
変
化
す
る
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

道
元
の
言
説

の

一
つ
だ
け
と

っ
て
、
こ
れ
だ
け
が
正
し
い
と
い
う

の
は
、
仏
縛
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
『
正
法
眼
蔵
』
各

巻
は
、
い

っ
て
み
れ

ば
、
そ

の
時

々
の
道
元
の
遇

一
行
、
説

一
法
で
あ
る
。

道
元
の
D
悟

の
変
化
を
示
せ
ば
、
た
と
え
ば
、
『随
聞
記
』
で

「当
世

の
人
、
多
、
造
像
起
塔

の
事
を
仏
法
興
隆
と
思

へ
り
。
又
非
也
」

(巻
三
)
と

い
っ
た
こ
と
が
、
《
発
菩
提
心
》

で
は

〈而
今

の
造
像
造
仏
等
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
発
菩
提
心
な
り
〉
と
逆
に
な

っ
て
い
る
。

あ
る

い
は

《
辮
道
話
》
で
は

「
一
天
の
股
肱
た
り
し
、
坐
禅
辮
道
し
て
仏
祖

の
大
道
に
証
入
す
。
た
だ

こ
れ
こ
こ
ろ
ざ
し
の
あ
り
な
し

に
よ
る

べ
し
、
身

の
在
家
出
家
に
は
か
か
は
ら
じ
」
と
書
い
た
。
只
管
打
坐
が

「さ
と
り
」
で
あ
る
と
い
う

一
点
に
立

っ
て
い
た

こ
の
時

期
の
言
葉
と
し
て
ま
こ
と
に
う
な
づ
け
る
。
そ
れ
か
ら
十
五
年
経

っ
て

《
出
家
》
巻
で
は

〈あ
き
ら
か
に
し
る
べ
し
、
諸
仏
諸
祖
の
成
道
、

た
だ
こ
れ
出
家
受
戒
の
み
な
り
。
…
お
ほ
よ
そ
無
上
菩
提
は
、
出
家
受
戒
の
と
き
満
足
す
る
な
り
〉
と
い
う
。
こ
の
時
期

の
言
語
表
現
は
、

先
の
句

の
よ
う
に
、
無
上
菩
提
が
只
管
打
坐
で
あ
る
こ
と
す
ら
も
、
お
ぼ

つ
か
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
、
在
家
出
家

に
関
し
て
も
、
初
期

と
は
ま

る
で
違

っ
て
い
る
。

い

っ
た

い
、道
元
は
こ
の
頃
ど
ん
な
水
月
を
見
て
見
取
し
た
の
か
。
少
な
く
と
も
、
成
道
は
出
家
者
だ
け
が
で
き
る
と

い
う
言
表
は
、
『禅
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苑
清
規
』
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
だ
け
で
、
道
元
自
身
の
点
検
、
弁
取
の
あ
と
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
そ

の

『禅
苑
清
規
』

の

「坐
禅

儀
」
は
、
宋
か
ら
帰
朝
し
た
頃
の
道
元
に
と

っ
て
は
、
欠
陥
が
多
く
て
と
て
も
そ
の
ま
ま
踏
襲

で
き
る
も
の
で
は
な

い
と
述
懐
さ

れ
て

い
た
し
、
信
を
強
調
し
て

〈参
禅
間
道

は
戒
律
為
先
な
り
〉
《
出
家
》
と
い
う
立
場
と
は
、
お
よ
そ
異
な

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の

変
化

の
浅
深
、
広
狭
を
弁
取
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
つ
と
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
非
思
量
を
言
語
表
現
に
も
た
ら
す
の
は
、
釈
尊
す
ら
た
じ
ろ
ぎ
躊
躇
し
た
至
難
の
業
で
あ
る
。
竜
樹

や
般
若
経
典
は
否
定

辞
を
連

ね
る
と
い
う
功
夫
を
し
、
大
乗
経
典
は
壮
麗
な
虚
構
の
イ
メ
ー
ジ
で
仏
世
界
を
描

い
て
み
せ
た
。
そ
れ
が
法

華
経
で
あ
り
、
無
量

寿
経
で
あ
り
、
華
厳
経

で
あ
る
。
禅
宗
の
伝
統
で
は
機
智
を
用
い
た
問
答
や
身
体
言
語
、
あ
る
い
は
偶
が
功
夫
さ
れ

積
み
重
ね
ら
れ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
般
若
経
典
や
中
観
論
書
と
同
じ
く
、
言
語
を
否
定
的
に
使
う
遮
詮
と
い
う
方
向
を
と
る
。
南
嶽
は
六
祖
の

「是
什
塵
物
急

塵
来
」

に

「説
似

一
物
即
不
中
」
と
答
え
て
い
る
。
何
か
言

っ
た
ら
外
れ
ま
す
、
と
い
う
こ
と
だ
。
薬
山
は
、
坐
禅

を
し
て
い
る
時
、
石

頭
と
の
数
番
の
応
酬

の
後
、
「
こ
の
什
慶
を
か
為
さ
ざ
る
」
と
聞
か
れ
て

「千
聖
も
ま
た
知
ら
ず
」
と
答
え
る
。
そ
う
い
う
具
合
に
、
不
知

・

不
会

・
不
識

・
不
可
得
な
ど
否
定
辞
が

つ
く
遮
詮
で
あ
る
。
そ
れ
が
極
ま
れ
ば
不
立
文
字
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
道

元
の
特
徴
は
、
言
語
を
遮
詮
で
は
な
く
、
表
詮
と
し
て
肯
定
的
に
使
う
こ
と
で
あ
る
。

最
初

の
示
衆

《
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
》

で
、
大
乗
経
典
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
扱
い
に
そ
の
典
型
が
窺
わ
れ
る
。
『般
若
心
経
』
は
、
『
少
室

六
門
』

の

一
つ
に

『
心
経
頒
』
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
す
で
に
早
く
か
ら
禅
宗
ゆ
か
り
の
経
典
と
し
て
知
識
人
に
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
空
思
想

の
経
典
で
あ
り
、
原
始
仏
教
で
分
別
さ
れ
た
理
法
や
概
念
を
、
無
と

い
う
否
定
辞
を

つ
け
て
非
実
体

化
す
る
も
の
で
、
『
心
経
頒
』
も
そ
う
い
う
遮
詮
の
方
向
で
な
さ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
道
元
は

「無
眼
耳
鼻
舌
身
意
」
の
無
を
、
〈ま
た
十
八
枚

の
般
若
あ
り
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
、
色
声
香
味
触
法
、
お
よ
び
眼
耳
鼻

舌
身
意
識
等
な
り
〉
と
、
逆
に
取

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
無
を
と

っ
て
原
始
仏
教
の
理
法
を
、
ふ
た
た
び
弁
証
法
的

に
般
若

(知
慧
)
と

し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
元
の
只
管
打
坐
が
知
慧
、

つ
ま
り
言
語
や
思
惟
と
深
く
か
か
わ
る
と

い
う
自
覚
以
上
に
、
五
薙

・
四
諦

・
六
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根

・
十

二
入
な
ど
の
原
始
仏
教
の
基
本
を
、
無
我
を
論
証
す
る
た
め
の
理
法
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
迷
を
作
り
出
す
六
塵

(色
声
…
)

等
と

し
て
で
も
な
く
、
打
坐
に
お
い
て
現
に
成
じ
て
い
る
仏
法
と
し
て
肯
定
す
る
と
い
う
意
図
か
ら
く
る
。
六
塵
を
そ
の
ま
ま
仏
法
と
認

め
る
現
実
肯
定

(本
覚
思
想
)
で
も
、
「仏
性
顕
在
論
」
勿

で
も
な

い
。
そ
の
意
図
は
こ
う
言
語
化
さ
れ
る
。

〈
こ
の
正
当
敬
礼
時
、
ち
な
み
に
施
設
可
得

の
般
若
現
成
せ
り
。
い
は
ゆ
る
戒
定
慧
乃
至
、
度
有
情
類
等
な
り
。

こ
れ
を
無
と
い
ふ
。

無
の
施

設
、
か
く
の
ご
と
く
可
得
な
り
。
こ
れ
甚
深
微
妙
難
測
の
般
若
波
羅
蜜
な
り
。〉

施

設
可
得
と
は
説
き
得
る
と
い
う
こ
と
で
、
言
語
の
肯
定
、
表
詮
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
く
対
象
に
、
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
実
体
が
あ

る
わ
け

で
は
な
い
。
だ
か
ら
無
な
め
だ
。
知
で
は
把
捉
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「虚
空
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。

〈
し
か
あ
れ
ば
学
般
若
、
こ
れ
虚
空
な
り
、
虚
空
は
学
般
若
な
り
。
〉

し
か
も
そ
の
知
慧
と
坐
禅
が

「虚
空
」
を
接
点
に
、
如
浄
の
頬
に
お
い
て
、
も
の
の
見
事
に
結
ば
れ
て
い
る
。
〈渾
身
口
に
似
て
虚
空
に

掛
り
〉
と
は
、
手
も
足
も
出
さ
ず

一
塊
に
な

っ
て
い
る
兀
坐
の
こ
と
で
あ
る
。
〈東
西
南
北
の
風
を
問
わ
ず
〉
と
は
、
兀
坐
に
お
い
て
六
官

が
そ
の
ま
ま
に
開
か
れ
て
あ
り
、ど
ん
な
音
も
色
も
香
り
も
そ
の
ま
ま
受
用
さ
れ
て
い
く
様
を
示
し
て
い
よ
う
。

〈
一
等
他

の
為
に
般
若
を

談
ず
〉
と
は
、
け

っ
し
て
自
分
に
知
覚
さ
れ
な

い
さ
と
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「十
方
法
界
三
途
六
道
の
群
類

、
み
な
と
も
に

一
時

に
身

心
明
浄
に
し
て
、
大
解
脱
地
を
証
し
…
究
尭
無
為
の
深
般
若
を
開
演
す
」
《
辮
道
話
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
他

の

一
切
を
さ
と
ら
せ

る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
し
、
〈深
般
若
〉
は
打
坐
の
思
惟
で
あ
る
非
思
量
を
も
意
味
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
道
元
に
お
け
る
言
語
表
現
の
天
才
的
功
夫
は
、
漢
語
経
典
を
脱
構
築
し
て
、
和
語
の
思
惟
の
中
に
自
在
に
取
り
込
む
独
特

の
ス
タ
イ
ル
を
創
造
し
た
の
だ
。

つ
ま
り
、

一
応
ふ

つ
う
に
理
解
で
き
る

(た
と
え
ば
お
と
ぎ
話
が
論
理
的
で
は
な
く
事
実
と
反
し
て
い

て
も
、
理
解
は
で
き
る
と
い
う
意
味
で
)
経
論
を
、
文
脈
を
無
視
し
て
寸
断
し
て
、
そ
れ
を
自
在
に
ア
ク
ロ
バ

ッ
ト
的
に
用
い
て
、
坐
禅

に
お

い
て
成
り
立

っ
て
い
る
覚
知
で
き
な

い
こ
と
が
ら

(非
思
量
)
を
説
き
示
す
と
い
う
前
代
未
聞
の
こ
と
を
し
た

の
だ
。

そ

の

『
正
法
眼
蔵
』
(D
悟
)
な
ど
は
、
「さ
と
り
」
と
し
て
の
正
法
眼
蔵

(C
悟
)
で
は
な

い
の
は
当
然
だ
が
、
映
さ
れ
た
水
月
と
し
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て
、
間
違

い
な
く
月
で
あ
る
。
月
で
な
い
も
の
で
は
な

い
。
仏
法
で
あ
り
、
第

一
義
諦
は
世
諦

(言
説
諦
)
を
離
れ

て
は
な
い
の
だ
か
ら
、

諦
と
し
て
、

一
応
の
真
理
な
の
で
あ
る
。
道
元
は

「さ
と
り
」
と
そ
の
言
語
表
現
の
関
係
を
、
《
夢
中
説
夢
》
《
空
華
》
《
画
餅
》
《葛
藤
》

な
ど

で
省
察
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
知
覚

で
き
な

い

「さ
と
り
」
を
道
元
は

「夢
」
と
示
す
。
ふ

つ
う
は
悟
り
と
は
夢

の
よ
う
な
現
実
か

ら
覚

醒
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
覚
醒
し
て
み
た
ら
現
実
と
思

っ
て
い
た
も
の
が
夢
で
あ

っ
た
と
わ
か

る
と
考
え
る
。
と
こ

ろ
が
道
元
は
こ
の
夢
の
み
が
真
実
で
あ
り
実
相
な

の
だ
と
い
う
。

〈
こ
れ
を
夢
中
説
夢
す
、
証
中
見
証
な
る
が
ゆ

へ
に
夢
中
説
夢
な
り
。
〉
《夢
中
説
夢
》

道

元

一
流

の
逆
説
で
あ
る
。
〈こ
の
夢
す
な
は
ち
明
々
な
る
百
草
な
り
〉
と
は
、
夢
と
い

っ
て
も
現
実
と
別
の
世
界

で
は
な
く
、
目
前
に

あ
る
具
体
的
事
物
以
外
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
を
人
間
が
見
れ
ば
歪
み
や
迷
を
生
じ
る
が
、
普
通
は
そ
れ
を
現
実
と

い
っ
て

い
る

の
だ
。
ま
た

「夢
」
は
、
さ
と
り
を
言
葉
で
思
念
し
て
掴
も
う
と
す
る
こ
と

へ
の
警
告
で
も
あ
る
。
さ
と
り
は
た
だ
行
じ
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
あ
り
、
説
く
時
は
、
た
だ
夢
を
説
い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
普
遍
的
不
変

の
真
実
だ
な
ど
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。

D
悟

は
、
い
わ
ば
重
層
す
る
夢

で
あ
る
か
ら
、
道
元
の
い
う
こ
と
、
道
得
底
、
説
得
底
は
変
わ
る
。
道
元
の
言
葉
に
騙
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
の
だ
。

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
言
葉
を
使

っ
て

「さ
と
り
」
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
的
に
禅
宗
は
言
語
表
現
、
と
り
わ
け
経
論
を
、

飢
え

を
充
た
す
に
足
ら
な
い
画
餅
だ
と
い

っ
て
椰
楡
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
道

元
は
い
う
。
〈画
餅
に
あ
ら
ざ
れ
ば
充
飢
の
薬
な
し
〉
、
〈画

餅
に
あ

ら
ざ
れ
ば
不
得
な
り
、
不
道
な
る
な
り
〉
《画
餅
》
。
画
餅
で
あ
る
言
語
表
現
が
、
ぜ

っ
た

い
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
仏
教

で
空
華

と
い
う
の
は
、
迷

っ
て
い
る
人
の
妄
想

の
例
え
と
し
て
、
目
の
悪
い
人
が
網
膜
に
映
る
眼
球
自
身

の
傷
を
華

と
見
る
よ
う
な
も
の

だ
と

し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
道
元
は
い
う
。
〈仏
世
界
お
よ
び
諸
仏
法
、
す
な
は
ち

こ
れ
空
華
な
り
〉
《空
華
》。
真
実
の
世
界
の
言
表
を

「空

華
」
と

い
う
の
で
あ
る
。

普
通

は
、
経
典
の
言
葉
を
仏
法
だ
と
み
な
し
、
た
と
え
ば
法
華
経
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
真
実
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
道
元
の
言
葉
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で
い
え
ば
、
そ
れ
は
空
華
で
あ
り
、
夢
で
あ
り
、
画
餅
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
道
元
は
、
た
と
え
ゴ
ー
タ

マ
が
実
際
に
説

い
た
と
科
学
的
に
証

明
さ

れ
る
言
葉
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
さ
と
り
と
か
浬
葉
と
か
真
実
と
か
い
う
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ゴ
ー
タ

マ
で
さ
え
見
聞
覚
知
し
え
な
い

こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
言
表
が
ど
う
し
て
絶
対
的
真
実
で
あ
り
え
よ
う
か
。
道
元
ほ
ど
言
語
表
現
が
世
諦
で
あ
る
こ
と
、
第
二
義

諦

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
人
は
ま
れ
で
あ
る
。

以
上
に
よ

っ
て
道
元
に
お
け
る
覚
知
し
え
な
い
さ
と
り
を
語
る
と
い
う
、
C
悟
と
D
悟
を
め
ぐ
る
事
態
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。

さ

て
、
で
は
何
の
た
め
、
だ
れ
の
た
め
に
言
語
表
現
が
必
要
な

の
か
。
換
言
す
れ
ば

〈大
水
小
水
を
検
点
し
、
天
月
の
広
狭
を
辮
取
〉

す
る

の
は
、
何
の
た
め
か
。
見
方
に
よ

っ
て
は
誰
の
為
、
何

の
為
で
も
な
く
、
打
坐

の
思
惟
が
お
の
ず
か
ら
に
自
覚

の
言
葉
、
た
と
え
ば

証
契

の
偶
、
感
興
語

(ウ
ダ
ー
ナ
)
に
な
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
ま
ず
は
道
元
自
身

の
た
め
で
あ
る
。

水
月
の
大
小
を
点
検
し
な
け
れ
ば
、
道
元
自
身
が
ど
の
く
ら
い
の
水
月
な
の
か
、
ど
ち
ら
の
方
向
に
行
李
す
べ
き
か
、
見
当
を
間
違
う
。

た
え
ず
釈
迦
牟
尼
仏
の
言
と
い
う
広
大
深
々
な
水
月
を
見
比
べ
、
古
仏
や
新
仏
た
ち

の
大
小
の
水
月
で
あ
る
言
語
表
現
を
較
校
し
て
は
じ

め
て
、
道
元
の
水
月
の
量
が
明
ら
か
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
実
存
を
か
け
て
参
究
し
、
弁
肯
し
な

い
言
葉
な
ど
、
た
と
え
釈
迦
の
言
葉
で

あ

っ
て
も
生
き
て
働
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
「自
家
の
鼻
孔
、
自
家
牽
く
。
且

つ
道
え
、
如
何
が
二
千
年
前

の
旧
公
案
今

日
挙
揚
せ
ん
」
(『永

平
広
録
』
蹴
)
と
い
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

し

か
し
な
が
ら
道
元
の
道
得
は
、
ど
こ
ま
で
も
道
元
の
道
得
で
あ
り
、
そ
れ
は

「さ
と
り
」
(C
悟
)
と
し
て
の
真
理
で
も
悟
り
の
標
準

で
も
な
い
。
む
し
ろ
道
元
と
い
う
水
月
を
、
人
は
今
、
自
ら

の
水
月
を
量
る
た
め
に
、
点
検
し
、
弁
取
す
べ
き
な

の
で
あ
る
。
身
心
脱
落

が
只
管
打
坐
で
あ
り
、

「さ
と
り
」
だ
、
と
筆
者
が

い
う

こ
と
も
、
す
で
に
道
元
が
次
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
通

り
の
も
の
で
あ
る
。

「身
心
脱
落
也
、
人
の
認
め
て
本
源
と
為
す
を
妨
げ
ず
。
法
は
断
常
を
離
る
る
也
、
猶
、
自
ら
錯

っ
て
虚
実
を
説
く
こ
と
あ
り
。
所
以

に
道
う
、
塵
塵
仏
を
見
て
仏
を
誹
ら
ず
、
刹
刹
経
を
聞
け
ど
も
経
を
離
れ
ず
。
雪
山
の
親
授
記
を
得
ん
と
要
さ
ば
石
頭
の
大
小
を
点
頭
し

来
れ
。
良
久
し
て
云
わ
く
、
三
十
年
後
、
錯

っ
て
挙
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。」
(『永
平
広
録
』
獅
)
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七
、
弟
子
の
承
当
と
道
得

示
衆
や
上
堂
に
は
聞
き
手
が
い
る
。
し
た
が

っ
て
も
ち
ろ
ん
そ
の
聞
法
者
、
弟
子
が
弁
肯
し
、
大
事
を
明
ら
め
る
た
め
に
説

い
て
い
る

に
は
違

い
な

い
。
只
管
打
坐
の
と
こ
ろ
に
い
く
ら

「さ
と
り
」
が
現
成
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
当
人
が
承
当
し
、
道
得
し
な
け
れ
ば
、
当

人
に
と

っ
て
生
死
の
問
題
は
解
決
し
な

い
。
〈自
家
の
鼻
孔
は
自
家
が
牽
〉
き
、
〈地
に
因

っ
て
倒
れ
る
者
は
地
に
よ

っ
て
起
〉
き
る
ほ
か

な

い
。
弟
子
は
道
元
が
説
く
法
を
、
聞
取
し
道
得
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
興
聖
寺
開
堂
間
も
な

い
こ
ろ
、
「今
夏
三
分
は
已
に
過
ぎ
ぬ
。

一
句
道

い
得
る
也
未
」
(『永
平
広
録
』
10
)
と
道
元
は
弟
子
に
詰
問
し
て
い
る
。
弟
子
の
弁
肯
を
師
が
確
認
す
る
た
め

に
は
、
弟
子
の

一
句

の
道
得
が
必
要
で
あ
る
。

一
句
道
得
は
承
当

(A
悟
)
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
弟
子
に
と

っ
て
は
、

D
悟

の
最
初
と
も
い

え
よ
う
。
宗
門
の
伝
統
は
、
お
よ
そ
い
か
な
る
意
味
で
も
悟
り
を
求
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ

る
。

「証
せ
ざ
れ
ば

得
る
こ
と
な
し
」
(『辮
道
話
』)、
「道
う

こ
と
な
か
れ
、
諸
人
謹
契
の
と
こ
ろ
な
か
る
好
し
と
」
(『広
録
』
18
)
と
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

C
悟

の
み
な
ら
ず
、
A
悟
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

只
管

打
坐
の
行
と
言
葉
に
お
け
る
道
得
と
、
両
方
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
思
え
ば
古
く
か
ら
の
禅
宗

の
伝
統

で
あ
る
。
上
堂
10
は

そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
お
り
、
大
慈

の

「
一
丈
を
説
得
せ
ん
よ
り
は
、

一
尺
を
行
取
す
る
に
如
ず
、

一
尺
を
説
取
せ
ん
よ

り
は
、

一
寸
を
行
取

す
る
に
如
ず
」
・を
、
道
元
は
、
〈
一
丈
を
説
得
し
て
、
未
だ

一
丈
を
行
得
せ
ざ
る
者
あ
ら
ず
、

一
尺
を
説
得
し
て
、
未
だ

一
尺
を
行
得
せ
ざ

る
者
あ
ら
ず
〉
と
、
行
説
等
し
く
重

い
と
言

い
直
し
、
洞
山
の

「説
き
得
ざ
る
底
を
行
取
し
、
行
じ
得
ざ
る
底
を
説
取

す
」
に
対
し
て
は
、

「行
じ
得
ざ
る
底
を
行
取
し
、
説
き
得
ざ
る
底
を
説
取
す
」
と
ま
こ
と
に
見
事
な
切
り
返
し
を
は
か

っ
て
い
る
。
ま
さ
に
只
管
打
坐
は
、

馬
祖
の
問
答
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
何
も
し
な

い
こ
と
を
行
じ
る
の
で
あ
る
し
、
《夢
中
説
夢
》
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
説
く
と

い
っ
て
も
、

は
じ
め
か
ら
論
理
的
に
説
け
な

い
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
道
元
の
説
法
は
、
主
と
し
て
示
衆

(『
正
法
眼
蔵
』)
で
あ
り
、
上
堂
は
は
じ
め
は
、
仁
治
元
年
八
月
十

五
日
ま
で
ほ
ぼ
四
年

間
に
十

二
回
だ
か
ら
、
年
に
三
回
程
度
で
あ
り
茄
、
儀
礼
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
上
堂
と
は
中
国
禅
宗

で
行
わ
れ
た
正
式
な
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説
法
で
あ
り
、
日
本
で
は
小
参
と
と
も
に
道
元
が
始
め
た
も

の
で
、
伝
統
的
に
古
則
公
案

の
拮
提
商
量
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
則
公
案
は
、

本
来
は
住
持
の
説
法
や
、
日
常
会
話
に
対
す
る
学
人
の
臨
機
の
応
酬
だ

っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
再
び
商
量
し
た

の
で
は
、

い
つ
れ
に
し
ろ

二
番
煎

じ
は
免
か
れ
ず
、
宋
代
に
は
半
ば
儀
礼
化
し
て
お
り
、
そ
れ
を
補
う
意
味
で
入
室
問
答

(室
内
)
と

い
う
別
の
手
段
が
必
要
に
な

っ

た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
道
元
は
室
内
と
い
う
個
人
指
導
で
は
な
く
、
大
衆
に
古
則
や
経
論
を
説

い
て
示
す
と
い
う
道
を
選
ん
だ
。

も

っ
と
も
最
初

の
上

堂
に

「興
聖
門
下
且
く
道
え
」
と
あ
り
、
そ
の
後
も

「山
僧
が
語
を
弁
じ
得
れ
ば
、
汝
諸
人
に

一
隻
眼
を
許
さ
ん
」
(『永
平
広
録
』
35
)
な

ど
、
し
ば
し
ば

「如
何
が
道
わ
ん
」
と
門
弟
と
の

一
対

一
の
応
答
を
求
め
て
い
る
が
、
自
分
自
身
も
そ
れ
で
承
当
を

え
た
わ
け
で
は
な
い

上
堂
に
多
く
を
期
待
し
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
ま
た
そ
の
上
堂
が
漢
語
調
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
聴
衆
が
理
解

で
き
に
く
か

っ
た
と
し
て
も

少
し
も
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い
。
外
国

の
宗
教
を
移
入
す
る
時

つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
で
は
今

日
に
至
る
ま
で
、
経

典

の
漢
文
棒
読
み
は
、
ほ
と
ん
ど
だ
れ
に
も
意
味
が
分
か
ら
な

い
ま
ま
千
年
以
上
続
い
て
き
た
し
、
カ
ト
リ

ッ
ク
で
も
ル
タ
ー
が
ド
イ
ツ

語
訳
す
る
ま
で
は
聖
書
も
儀
式
も
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
、

一
般
民
衆
に
意
味
は
伝
わ
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
そ
の
ル
タ
ー
の
時
代
に
当
時

の
日
本
は
な

っ
て
お
り
、
法
然
や
親
鶯
、
日
蓮
な
ど
が
和
語
で
、
だ
れ
に
で
も
わ
か

る
教
え
を
説

い
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
道
元
自
身
の
承
当
も
如
浄

の
懇
切
な
説
示
に
よ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
主
眼
は
和
語
の
示

衆

(『
正
法
眼
蔵
』)
に
お
か
れ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
今
日
の
臨
済
宗

の
室
内
と
は
違

っ
た
伝
統
を
道
元
門
下
に
形
成

し
た
。
つ
ま
り

『
正

法
眼
蔵
』
な
ど
の
参
究
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
書
き
残
さ
れ
た
事
に
よ

っ
て
、
時
空
を
超
え
て
広
く
多
く
の
人
那
道
元
に
参
じ
る
道
が
開
か

れ
た
。

さ
て
、
弟
子
の

一
人

一
人
が
道
得
す
る
た
め

の

〈参
究
す
べ
し
〉
と
い
う
要
請
は
、
《
礼
拝
》
《仏
性
》
《
仏
向
上
事
》
《説
心
説
性
》
な

ど
三
十

四
巻
に
及
ん
で
な
さ
れ
て
い
る
。
本
来
そ
れ
は
道
元
の
要
請
で
あ
る
前
に
、
学
人
自
身
の
要
請

で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
弟
子
が

承
当
し
道
得

で
き
る
か
ど
う
か
は
、
師

の
道
元
に
と

っ
て
も
大
問
題
で
あ
る
。
道
得
し
う
る
弟
子
が

い
て
、
は
じ
め

て
法
は
伝
わ
る
と
い



115道 元 の 「さ と り」

う
面
を
持

つ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
道
元
は
た
だ
自
ら
の
道
得
と
し
て
説
法
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
道
得
し
う
る

一
箇
半
箇
を
打
ち

出
す
た
め
に
示
衆
し
上
堂
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
元
の
弟
子
た
ち
は
、
は
た
し
て
承
当
し
道
得
し
え
た
の
か
。
お
そ
ら
く
懐
弊
だ
け
が
示
衆
で
は
な
い
指
導

で
道
得
し
た

の
み
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
弟
子
た
ち

の
文
字
通
り
の
道
得
を
、
越
前
に
入
る

一
年
ほ
ど
前

(四
十
三
歳
)
に

《
道
得
》
を
書
い
た
道

元
は
、

次
に
見
る
よ
う
に
諦
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

《
道
得
》
で
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
C
悟
と
D
悟
お
よ
び
A
悟
の
関
係
が
綿
密
に
説
か
れ
て
い
る
。
〈た
だ
ま
さ
に
仏
祖
の
究
弁
あ
れ
ば

仏
祖

の
道
得
あ
る
な
り
〉
と
あ
る
の
は
、
A
悟
と
D
悟

の
関
係
で
あ
る
。
道
得
と
は
、
自
分
で
努
力
し
て
色
々
試
み
て
言

っ
て
み
て
、
い

つ
か
当

た
る
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
。
〈正
当
脱
落
の
と
き
、
ま
た
ざ
る
に
現
成
す
る
道
得
あ
り
。
心
の
ち
か
ら

に
あ
ら
ず
、
身

の

ち
か
ら

に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
お
の
つ
か
ら
道
得
あ
り
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
承
当

(A
悟
)
が
あ

っ
て
、
お
の
ず
か
ら
道
得

(D

悟
)
が
あ
る
の
だ
。

続
い
て

〈
こ
の
道
得
を
道
得
す
る
と
き
、
不
道
得
を
不
道
す
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
A
悟
と
C
悟

の

関
係
で
あ
る
。
《
現
成
公
案
》

で
、
海
が
そ
の
人
に
と

っ
て
実
際
に
ど
う
見
え
た
と
し
て
も
、
〈参
学
眼
力

の
を
よ
ぶ
ば

か
り
を
見
取
会
取

す
る
な

り
、
万
法
の
家
風
を
き
か
む
に
は
、
方
円
と
み
ゆ
る
よ
り
ほ
か
に
、
の
こ
り
の
海
徳
山
徳
お
ほ
く
き
は
ま
り
な
く
、
よ
も
の
世
界

あ
る
こ
と
を
し
る
べ
し
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
見
え
な
い
こ
と
、
知
ら
な

い
こ
と
が
無
限
に
あ
る
。
と
い
う
よ
り
C
悟
そ

の
も
の
は
ど
こ
ま

で
も
不
道
、
不
覚
不
知
で
あ
り
、
そ
う
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し

て
ま
た
道
得
し
た
悟
り

(D
悟
)
は
、
打
坐
の
と
こ
ろ
に
す
で
に
ず

っ
と
成
り
立

っ
て
い
た
も
の

(C
悟
)
で
あ
る
。
そ
の
構
造

を

《道

得
》
で
は

〈こ
の
と
き
は
、
そ
の
何
十
年
の
問
も
道
得

の
間
隙
な
か
り
け
る
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、

謹
究
の
と
き

の
見

得
、
そ
れ
ま
こ
と
な
る
べ
し
。
か
の
と
き

の
見
得
ま
こ
と
と
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
い
ま
の
道
得
な
る
こ
と
は
不
疑
な
り
。

ゆ

へ
に
い
ま

の
道

得
、
か

の
と
き
の
見
得
を
そ
な

へ
た
る
な
り
。
か
の
と
き
の
見
得
、
い
ま
の
道
得
を
そ
な

へ
た
る
な
り
〉
と
い
う
。
「証
究

の
と
き

の
見
得
」



116道 元 の 「さ と り』

と
い

っ
て
も
、
そ
う
い
う
別
な
さ
と
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
見
得
す
な
わ
ち
承
当

(A
悟
)
と
、
証
究
す
な
わ
ち
無
上
菩
提

(C
悟
)

の
関
係

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
後
で

《道
得
》

の
論
調
は
大
き
く
う
ね
る
。

巻

の
中
ほ
ど
で
帰
結
さ
れ
る
こ
と
は
、
道
得
し
な
く
て
も
道
得
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
趙
州
の

「汝

、
若
し

一
生
不
離
叢

林
な
れ
ば
、
兀
坐
不
道
な
ら
ん
こ
と
の
十
年
五
載
す
と
も
、
人
の
汝
を
唖
漢
と
喚
作
す
る
こ
と
な
か
ら
ん
。
已
後
に
は
諸
仏
も
也
、
汝
に

及
ぼ
じ
」
を
引
用
し
て
、
不
道

で
は
あ

っ
て
も
、
叢
林
を
離
れ
な
け
れ
ば
道
得
で
あ
る
と
強
弁
さ
れ
る
。

〈
一
生
不
離
叢
林
は
、

一
生
不
離
道
得
な
り
。
兀
坐
不
道
十
年
五
載
は
道
得
十
年
五
載
な
り
。
〉

こ
こ
で
わ
ず
か
に
議
論
が
趙
州
の
主
旨
か
ら
ず
れ
る
。
趙
州
は
兀
坐
不
道

で
も
、
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
あ
る
い
は
別
の
と
こ
ろ
で
趙

州
は

「理
を
究
め
て
坐
し
て
看
よ
、
三
二
十
年
も
し
道
を
会
せ
ざ
れ
ば
、
老
僧
が
頭
を
取
り
去
り
て
、
大
小
便
を
酌
む
杓

に
作
る
べ
し
」
(『永

平
広
録
』
33
)
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
道
元
は

〈し
か
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
、
仏
祖
の
道
得
底
は

一
生
不
離
…叢
林
な
り
〉
と
い
う
。
兀
坐
あ
る

い
は
究

理
辮
道
が
不
離
叢
林

へ
と
ず
れ
て
い
る
。
こ
の
ず
れ
が
や
が
て

《
出
家
》
巻

の
成
立
と
な
る
の
で
は
な

い
か
。

一
生
不
離
叢
林
は

只
管
打

坐
が
あ
る
か
ぎ
り
道
得
な

の
だ
と
い
え
ば

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

つ
ま
り
、
承
当

(A
悟
)
が
な
く
て
も

只
管
打
坐

(C
悟
)

に
は
欠

け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
は
道
得

の
意
味
が
、
承
当
と
し
て
の
悟
り

(A
悟
)
か
ら
打
坐
と
し
て

の
悟
り

(C
悟
)

へ
と
ず
れ
る
。
加
え
て
、
問
題
は
叢
林
に
坐
禅
は
あ

っ
て
も
只
管
打
坐
は
稀
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

か
つ
て

〈大
宋
国
の

諸
山
に
…
諸
寺
に
も
と
よ
り
坐
禅

の
時
節
さ
だ
ま
れ
り
。
住
持
よ
り
諸
僧
と
も
に
坐
禅
す
る
を
本
分
の
事
と
な
せ
り
、
学
者
を
勧
誘
す
る

に
も
坐
禅
を
す
す
む
。
し
か
あ
れ
ど
も
し
れ
る
住
持
人
は
ま
れ
な
り
〉
《坐
禅
箴
》
と
、
道
元
は
嘆
い
た
で
は
な
い
か
。
承
当
が
な
け
れ
ば

暗
証
の
邪
禅
に
退
落
す
る
の
だ
。

も

っ
と
も
、
そ
の
結
び
と
し
て
道
元
が
挙
す
雪
峰
と
庵
主

の
話
は
、
ま
た
真
実

の
承
当
と
し
て
の
悟
り
を
表
わ
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

雪
峰
が

ひ
そ
か
に
山
奥
に
住
み
、
髪
が
伸
び
て
し
ま

っ
た
庵
主
に

〈道
得
な
ら
ば
汝
の
髪
を
剃
ら
ず
〉
と
い
う
。
「
一
口
言

っ
た
ら
、
悟

っ

て
い
る

の
だ
か
ら
髪
は
剃
ら
な

い
で
お
こ
う
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
う

っ
か
り
、
悟
り
の
心
境

で
も

一
句
言

っ
て
し
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ま
え
ば
、
雪
峰

に
引

っ
か
か

っ
た

こ
と
に
な
り
、
悟

っ
て
い
な
い
こ
と
を
露
呈
す
る
だ
け
で
あ
る
。
人
に
言

っ
て
み
せ
れ
る
よ
う
な
悟
り

な
ど
あ

る
は
ず
も
な
い
。
〈と
き
に
庵
主
か
し
ら
を
あ
ら
ひ
て
雪
峰

の
前
に
き
た
れ
り
〉
と
続
く
。
庵
主
は
雪
峰
に
騙
さ
れ
ず
、
仏
道

の
あ

り
方
と

し
て
、
頭
を
剃
る
と
い
う
行
履
に
随
順
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ほ
ん
と
う
に
承
当
し
た
こ
と

で
あ
る
。

〈道
得

不
道
得
、
か
み
を
そ

ら
れ
、
か
み
を
そ
る
〉
と
あ
る
の
は
、
不
道
得
と
い
う
C
悟
を
庵
主
は
道
得

(A
悟
)
し
て
い
る
か
ら
、
「不
道
」
と

い
う
身
体
表
現

(D

悟
)
を

示
す

の
で
あ
る
。

そ
れ

は
何
も
分
か
ら
な
く
て

(A
悟
な
し
)
、
た
だ
叢
林
に
雲
水
と
し
て
坐
禅
し
て
居
る
と
い
う
の
と
は
、
や
は
り
違
う
。
道
元
の
只
管

打
坐
は
、
十
年
五
年
と

い
う
時
間
の
長
さ
が
問
題
だ

っ
た
の
で
は
な
く
、
〈而
今

の
大
悟
は
、
自
己
に
あ
ら
ず
、
他
己
に
あ
ら
ず
、
…
い
は

く
の
今
時
は
人
人
の
而
今
な
り
。
令
我
念
過
去
未
来
現
在
、
い
く
千
万
な
り
と
も
今
時
な
り
〉
《
大
悟
》
と
い
う
、
今

こ
こ
の
あ
り
か
た
で

は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
れ

ゆ
え
か

つ
て
は
〈あ
は
れ
む
べ
し
、
十
方

の
叢
林
に
経
歴
し
て

一
生
を
す
ご
す
と
い

へ
ど
も
、
一
坐
の
功
夫
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
〉
《
坐

禅
箴
》
と
嘆
い
て
、
た
だ
坐
禅
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
に
打
坐
を
功
夫
し
、
証
得
し
道
得
す
る
か
を
、
問
題
と
し
て
突
き
付

け
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
こ
の

《道
得
》
巻
は
、
不
道
が
道
得
と
し
て
強
調
さ
れ
、
加
え
て

一
生
不
離
叢
林
が
道
得
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
来

の
道
得

(A
悟
お
よ
び
D
悟
)
の
必
要
性
が
根
こ
ぎ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
で
は
坐
禅
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
道
得
に
な

っ
て
し
ま
う

危
険
性
が
あ
る
。
ま
た
黙
照
邪
禅
と
、
《辮
道
話
》
で
い
う
信

の
坐
禅
と
、
ど
の
よ
う
に
人
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
い

っ
た
い

道
得

(A
悟
)
な
く
し
て

「さ
と
り
」

(C
悟
)
は
本
当
に
伝
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
道
元
溺
そ
の
道
得

(D
悟
)
に
お
い
て
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
祖
師

の
語
録
だ
け
で
は
な
く
、
経
論
も
含
ま
れ
る
。
そ

れ
は
道

元
の
伝
え
た
も
の
が
禅
宗
で
は
な
く
、
仏
法
の
全
道
だ
と
い
う
問
題
を
前
面
に
押
し
出
す
。
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八
、

禅
宗
と
仏
道

道

元
は

「禅
宗
」
と
い
う
呼
称
を
嫌

い
26
、
「禅
師
」
と
い
う
呼
び
方
を
嫌

っ
た
。
彼
は
自
覚
と
し
て
は
釈
尊
の
仏

法
を
伝
え
た
沙
門
道

元
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
日
本
で
は
じ
め
て

《
坐
禅
儀
》
を
伝
え
、
僧
堂
を
建
立
し
、
上
堂
を
創
始
し
て
、
諸
々
の
清
規
を
作

っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
禅
宗
と
い
う
ほ
か
な
か

っ
た
。
坐
禅
が

〈仏
法
の
全
道
な
り
〉
と
い
う

《辮
道
話
》
の
宣
言
は
、
道
元
の
中
で
禅

宗
と
仏
法

の
矛
盾
と
し
て
生
涯

つ
き
ま
と

っ
た
と
思
わ
れ
る
解
。

教
外
別
伝

・
不
立
文
字
で
は
な
く
、
仏
経
、
仏
道
、
仏
教
が
大
切
だ
と
い
う

こ
と
は
、
仁
治
二
年
末

の

《仏
教
》
、
越
前
吉
峰
寺
に
移

っ

た
寛

元
元
年
九
月
の

《
仏
道
》
《
仏
経
》
、
同
年
十
月
の

《法
性
》

の
説
示
に
明
ら
か
で
あ
る
。

《
法
性
》
巻
で
は
、
そ
の
冒
頭
に

〈あ
る
い
は
経
巻
に
し
た
が
ひ
、
あ
る
い
は
知
識
に
し
た
が
ふ
て
参
学
す
る
に
、
無
師
独
悟
す
る
な

り
。
無
師
独
悟
は
法
性

の
施
爲
な
り
。
た
と
ひ
生
知
な
り
と
も
、
か
な
ら
ず
尋
師
訪
道
す
べ
し
。
…
仏
果
菩
提
に
い
た
る
ま
で
も
、
経
巻

知
識

に
し
た
が
う
な
り
〉
と
あ
る
。
無
師
独
悟
と
尋
師
訪
道
と
従
経
巻
知
識
と
い
う
、
常
識
的
に
は
相
矛
盾
す
る
あ

り
方
を
、
道
元
は
法

性
の
施
爲
と
し
て
同
じ
こ
と
だ
と
示
す
。

経
典
の
重
視
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
只
管
打
坐
の

「さ
と
り
」
(C
悟
)
と
は
齪
酷
を
き
た
す
。
経
の
説
く
無
上
菩
提
な
い
し
菩

提

へ
の
道
は
、
坐
禅
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
典
に
従
え
ば

「焼
香

・
礼
拝

・
念
仏

・
修
臓

・
看
経
を
用

い
ず
」
と

い
う
宗
門
の

正
伝

は
、
成
り
立
た
な

い
。
道
元
自
身
、
す
で
に
焼
香
礼
拝
は

《
看
経
》
《洗
面
》
《
三
十
七
品
菩
提
分
法
》
《
安
居
》
巻
で
そ
の
必
要
を
説

き
、
《
看
経
》
の
巻

で
は
具
体
的
な
看
経
の
作
法
が
説
か
れ
る
し
、
《
出
家
》
で
は
出
家

こ
そ
が
最
要
で
あ
る
と

い
う

ほ
か
、
戒
律
が
第

一

と
さ
れ
る
。
ま
た

《
洗
面
》
《洗
浄
》
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
清
規

(戒
律
)
の
制
定
そ
の
も
の
が
、
坐
禅
だ
け
で
は
仏
道
で
は
な
い
こ
と

を
証

明
し
て
い
る
。

坐
禅
だ
け
で
は
何
が
欠
落
す
る
の
か
。
道
元
は

《
仏
経
》
で
こ
う
い
う
。

〈杜
撰

の
臭
皮
袋
い
は
く
、
祖
師
の
言
句
な
お
こ
こ
ろ
に
お
く
べ
か
ら
ず
。
い
わ
ん
や
経
教
は
な
が
く
み
る
べ
か
ら
ず
、
も
ち
ゐ
る
べ
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か
ら
ず
。
た
だ
身
心
を
し
て
枯
木
死
灰
の
ご
と
く
な
る
べ
し
、
破
木
杓
脱
底
桶
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
の
と
も
が
ら
、
い

た
ず
ら

に
外
道
天
魔
の
流
類
と
な
れ
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
仏
祖

の
法
む
な
し
く
狂
顛
の
法
と
な
れ
り
。〉

祖
師

の
言
句
や
経
教
が
欠
落
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
坐
禅
は
た
だ
仏
向
上
が
通
ぜ
ず
定
に
止
ま

っ
て
滞
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
外
道
や

狂
気

に
な
る
と
さ
え
い
う
。

さ
ら

に
寛
元
四
年
秋
、
ほ
ぼ

一
年
ぶ
り
で
示
衆
さ
れ
た
七
十
五
巻
本
最
後
の

《
出
家
》
は
、
戒
律
為
先
を
謳
い
、
道
得
も
只
管
打
坐
も

な
く
、
た
だ
出
家
の
勧
め
で
あ
る
。
私
は
、
《
出
家
》
を
示
衆
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
道
元
に
、
弟
子

へ
の
深
い
絶
望

を
読
み
取
る
。
な
ぜ
、

こ
れ
が

示
衆

の
最
後
に
な

っ
た
か
。
道
得
す
る
弟
子
が
い
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
年
の
暮
に
は
、
次

の
よ
う
な
悲
痛
な

上
堂
が
あ
る
。

「学
道

は
須
く
道
得
、
道
不
得
を
知
る
べ
し
。
諸
人
、
道
得
を
知
得
る
也
未
。
若
也
未
だ
知
ら
ざ
れ
ば
、
応
当
に
弁
取
す
べ
し
。
諸
人
の

道
処
、
如
何
が
未
だ
道
わ
ざ
る
。
」
(『永
平
広
録
』
躍
)
聞
き
手
が
反
応
し
な

い
と
き
、
説
き
手
の
気
力
、
能
力
は
萎
え
る
。

こ
こ
で
最
後
の
問

い
に
移
ろ
う
。

一
生
参
学

の
大
事
を
畢
了
し
た
道
元
が
、
寛
元
四
年

(四
十
七
歳
)
夏
解
の
前
の
上
堂

で
、
ど
う
し
て

「沙
門
道

元
、
ま
た
誓
願
を
発

す
。
当

来
五
濁
の
世
に
仏
と
な
り
」
(『永
平
広
録
』
慨
)
と

い
う
よ
う
な
誓
願
を
起
こ
し
た
の
か
。
ま
た
鎌
倉
行
化
の
後

(五
十
歳
)
に

『
尽

未
来
際

不
離
吉
祥
山
示
衆
』
で
、

「そ
の
後
永
平
、
大
事
を
打
開
し
て
、
樹
下
に
坐
し
て
魔
波
旬
を
破
り
、
最
正
覚
を
成
ぜ
ん
」
と

い
う
の

は
、
ど
う

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

私

は
懐
弊
以
外
に
、
道
得
し
う
る

一
箇
半
箇
を
打
ち
出
せ
な
か

っ
た
道
元
は
、
深
く
自
ら
の
説
得

(D
悟
)
に

つ
い
て
も
動
揺
し
た
の

だ
と
思
う
。
こ
の
ま
ま
永
平
寺
に
留
ま

っ
て
い
た
の
で
は
、
も
う
道
は
説
き
続
け
ら
れ
な
い
。
事
実
、

つ
い
に
示
衆

は
永
久
に
再
開
さ
れ

な
か

っ
た
。

そ

の
後

の
鎌
倉
行
は
、
新
し
い
聞
き
手
を
求
め
て
の
、
再
起
を
か
け
た
試
み
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
か

つ
て

一
度

「仏
法
を
国
中
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に
弘
通
す
る
こ
と
、
王
勅
を
ま

つ
べ
し
」
(『辮
道
話
』)
と
述
べ
、
『護
国
正
法
義
』
を
朝
廷
に
奏
聞
し
た
が
入
れ
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
お
そ
ら

く
旧
勢
力
か
ら
追
わ
れ
て
越
前
に
入
っ
た
道
元
で
あ

っ
た
が
、

「若
、
仏
法
に
志
あ
ら
ば
、
山
川
江
海
を
渡
り
て
も
来

て
可
学
」
(『随
聞
記
』

巻
三
)
と

い
う
前
言
を
翻
し
て
も
、
も
う

一
度
鎌
倉
に
下
り
、
新
し
い
国
の
ト

ッ
プ
に
働
き
か
け
て
み
よ
う
と
し
た

に
違

い
な

い
。
だ
が
、

そ
れ
も
失
敗
に
帰
し
た
。

鎌

倉
行
化

の
後
に
、
弟
子
た
ち
と
の
間
で
も
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
よ
う
な
円
滑
を
欠
く
事
態
が
あ

っ
た
こ
と
が
帰

山
上
堂
や

『
御
遺
言

記
録

』
に
窺
わ
れ
る
。
失
意

の
道
元
の
内
で
、
只
管
打
坐
に
対
す
る
信
、
換
言
す
れ
ば
自
ら

の
承
当

(A
悟
)
の
確

か
さ
が
揺
れ
動
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
承
当

へ
の
自
信
を
失

っ
た
道
元
が
、
そ
れ
で
も
仏
道

へ
の
至
誠
心
を
込
め
て
未
来
世
に
向
か

っ
て

「そ
の
後
永
平

…
最

正
覚
を
成
ぜ
ん
」
と

い
う
よ
う
な
発
願
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
沙
門
道
元
の
ひ
た
む
き
な
誠
意
で
あ
ろ
う
。

精

神
的
ス
ト
レ
ス
は
身
体

の
病
を
引
き
起

こ
す
。

「さ
と
り
」
(C
悟
)
が
只
管
打
坐
の
と

こ
ろ
に
現
成
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
も
は

や
身
体

の
不
調
で
坐
禅
で
き
な
く
な

っ
た
と
き
、
そ
の
さ
と
り
は
失
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
禅
僧
が
坐
禅
し
た
ま
ま
で
亡
く
な
る

の
は
、
坐
禅
は
死
ぬ
ま
で
行
じ
続
け
ら
れ
る
べ
き
仏
行
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
生
涯
を
坐
禅
で
全
う
で
き
な

い
と
い
う
最
後
の
絶
望
に
、

建
長

四
年
、
病
ん
だ
道
元
は
直
面
す
る
。

し
か
し
、
最
晩
年
に
再
起
の
試
み
を
、
禅
語
録
を
テ
キ
ス
ト
に
示
衆
す
る
こ
と
は
断
念
し
て
、
阿
含

(小
乗
)
経
典
と
論
書
を
使

っ
て

し
て

い
く
。
新
た
な
十
二
巻
本

『
正
法
眼
蔵
』
の
著
述
で
あ
る
。
十

二
巻
本
の
道
元
の
道
得
は
、
七
十
五
巻
本
と
は
ま

っ
た
く
違
う
し
、

思
惟

の
後
退
と
思
え
る
こ
と
も
多

い
。
だ
が
、
最
晩
年
に
さ
え
、
も
う

一
度
仏
の
教
え
を
聴
聞
し
て
、
『
正
法
眼
蔵
』
を
書
き
改
め
、
百
巻

に
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
倒
れ

て
な
お
ま

っ
す
ぐ
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
、
真
の
菩
薩

・
道
元
が
拝
さ
れ
る
。

七
十
五
巻
本
の

《
出
家
》
は
狭
く
萎
縮
し
て
い
た
が
、
十
二
巻
本
で
は
ま

つ
た
く
新
た
な

《出
家
功
徳
》

へ
と
書
き
改
め
ら
れ
た
。
七

十
五
巻
本

《
発
菩
提
心
》
の
、
ど
う
み
て
も
波
多
野

一
族

へ
の

へ
つ
ら
い
と
思
え
る
造
像
起
塔
の
賞
賛

の
下
り
、
〈而
今

の
造
像
造
仏
等
は
、

ま
さ

し
く
こ
れ
発
菩
提
心
な
り
。
直
至
成
仏
の
発
心
な
り
。
…
是
諸
仏
集
三
昧
な
り
、
こ
れ
得
諸
仏
陀
羅
尼
な
り
。

こ
れ
阿
褥
多
羅
三
貌



三
菩
提

心
な
り
、
こ
れ
阿
羅
漢
果
な
り
、
こ
れ
仏
現
成
な
り
。
こ
の
ほ
か
さ
ら
に
無
為
無
作
等

の
法
な
き
な
り
〉
は
、
そ
の
す
べ
て
を
削

除
し

て
、
あ
ら
た
な
十

二
巻
本

《
発
菩
提
心
》
と
な

っ
た
。
十
二
巻
本
は
、
熟
し
て
い
な
い
表
現
が
多
い
が
、
そ
れ

で
も
な
お
、
禅
宗
か

ら
仏
道

へ
の
困
難
な
歩
み
の
第

一
歩
で
は
な
か

っ
た
か
。

こ
の
新
た
な
道
得
に
着
手
し
て
ま
も
な
く
道
元
は
不
帰
の
人
と
な
る
。

私

は
思
う
。
も
し
道
元
が

『
二
入
四
行
論
』
を
達
摩
の
真
説
と
し
て
受
容
し
て
い
た
ら
、
理
入
で
あ
る
只
管
打
坐

と
、
六
波
羅
蜜
を
含

む
四
行

の
双
修
を
理
解
し
、
殊
に

「報
怨
行
」
に
よ

っ
て
今
の
迫
害
や
苦
し
み
、
病
気
に
対
す
る
過
去
世
か
ら

の
因
果
応
報
は
説
い
て
も
、

未
来

へ
仏
果
菩
提
を
期
す
こ
と
は
な
か

っ
た
と
の
で
は
な

い
か
と
。
道
元
は
仏
か
菩
薩
か
と

い
う
問
ほ
ど
愚
問
は
な

い
。
道
元
で
も
誰
で

も
只
管
打
坐
の
と
こ
ろ
が
不
覚
不
知
に
仏
で
あ
り
、
仏
道
を
行
じ
る
者
は
誰
で
も
菩
薩

で
あ
ろ
う
。
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『
ブ

ッ
ダ

の
こ
と
ば

』
中

村

元
、
岩

波
文

庫
、

一
九
五

八
、

㎜
頁

他

に
も
例

え
ば

僧
肇

が

「
妙
悟

」

(『
般
若

無
知

論
』

T

45
、

珊
b
)
、
華

嚴
宗

の
智
巖

が

「頓

悟
乗

」
と

使

っ
て
い
る
。

『
法
華

経

安
楽

行
儀

』

(
T

46
、

鯉

c
)

『
略
弁

大

乗

四
行
論

』

(『
達
磨

の
語

録
』

柳

田
聖

山
、
ち

く
ま

学
芸

文
庫

、

一
九

九
六

所
収

、
54

頁
)

い
わ

ゆ
る

「
二
入

四
行
論

」

に
多

用
さ

れ

る
。

前
掲

『
達

磨

の
語
録

』

皿
、

鵬
、

鵬
頁
等

も

っ
と
も

、
現
在

の
日
本

臨
済
宗

で

い
う

見
性

は
、

た
く
さ

ん

の
境

地

の
最
初

の
段

階

と
し

て
使
わ

れ

て

い
る
よ

う

で
あ

る
。

筆

者

は
そ
れ

を

「道

元

の
身

心
脱

落
承

当

の
時
」

と

い
う
題

で
論

じ
た

。

(
「宗
学

研
究

」
37

号
、

一
九
九

五
、
曹

洞

宗
宗

学
研

究
所

81

頁
以

下
)

よ
り
詳

し

く
は

拙
書

『
研

究
報
告

』

第

三
冊

(花
園

大
学

国
際

禅
学

研
究

所
、

一
九

九

五
)

細
頁

以
下
参

照

「身

心
脱
落

考
」
、

(
『
ブ

ッ
ダ

か

ら
道

元

へ
』
所

収
、

奈
良

康

明
編
、

東
京

書
籍

、

一
九

九

二
)

枷
～

㎜
頁

『
永
平

広
録

』

48

道

元

は
自
分

が
仏

だ
、
な

ど
と

自
称

し
た

こ
と

は
な

い
。
寺

田
透

は
道

元

に
は
大

仏
と

衆
生

の
分

裂
が

あ

る
と

い
う

(
「道

元
に
お

け

る
分
裂

」
『
道
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元
』
下
、
日
本

思
想
体

系

、
岩
波

書
店

一
九
七

二
)
が
、
大

仏

と

い
う

自
称

は

、
そ

の
と

き
大
仏

寺

に
住
持

し

て

い
た

か
ら

、
寺

号
を

と

っ
て
言

っ

た
ま

で

で
あ
り

、

「永

平
」

と
自

称
す

る

の
と

同
じ

で
、
仏

で
あ

る
と

い
う

意
味

は
な

い
。

竹
村
牧

男

氏

は

「証
悟

」

と

い
わ
れ

る
よ
う

な
覚

体

験
が

あ

る
は
ず

だ
と

い
う

。

(『
ブ

ッ
ダ

か

ら
道

元

へ
』

蹴
頁
)

鈴
木

大
拙

は

「祇

管
打

坐

の
道

元
と

『
正
法

眼
蔵

』

の
道

元
と

は
、

明
ら

か
に
悟

り

の
両

面
性
を

象

徴
し

て
居

る
と

云

っ
て
よ

い
」
と

い
う

が
、

前
者

は

C
悟

に
、
後
者

は
後
述

す
る

D
悟

に
相

応

し
よ
う

。

こ
こ
で

は
坐
禅

は
門

で
あ

り
、
証

の
標

準

は
自
受

用

三
昧
と

な

っ
て
い
る
が

、
実
際

に

は

《
辮
道

話
》

『
正
法
眼

蔵
』

で
は
自

受

用

三
昧

は

ほ
と

ん
ど

展
開

さ
れ
な

い
か
ら

、

い
ま

そ

の
点

は
無

視

し
た

い
。

草
案

本

の
み
な

ら
ず

、
流
布

本

《
辮

道
話

》
に

も
坐
禅

修
行

と

開
悟
、
証
会

・
得
道

・
証
契

と
は
直

ち

に

ひ
と

つ
で
は
な

い
と

い
う

同

じ
よ

う
な

表
現

が
、

し
ば

し
ば

見
ら
れ

る
。
例

え
ば

「自
受

用

三
昧

に
端

坐
依

行
す

る
を

、
そ

の
開
悟

の
ま

さ

し
き

み
ち
と

せ

り
。
」
、

「た
だ

し
打

坐

し

て

身

心

脱
落

す

る

こ
と

を
え

よ
」
、

「西

天
東

地

の
諸
祖

、
み
な
坐

禅

よ
り
得

道

せ
る
な

り
」
、

「教

の
ご

と
く

修
行

す
れ

ば
、
か
な

ら
ず

証

を
と

ら

し

め
む

、
と

な
り

」
、

「坐
禅

辮
道

し

て
、
諸

仏
自

受
用

三
昧

を
証

得
す

べ

し
」
。

『
正
法

眼
蔵

要

語
索
引

』
上

に
よ

れ
ば

、
《
三
十

七
品
菩

提

分
法
》

の

一
つ
、

正
信
と

し

て
論

じ
ら
れ

る

ほ
か

は
、
経

典

の
引
用

と

〈信

法
頓

漸

の
論

に
お

よ
ば
ざ

る
畜

類

〉
《
行

仏
威

儀
》

と

い
う

用
法
だ

け

で
あ

る
。

ち
な

み

に

「挙

頭
」
の

こ
と
を
鉄

拳
制

裁
と

と

る

の
は
お

か
し

い
。
殴
る

こ
と

で
は
な

く
、
話
を

挙
す

こ
と

で
あ

り
、
大
仏

は
大
仏

寺

に

い
た
道

元

の
自
称

で
あ

る
。

た
と

え
ば

、
柏

田
大

禅
氏

が

「悟

り

」
の
用
例

と

し

て
引

く

「
只
色

を

見
心
を

あ
き

ら

め
、
声

を

き
く

に
道

を
さ

と
る

の
み
な

り

、
こ
こ
ろ

を
明

む
と

い
ふ

心

は
仏

の
心

に

て
あ

る

べ
し
。
さ

と

る
と

い
ふ

道

は
仏
道

に

て
あ

る

べ
し
。
仏

道

の
な

か
仏
家

の
う

ち

に
は
、
た

だ
見
色

明

心
聞

声
悟

道

の
み
あ

り
、
さ

ら

に

一
物

な

し
」

(
「道

元
禅
師

の
只
管
打

坐

の
真
意

」
『
道

元

思
想
体

系

』
8
巻

一
九

九

五

所

収

脚
頁
)

と

い
う

の
は

《
仏

向
上

事
》

の
草
本

で
あ

る
。

『
随

聞
記

』

は
、

こ

の
版

の
他

に
巻

の
順

が
六

、

一
～

五
と
な

っ
て

い
る
面

山
版
本

が
あ

る
。

そ
れ

も
開

悟

の
要
請

と
併

せ

て
説
か

れ
た

の
で
あ

る
。
例
え

ば

「長

老

に
な
ら

ん

と
思

ふ

こ
と
を
ば

古

人
是

を
恥

し
む

。
只
、
悟
道

の
み
思

て
不

可
有

余
事

」

(巻

四
)
、

「
発
心
修

行
す

れ
ば

、
得
道

す

べ

し
と
知

て
、
即

ち
発

心
す

る
也

」

(巻

五
)
、

「学

道

の
人
、
悟

を
得

ざ

る
事

は
、
即

ち

己
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見
を
存
す
る
故
也
。
…
本
執
を
あ
ら
た
め
去
ば
、
真
道
を
得
べ
き
也
」
(巻
五
)
な
ど
と
説
か
れ
る
。

詳
し
く
は
拙
書

『古
仏
道
元
の
思
惟
』

前
掲
糀
頁
以
下
参
照

道
元
は

『景
徳
伝
統
録
』
巻
11
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
他
に
も

『碧
巖
録
』
『無
門
関
』
『
五
灯
會
元
』
『扮
陽
録
』
『
從
容
録
』
に
説
か
れ
る
。

挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
板
橋
興
宗

「悟
と
信
の
問
題
」
(『道
元
思
想
体
系
』
8
、

一
九
九
五
、
瓢
頁
以
下
)
、
下
室
覚
道

「身
心

脱
落
の
一
視
点

(上
)」
(「宗
学
研
究
所
紀
要
」
第
十
二
号
、
曹
洞
宗
学
研
究
所
、

一
九
九
八

所
収
)
23
頁
以
下
、
な
ど
。

『
二
入
四
行
論
』
(『達
磨
の
語
録
』
柳
田
聖
山
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫

m
頁
)

松
本
史
朗
氏
が

「道
元
と
批
判
宗
学
」
(「禅
学
研
究
所
年
報
」
第
9
号
、
駒
沢
大
学
禅
学
研
究
所
、

一
九
九
八
)
な
ど
で
唱
え
て
い
る
説
。

そ
れ
か
ら
五
年
間
、
七
十
五
巻
本
を
ほ
ぼ
説
き
終
え
る
寛
元
三
年
末
ま
で
に
上
堂
は
百
二
十
九
回
で
あ
る
か
ら
、
平
均
す
れ
ば
月
2
回
ほ
ど
に
な

る
。
ま
た
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
鎌
倉
行
化
後
は
示
衆
は
な
く
、
上
堂
が
圧
倒
的
に
増
え
て
い
る
。

拙
書

『古
仏
道
元
の
思
惟
』
皿
頁
以
下
参
照

道

元
が
祖
師
の
語
だ
け
で
は
な
く
、
経
論
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
奇
異
に
見
え
る
が
、
実
は
禅
語
録
が
編
集
さ
れ
る
以
前
は

経
典
に
よ
る
証
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
初
期
の
祖
師
た
ち
の
多
く
は
、
経
典
の
言
句
を
き
っ
か
け
に
道
得
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
元

の
経
典
の
読
み
方
、
扱
い
方
は
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
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