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一

自

力
聖
道
門
の
標
で
あ
る
べ
き
禅
門
に
、
受
動
性
と
い
う
用
語
が
果
し
て
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
を
予
想

し
つ
つ
、
敢
え
て
参
禅

辮
道

の
過
程
に
あ

っ
て
、
学
人
の
経
験
す
る
ホ
ー
リ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
宗
教
的
体
験
に
於
け
る
受
動
性
の

一
面
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
般
に
宗
教
的
体
験
に
伴

っ
て
現
わ
れ
て
く
る
特
徴
的
な
情
緒
経
験
と
し
て
の
受
動
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
時
、
禅
体
験
に
は
神
秘

体
験

に
も
触
接
す
る
と
思
わ
れ
る

一
面
が
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
禅
体
験
は
そ
の
ま
ま
神
秘
主
義
体
験
に

一
致
す
る
も
の
で
は
な

い
。

「平
常
心
是
れ
道
」
、
あ
る
い
は

「道
流
、

仏
法

は
用
功

の
処
無

し
、
砥
だ
是
れ
平
常
無
事
。
厨
尿
送
尿
、
著
衣
喫
飯
、
困
れ
来
れ
ば
即
ち
臥
す
。
愚
人
は
我
を
笑
う
も
、
智
は
乃

ち
焉
を
知
る
」
。

(
『臨
済
録
』
示
衆
)
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
日
常

の
行
住
坐
臥
の
営
為
の
中
に
真
理
を
見
出
す
禅
は
、
神
秘
主
義
の

範
疇

に
包
括
せ
ら
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
す
で
に
井
筒
俊
彦
が
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

禅
に
と

っ
て
遥
か
に
重
要
な
の
は
、
神
秘
主
義
的
な
主
客
未
分
そ
の
も
の
で
は
な
く

て
、
主
客
未
分
に
当
る
よ
う
な
状
態
を

一
契
機
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と
し
て
、
主
客
を
い
わ
ば
上
か
ら
包
み
込
む
よ
う
な
形

で
現
成
す
る
全
体
的
意
識

ブ
イ
ー

ル
ド
で
あ
り
、

　　
　

フ
ィ
ー
ル
ド
の
活
作
用
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
全
体
的
意
識

私

見
で
は
、
神
秘
主
義
と
は
子
宮
願
望

の
宗
教
的
具
現
を
試
み
る
ア
プ

ロ
ー
チ
に
過
ぎ
な

い
と
考
え
る
。
神
秘

主
義
者
は
、
聖
な
る

母
胎

の
中
で
羊
水
に
た
ゆ
た

っ
て
神
秘
的
合

一

(ウ

ニ
オ

・
ミ
ス
テ
イ
カ
)
を
経
て
、
自
ら
の
霊
魂

の
再
生
を
得
よ
う
と
努
め
る
よ
う
に

見
え

る
。
そ
れ
に
対
し
て
禅
者

の
場
合
は
、
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
経
験
を
自
ら
の
立
脚
点
と
す
る
に
相
応
し
い
経
験
と
し
て
追
求
す
る

の
で
は
な

い
。
い
わ
ゆ
る

「大
死

一
番
大
活
現
前
底
」
は
、
あ
く
ま
で
参
禅
辮
道
の

一
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。

し

か
し
な
が
ら
、
禅
が
神
秘
主
義
的
側
面
を
含
む
こ
と
も
ま
た
疑
い
の
な
い
事
実

で
は
あ
る
。
そ
も
そ
も
英
語

の
白
図。・膏
δ
B

(神
秘

主
義
)
と
同
じ
語
源
を
持

つ
英
語
、
日
脇
け①蔓
は
、
仏
語

で
は
、
日
図
。。酔ひお
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
ま
け
(唖
者
)
と
共

通
の
仏
語
日
ロ

(ぶ

つ

ぶ

つ
言
う
)
を
語
源
に
持

つ
。
日
ロ
は
英
語
の
日
三
轟

で
あ
り
、
ヨ
ロ
9
は
、
英
語
の
B
g
oに
な
る
。

こ
れ
は
神
秘
主
義
者
が
、
日
常
的
合
理
的
認
識

の
領
域
を
超
え
る
体
験
に
荘
然
自
失
と
し
て
言
葉
を
失

っ
て
い
る
状
態
を
示
す
も
の
に

他
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

周

知
の
ご
と
く
禅
に
あ

っ
て
も
、

「唖
子
、
苦
瓜
を
喫
す
」

(
『碧
巌
録
』
第
三
則
)
と
い
う

一
句

の
よ
う

に
、
唖
の
字
が
妙
理
の

不
可
説
性
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
か
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
従
来
様
々
な
立
場
か
ら
禅

と
神
秘
主
義

の
類
似
性

　
　
　

を
論
じ
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
き
た
。

筆
者
は
、
禅
体
験
に
於
け
る
受
動
性
の
問
題
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
る
に
あ
た

っ
て
、
最
初
に
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ジ

ェ
ー
ム
ス

(
一
八

四
ニ
ー

一
九

一
〇
)
の
主
張
す
る

「受
動
性
」
と
、
鈴
木
大
拙

(
一
八
七
〇
1

一
九
六
六
)
の
説
く
「受
動
性
」
と
を
概
観

し
て
お
き
た
い
。

ウ

ィ
リ
ア
ム

・
ジ

ェ
ー
ム
ス
は
、
『宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
の
中
で
、
神
秘
的
経
験
の
そ
な
え
る
四
つ
の
特
徴
と

し
て
、
以
下
の
如
く
に

列
挙
す
る
。

(こ
れ
ら
四
点
は
、
通
奏
低
音
に
於
い
て
相
互
に
共
鳴
し
あ

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
繁
を
厭
わ
ず
全
て
を
引
用
す
る
。
)



3禅 体験 に於ける受動性の問題

1
、
言
い
表
わ
し
よ
う
が
な

い
と
言
う
こ
と
。

私

が
あ
る
心
の
状
態
を
神
秘
的
と
し
て
分
類
す
る
場
合
に
用

い
る

一
番
手
近
な
標
識
は
、
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
状
態
を

経
験
し
た
人
は
す
ぐ
に
、
そ
れ
は
表
現
で
き
な
い
、
そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
報
告
を
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
は
出
来
な

い
と
言
う
。

2
、
認
識
的
性
質
。

神

秘
的
な
状
態
は
、
感
情
の
状
態
に
大
変
よ
く
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
経
験
し
た
人
々
に
と

っ
て
は
、

そ
れ
は
ま
た
知
識
の

状
態
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

3
、暫
時
性
。

神
秘
的
状
態
は
長
い
時
間
続
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

4
、受
動
性
。

神
秘
的
な
状
態
は
例
え
ば
注
意
を
集
中
す
る
と
か
、
な
ん
ら
か

の
肉
体
的
な
動
作
を
行
な
う
と
か
、
そ
の
他

神
秘
主
義

の
手
引
き

な
ど
に
定
め
て
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
方
法
等
、
自
発
的
な
準
備
操
作
に
よ

っ
て
容
易
に
現
出
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
特
殊
な
性
質
の
意
識
状
態
が

一
度
現
わ
れ
る
と
、
そ
の
神
秘
家
は
ま
る
で
自
分
自
身
の
意
志
が
働
く
こ
と
を
や
め

て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
に
、
時
に
は
ま
た
、
あ
た
か
も
自
分
が
あ
る
高
次
の
力
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
、
担
わ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
に

　
　
　

感
じ
る
の
で
あ
る
。

次

に
鈴
木
大
拙
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
は

『祈
祷
と
念
仏
』
に
お
い
て
、
禅
と
受
動
性
に
関
し
て
以
下
の
如
く
に
述
べ
て
い
る
。

禅
経
験
に
何

の
よ
う
な
形
而
上
學
的
解
繹
や
内
容
が
加

へ
ら
れ
よ
う
と
、
其
庭
に
は
た
し
か
に
或

る
種
の
受
動
性
心
理
が
あ
る
。
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限
ら
れ
た
知
性
の
活
動
領
域
を
超
え
る
こ
と
は
知
性
そ
の
も
の
の
力
で
は
出
來
ぬ
、
何
か
そ
れ
以
上
の
も
の
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　　
　

心
を
超
え
て
居
て
然
も
心
の
中
に
心
を
通
し
て
動
く
或
る
も
の
が
あ
る
限
り
、
心
は
受
動
性
の
役
割
を
演
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
禅
体
験
に
あ

っ
て
も
受
動
性
は
確
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
禅
体
験
の
受
動
性
と
は
い

っ
た
い
如
何
な
る
も

の

で
あ

る
か
。
ま
た
そ
れ
は
神
秘
主
義
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ジ

ェ
ー
ム
ス
と
鈴
木
大
拙
こ
の
両
者

に
よ

る

「受
動
性
」

の
指
摘
を
基
点
と
し
て
、
以
下
禅
の
見
性
体
験
に
於
け
る
受
動
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
み
た

い
。

二

最
初
に

「香
厳
撃
竹
」
や

「霊
雲
見
桃
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
禅
体
験
が

「聞
声
悟
道
見
色
明
心
」

(
『雲
門
広
録
』
)
と
言
わ
れ

る
場
合
、
見
性
芝

か
開
悟
の
機
縁
に
因
ん
で
古
人
は
な
ぜ

「見
」
と
か

「聞
」
と
か
の
字
を
用

い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

あ
ら

ま

ず

「見

」

に

つ

い

て

見

る

と

、

『
説

文

』

に

、

「見

と

は

神

を

見

る

こ
と

で

あ

る

」

と

い
う

。

さ

ら

に

、

『
爾

雅

』

に

は

、

「見

は

る

と

す

る

の
が

よ

く

、

霊

が

現

わ

れ

る

の
意

で

あ

る

」

と

記

さ

れ

て

い

る

。

し

こ
れ

を

「視
」
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

「視
」
は
本
来

「覗
」

で
あ
り
、

「示
」
は
と
ど
め
る
の
意

で
あ
る
か
ら
、

「覗
」
と
は
対
象
に

眼
を
と
ど
め
て
注
意
し
て
見
る
作
用
を
い
う

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

「見
」
は
、
そ
の
よ
う
な
対
象
に
向
か
う
積
極
的
な
視
覚
作
用
で
な
く
、
む
し
ろ
何
か
が
向
こ
う

か
ら
眼
前
に
現
わ
れ

て
く
る
、
或

い
は
自
然
に
視
界
に
入

っ
て
く
る
と
言
う
程
の
意
味
で
あ
る
。

「見
」
の
字
に
、
何
ら
か
他
者

の
行
為

が
こ
ち
ら
に
向
か

っ

て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
助
字
的
用
法
と
し
て

「ラ
ル
」
と
読
ま
せ
る
の
は
、
こ
の
場
合
特
に
象
徴
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、

「聞
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
や
は
り

「見
」
と

「視
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
関
係
が
、

「聞
」
と

「聴
」

に
も
見
ら
れ
る
こ
と

が
わ

か
る
。

『段
注
』
に

「往
く
を
聴
と

い
ひ
、
來
る
を
聞
く
と

い
ふ
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「神

の
音
ず
れ

(訪
れ
)
」
が
、
耳
と
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　こ

い
う
門

(聞
)
を
通

っ
て
入

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「視
れ
ど
も
見
え
ず
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
」

(
『
大
学
』
)
と
い
う
。

「視
る
」
、

「聴
く
」
は
、
視
覚
や
聴
覚
を
通
し
た
認
識
作
用
で

し
か
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
作
用
で
は
と
ら
え
ら
れ
な

い
対
象

の
本
質
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
も
の
が
、

「見
」

で
あ
り

「聞
」

で
あ
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

服
部
土
芳
は
、

「物
の
み

へ
た
る
光
、

い
ま
だ
心
に
き

へ
ざ
る
中
に
い
ひ
と
む
べ
し
」
と
い
う
芭
蕉
の
言
葉
を
伝

え
て
い
る
。
対
象
の

本
質

が
光
の
よ
う
に
心
に
閃
め
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
印
象
の
ま
だ
消
え
な

い
中
に
、
句
を

つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
芭
蕉
は
言
う
。
詩
人
は
、

光
と

い
う
も
の
を
、
そ
れ
が
単
に
網
膜
を
通
過
し
て
視
神
経
か
ら
脳
の
外
側
膝
状
体
に
入
る
信
号
と
は
見
て
い
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
、

心
に
閃
く
本
質
の
光
と
見
て
い
る
。
そ
の
閃
き
を
表
現
し
得
た

一
句

こ
そ
が
、
ま
さ
に
芸
術
と
し
て
永
遠
の
生
命
を

得
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
ゴ

ッ
ホ

(
一
八
五
三
-

一
八
九
〇
)
は
、
画
家
と
し
て
、

「永
遠
な
あ
る
も
の
ー
、
わ
れ
わ
れ
は
輝
き
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
、

　　

わ
れ
わ
れ
の
色
彩
の
振
動
に
よ

っ
て
こ
れ
を
求
め
る
の
だ
」

と
言
明
し
た
の
で
は
な
い
か
。

し

か
し
な
が
ら
禅
者
は
、
た
だ
対
象
の
本
質
を
探
ろ
う
と
す
る
の
み
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
道
元

(
一
二
〇
〇
ー

一
二
五
三
)
は
、

先

の

「聞
声
悟
道
見
色
明
心
」
に

つ
い
て
以
下
の
如
く
主
張
す
る
。

竹
の
響
き
妙
な
り
と
言
え
ど
も
、
自
ら
鳴
ら
ず
、
瓦
の
縁
を
待
ち
て
声
を
発
す
。

　　
　

独
り
開
く
る
に
あ
ら
ず
、
春
の
時
を
得

て
光
を
見
る
。

花
の
色
美
な
り
と
言
え
ど
も

、

久
参
修
持
の
功
に
こ
た
え
、
辮
道
勤
労

の
縁
を
得

て
こ
そ
悟
道
明
心
す
る
と

い
う
道

元
に
従
え
ば
、

「声
を
発

す
」
は

「悟
道
」

等
し
く
、

「光
を
見
る
」
は

「明
心
」
に
異
な
ら
な
い
。
故
に

「声
を
聞
い
て
道
を
悟
り
、
色
を
見
て
心
を
明
ら
む
」

の
で
は
な

い
。

「聞
声
は
悟
道
、
見
色
は
明
心
」
で
あ
る
。

と
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桃

の
花
は
そ
の
生
命
の
輝
き
を
、
桃

の
花
と
し
て
現
わ
し
て
い
る
。
そ
の
輝
き
に
禅
者
自
身

の
現
わ
す
生
命

の
輝
き
が

「帝
網
重
重

主
伴
無
壼
」

(
『碧
巌
録
』
第
八
十
九
則
)
と
な
り
、
見
ら
れ
る
対
象
の
本
質
が
見
る
主
体

の
本
質
と

一
致
す
る

そ
の
刹
那
を
、
見
性

の
前
段
階
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
客
体
は
客
体
の
本
性
を
発
信
し
、
主
体
は
主
体

の
本
性
を
顕
現
す
る
。
両
者

の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
が
向

か
い
合
う
双
方
向
の

ベ
ク
ト
ル
が
合
致
し
た
時
、
そ
れ
を
追
認
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
は
じ
め
て
見
性
は
自
覚
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
の
い
う
双
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
を
端
的
に
表
わ
す
も
の
に
無
学
祖
元

(
一
二
二
六
ー

一
二
八
六
)
の

「普
説
」

の

一
段
が
あ
る
。

佛
経
中
に
道
う
、
日
月
、
東
よ
り
西
に
過
ぐ
る
に
、

一
日
、
四
十
億
萬
里
を
経
る
と
。
我
が
所
居
の
震
旦
、

楊
州
の
地
分
を
指
し
て
之
を
天
心
と
為
す
。
日
出
る
庭
に
到
り
て
又
二
十
億
萬
里
有
り
。
如
何
ぞ
、
日
頭

一
た
び
出
て
で
光
、
便
ち

我
面
を
射
在
す
。
我
又
た
思
う
。
我
眼
の
光
、
彼

の
日
邊
に
到
る
に
又
快
き

こ
と
他
の
如
し
。
我
が
眼
、
我
が
心
、

　　
　

即
ち
是
れ
法
身
な
ら
ん
と
。
這
裏
に
到
り
て
歴
劫
の
關
鎖
、
爆
然
と
し
て
破
砕
す
。
歴
劫
以
來
、
蟻
蟻
窟
中
に
在
り
て
坐
地
す
と

。

仮
に
主
体
か
ら
向
か

っ
て
い
く
ベ
ク
ト

ル
を
能
動
性
と
呼
び
、
客
体
か
ら
向
か

っ
て
く
る
ベ
ク
ト
ル
を
受
動
性
と
呼

べ
ば
、
空
間
性
と

い
う
視
点
か
ら
、
見
性
体
験
に
於
け
る
受
動
性

の
意
義
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
見
性
と
は
決
し
て
自
己
の

内
奥

に
於
い
て
の
み
発
生
す
る
現
象

で
は
な

い
。
も
と
よ
り
能
動
性
、
或
は
受
動
性
の
み
で
は
見
性
と
い
う
で
き
ご
と
は
起
こ
ら
な

い
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
強
い
て
言
え
ば
見
性
体
験
に
於
け
る
能
動
性
と
い
う
も
の
は
、

「只
管
に
自
我
を
滅
却

せ
し
め
ん
」
と
い
う

禅
者

の
滅
自
的
な
、
い
わ
ば

「受
動
的
能
動
」
の
活
動
で
も
あ
る
。

「覚
著
す
れ
ば
転
た
遠
の
く
、
之
を
求
む
れ
ば
転
た
乖
く
」
と
い
う

『臨
済
録
』
示
衆
の

一
節
は
、
こ
の
受
動
的
能
動
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス

を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ゆ
え
に

「大
死
」
に
至
る
ま
で
の
受
動
的
能
動
の
程
度
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、

「大
活
」
の
後
の
禅
者

の
受

動
感
も
増
演
さ
れ
る

こ
と

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら

に
量
質
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
無
学
祖
元
の
場
合

で
は
そ
れ
そ
の
も
の
と
し

て
本
来
的
に
存
在
し

て
い
た
太
陽
と
自
己

が
、

法
身
と
し
て
の
太
陽
と
自
己
と
い
う
共
通
の
領
域
を
得
て
、
さ
ら
に
個
個
法
身
と
個
個
色
身

の
テ
ト
ラ

レ
ン

マ
が
解
決
さ
れ
た
と

い
う
状
態
に
な
る
。
そ
の
刹
那
に
法
身
に
占
有
さ
れ
て
い
た
色
身
を
、
色
身
自
体
が
復
権
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
春

顧
す
れ
ば
、
禅
者
は

横
渥
す

る
受
動
感
を
感
得
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

い
。

い
わ
ば
、
禅
者
は
、
主
体
と
客
体
と
を
共
有
す
る
法
身

の
場
に
於
い
て
、
客
体
と
と
も
に
自
ら
の
主
体
が
還

帰
す

る
主
客
未
分
の

瞬
間
、

一
種
の
忘
我
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
段
階
か
ら
再
び
覚
醒
す
る
と
、
あ
た
か
も
自
己
に
代
わ

っ
て
自

己
以
外
の
何
も
の
か

が
存
在

し
て
い
た
か
の
如
く
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
事
後
に
認
め
ら
れ
る
受
動
感
は
、
そ
の
瞬
間

の
わ
ず
か
な
時
間
の

経
過

に
よ

っ
て
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

し
か

し
、
こ
こ
で
い
う
法
身
は
、
例
え
ば
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド

(
一
八
六

一
-

一
九
四
七
)
が
言
う
よ
う
な
定
立
さ
れ
た
存
在
と

い
う
よ

う
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
は
宗
教
に
於
け
る
超
越
者

の
三
つ
の
類
型
を
挙
げ

て
い
る
。

一

、

二

、

三

、

世
界
が
そ
れ
に
適
合
す
る

一
つ
の
非
人
格
的
秩
序
と

い
う
東
ア
ジ
ア
的
概
念
。

特
定

の
人
格
的
個
人
的
実
在
者
と
い
う
セ
ム
族
的
概
念
。

　む

セ
ム
族
的
概
念
と
関
連
づ
け
て
記
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い

一
実
在
者
に

つ
い
て
の
汎
神
論
的
概
念
。

禅
体
験
に
於
い
て
は
こ
の
よ
う
に
は
概
念
化
し
え
な
い
も
の
と
し
て
の
法
身
が
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
格
を
も

つ
こ
と
な
く
来
臨
す
る
。

そ
の
無
定
型
的
包
括
性
の
故
に
、
よ
り
強
烈
な
受
動
性
を
禅
者
に
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
こ
こ
に
心
理
的
な
視
座
を
用
い
れ
ば
、

「身
心
脱
落
」
、

「破
家
散
宅
」
と

い
わ
れ
る
三
昧
の
爆
発
、
そ
れ

に
続
く
歓
喜
と
は
、

前
五
識
の
感
覚
器
官
を
通
じ
て
自
己
の
内
側
に
突
入
し
て
き
た
、
色
、
声
、
香
等

の
機
縁
に
刺
突
さ
れ

て
、
禅
定

力
に
よ

っ
て
膨
張
の

限
界

に
達
し
た
三
昧
と
言
う
中
空

の
球
体
が
、
自
我
と
い
う
皮
膜
を
衝
破
さ
れ
た
情
態
と
も
言
え
る
。

す

で
に
視
覚
と
聴
覚
に

つ
い
て
は
右

の
ご
と
く
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
嗅
覚

に
見
れ
ば
、
盤
珪
永
琢

(
一
六

二
二
ー

一
六
九

三
)

の

「行
録
」
に
顕
著
な
例
を
見
る
事
が
出
来
る
。

お
も
て
あ
ら

一
朝
出
で
て
磧
ふ
。
梅
香
鼻
を
撲

っ
て
、

疑
情
頓
に
除
く
こ
と
桶
底
の
脱
す
る
が
如
レ
n
㌍

宗
教
体
験
に
於

い
て
感
覚
器
官

の
も
た
ら
す
身
体
性
を
重
視
す
る
禅
体
験
に
あ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
例
は
枚
挙

に
邉
が
な

い
。
色
、

声
、
香
な
ど
が
そ
の
体
験
の
主
体
と
な
る
時
、
必
然
的
に
禅
者

の
心
情
は
受
動
性
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
禅
者

の
多
様
な
見
性
体
験
の
事
例
と
、

マ
ル
テ
イ
ン

・
ブ
ー
バ
ー

(
一
八
七
八
-

一
九
六
五
)
が
、

『忘
我

の

　ね
　

告
白

』
に
収
集
し
て
い
る
種
々
の
神
秘
体
験

の
告
白
例
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
に
於
い
て
は
禅
者
の
よ
う
に
感
覚
器
官
を
通
じ

て
何

ら
か
の
体
験
を
得
た
と
い
う
、
ブ
イ
ジ
カ
ル
な
要
因
を
示
す
記
述
は
皆
無
で
あ
る
事
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
こ
に
同
じ
く
受
動
性
と

い
っ
て
も
、
禅
体
験
と
神
秘
体
験
と
の
間
に
は
性
質
の
差
異
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ア

ン 三

ゲ

ノレ
ス

シ
レ
ジ
ウ
ス

(
一
六

二
四
ー

一
六
七
七
)
の

『
瞑
想
詩
集
』
に
、
薔
薇
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
詩
が

五
編
あ
る
。



第

一
章

一
〇
八

薔
薇

あ
な
た
の
外
面
的
な
目
が
こ
こ
で
見
て
い
る
薔
薇
は
、

永
遠

に
神
の
中
で
咲
い
て
い
る
。

第

二
章
二
八
九

薔
薇
は
理
由
な
く
咲
く

薔
薇
は
な
ぜ
と

い
う
理
由
な
し
に
咲
い
て
い
る
。
薔
薇
は
た
だ
咲
く
べ
く
咲

い
て
い
る
。

薔
薇
は
自
分
自
身
を
気
に
し
な

い
。
ひ
と
が
見
て
い
る
か
ど
う
か
も
問
題
に
し
な

い
。
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第
三
章
八
四

薔
薇

薔
薇
を
見
る
の
が
私
は
好
き
だ
。
薔
薇
は
純
白

で
あ
り
、
真
紅
で
あ
り
、

血
の
花
婿
と
同
じ
よ
う
に
、
茨
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章
八
七

薔
薇
の
よ
う
に
心
を
開
け

薔
薇

の
よ
う
に
心
を
神
に
向
か

っ
て
開
く
時
、

わ

が

神

、

神
の
あ
ら
ゆ
る
財
宝
と
神
を
あ
な
た
の
心
は
受
け
取
る
の
だ
。

第
三
章
九

一

神
秘
の
薔
薇

薔
薇
は
わ
た
し
の
魂
、
茨
は
肉
の
快
楽
、
春
は
神
の
恵
み
、
寒
気
と
霜
は
神
の
怒
り
。
薔
薇
の
開
花
は
善
き
心
の
賜
物
、
肉

の
茨
に

と
ら
わ
れ
ず
、
徳
に
よ

っ
て
身
を
飾
り
、
天
国
を
熱
望
せ
よ
。
春
で
あ
る
。
正
し
い
時
を
得
て
薔
薇
を
咲
か
せ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば

　ね
　

こ
の
薔
[薇
は
永
遠
に
神

の
薔
薇
に
選
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
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第

一
章

一
〇

八

の
詩

は

、

英

語

で

は

、

弓
冨

力
o
の
Φ

罠

Φ

δ
。。Φ

≦
三
9

冨

δ

8

8
喜

凶。。
ぎ

≦

で
9
。
9
<
a

σ
《

白
ρ

　ち

缶
帥
。。

三
〇
の
。。o
ヨ
9

島
屋

貯

O
o
ユ

陣
○
日

帥
=

0
8
ヨ

身

.

と
な

っ
て
い
る
か
ら
、
シ
レ
ジ
ウ

ス
自
身
が
咲

い
て
い
る
薔
薇
に
対
面
し
て
こ
の
詩
を
歌

っ
て
い
る
も
の
と
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

シ
レ
ジ
ウ
ス
は
、
薔
薇

の
花
を
ま
さ
に
神

の
被
造
物
と
し
て
見
て
い
る
。
同
時
に
シ
レ
ジ
ウ

ス
自
身
も
自
ら
が
被
造

物
の

一
た
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
る
か
ら
、
神
と
い
う
共
通
の
分
母
の
上
に
、
と
も
に
分
子
と
し
て
の
被
造
物
の
世
界
を
共
有
し
て
い
る
感
覚
を
詩
に
表
わ
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
薔
薇
を
歌
う
五
編
の
詩
の
す

べ
て
に
通
底
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
禅
者
な
ら
ば
、

「時
の
人
、

一
株

の
花
を
見
る
に
夢

の
如
く
に
相
似
た
り
」
と

い
う
よ
う
に
反

駁
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
は

『碧
巌
録
』
第
四
十
則

「南
泉

一
株
花
」
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

陸
亘
大
夫
が
、

「肇
法
師
が
、
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と

一
体
な
り
と
言
わ
れ
た
の
は
何
と
も
素
晴

し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
」
と
述
べ
た

の
に
対
し
て
、
南
泉
普
願

(七
四
八
i
八
三
四
)
が
庭
前

の
花

(
『伝
灯
録
』

で
は
牡
丹
の
花
と
な

っ
て
い
転
))
を

指
し

て
言

っ
た
言
葉

で
あ
る
。

シ

レ
ジ
ウ

ス
が
創
造
主
と
言
う
人
格
神
を
措
定
し
て
い
る
限
り
、
陸
亘
が

「天
地
我
と
同
根
、
万
物
我
と

一
体
」
と
述

べ
た
の
と
同
じ

く
、
禅
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
シ
レ
ジ
ウ
ス
は
い
ま
だ
教
理
の
域
を
出
ず
、
神
縛
に
囚
わ
れ

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

シ

レ
ジ
ウ
ス
は
、
薔
薇
が
神

の
中
で
神
と
同
じ
生
命
を
薔
薇
と
し
て
咲
か
せ
て
い
る
が
如
く
見
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

「見
る
」
と

い
う
働
き
は
、
決
し
て
禅
本
来

の

「見
る
」
と
い
う
働
き
に
な

っ
て
い
な

い
。
神
の
被
造
物
と
し
て

「心
象
物
化
」
さ
れ
た
薔
薇
を
神
の
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中
に
見
て
い
る
限
り
、
い
ま
だ
禅
者
の
言
う
と
こ
ろ
の

二

隻
眼
」
で
薔
薇
を
見
て
い
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

神

が
咲
い
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
仏
が
咲
い
て
い
る
の
で
も
な
く
、
私
が
咲
い
て
い
る
の
で
も
な
い
、
薔
薇
が
咲
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
だ
が

「花
紅
柳
緑
」
と
い
う
禅
者

の
簡
明
直
裁
な
表
現
に
比
べ
て
第

二
章
二
八
九
の
詩
で
は
、
あ
ま
り

に
理
に
堕
し
、
説
明
に

及
び

す
ぎ

て
い
る
。
こ
こ
で
禅

の
立
場
か
ら
問
題
と
な
る
の
は
、
第
三
章

八
七
と
九

一
の
詩
に
見
ら
れ
る
能
動
性
と
受
動
性

の
対
比
で

あ
る

。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
詩
に
於
い
て
も
又
、
身
体
的
な
感
覚
器
官
を
通
じ

て
の
体
験
と

い
う
も
の
が
見
ら

れ
な

い
の
は
何
故
か
。

そ
れ

は
や
は
り
身
体
は
魂

の
牢
獄
と

い
う
プ
ラ
ト
ン
的
観
点
か
ら
、
近
世
に
於
け
る
デ
カ

ル
ト
的
身
心
二
元
論

に
至
る
西
洋

の
思
惟
的

伝
統
が
背
景
に
存
在
し
、
神
秘
思
想
に
於
い
て
も
専
ら
霊
的
な
A旦

の
み
を
問
題
に
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
か
ら
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
お
け
る
受
動
性
の
体
験
は
、
禅
体
験
と
異

っ
て
著
し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

に
欠
け
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

西
方
キ
リ
ス
ト
教
に
ク
ワ
イ

エ
テ
ィ
ズ
ム

(寂
静
主
義
)
あ
り
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
に

ヘ
シ

ュ
カ

ス
ム

(静
寂
主

義
)
の
あ
る
理
由
も
、

充
分
首
肯
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
キ
リ
ヌ
ト
教
神
秘
主
義
に
い
う
合

】
体
験
と
は
、
あ
た
か
も
自
我
と
い
う
容
器
の
中
で
、
底
層
部
に
自

己
と
言
う
水
、
表
層
部

に
神

と
い
う
油
が
、
静
詮

の
裡
に
調
和
し
て
収
ま

っ
て
い
る
状
態
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
創
造
主
と
し

て
の
神
は
油
で
あ
り
、

被
造
物
と
し
て
の
人
間
は
水
で
あ
る
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
は
無
色
透
明
の
液
体
と
し
て
、
神
の
似
姿
と
し

て
の
人
間
の
ご
と
く

両
者

は
似
て
は
い
る
が
、
質
的
に
は
全
く
異
な

っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
撹
搾
し
て
み
て
も
、
油
の
粒
子
は
細
か

く
な
る
に
せ
よ
、
決
し

て
水

と
均
質
に
は
混
じ
り
合
わ
な

い
。
さ
ら
に
こ
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
は
、
自
我
と
言
う
水
を
満
た
し
た
容
器
の
中
の
神
的
要
素
、
即
ち
油
の

粒
子
が
、
常
に
上
昇
的
志
向
を
持

つ
と
い
う
意
味
か
ら
し
て
も
有
効
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
故
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
場
合
の
受
動
感
は
、
自
ら
の
魂
に
深
く
刻
ま
れ
た
聖
痕
が
ト
ラ
ウ

マ
の
ご
と
く
そ
の
跡
を
留
め

て
、
対
象
と
し
て
の
人
格
神
に
向
け
て
永
遠

に
も
感
じ
続
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
フ
リ
ー
ド
リ

ソ
ヒ

・
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ

(
一
七
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六
八
i

一
八
三
四
)
の

「絶
対
依
存
の
感
情
」

(
『宗
教
論
』
)
さ
ら
に
ル
ド
ル
フ

・
オ
ッ
ト
i

(
一
八
六
九
ー

一
九
三
七
)
の

「被
造

者
感
情
」

(
『聖
な
る
も
の
』
)
な
ど
、
同
じ
傾
向
は
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教

の
う
ち
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
禅
の
場
合
に
は
、
白
隠
慧
鶴

(
一
六
八
五
-

一
七
六
八
)
の
説
く
ご
と
く
、
水
と
し
て
の
仏
は
氷
と
し

て
の
人
と
本
来

一
な
の

で
あ

り
、
そ
の

一
も
守

っ
て
ゆ
く
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
仏
凡

一
体
、
凡
聖
不
二
の
理
を
体
験
的
に
追
証
す
る
の
が
、
禅

の

A
旦

体
験
で
あ
る
と
言
え
な
く
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
禅
に
於
け
る
受
動
性
は
、
あ
く
ま
で

一
過
性

の
感
覚
的
体
験

に
す
ぎ
な

い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

臨
済
義
玄

(八

一
四
i

八
九
〇
)
の

「
四
料
挾
」
に
よ
れ
ば
、

「奪
人
不
奪
境
」

に
於
い
て
感

じ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
受
動
感

は
、

「奪

境
不
奪
人
」

に
あ
つ

て
は
皆
無

で
あ

ろ
う
し
、
そ
れ
は

「人
境
倶
奪
」
か
ら

「人
境
倶
不
奪
」

へ
と
反
転
す
る
場
合
も
同
様

で

あ
る
。
さ
ら
に
ま
た

「四
料
掠
」
の
四
種
の
類
型
に
段
階
的
な
優
劣
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
受
動
感
そ
の
も
の
も
必
ず
し
も
保
持

さ
れ
続
け
ら
れ
る
べ
き
必
要
性
も
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
受
動
感
は
頻
発
す
る
と
言

っ
た
方
が
よ
い
。
こ
れ
が
禅
者

の
心
境

に
し
ば

し
ば
感
得
さ
れ
る
こ
と

に
は
疑

い
が
な

い
の
で

あ
る
。
白
隠
下
の
公
案
参
究
に
於
い
て

二

則

一
則
別
解
脱
」
と
も
言
わ
れ
る
公
案
透
過
の
過
程
に
鑑
み
て
、
さ
ら
に
禅
体
験
に
於
け
る

受
動
性
に

つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

四

法
身
、
機
関
、
言
詮
、
難
透
、
五
位
、
十
重
禁
戒
、
末
後
の
牢
関
、
最
後
の

一
訣
と
い
う
公
案
体
系

の
中
に
は
、
知
解
分
別
や
思
量

卜
度

を
も

っ
て
修
行
者

の
側
か
ら
見
解
に
達
す
る
事
が
不
可
能
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
公
案
に
含
ま
れ

て
い
る
法
理
を
類
推

演
繹

し
て
得
る
見
解
は
、
正
邪
当
否
は
と
も
か
く
、
見
解
そ
の
も

の
に
力
を
欠
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
活
句
で
は
な
く
死
句
で
あ
り
、

死
見
解
に
過
ぎ
な
い
。
禅

の
修
行
に
於

い
て
公
案
を

「頭
で
捌
く
」
と
い
う
や
り
方
が
斥
け
ら
れ
る
の
は
決
し
て
故
無
き
事
で
は
な

い
。
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ま
し

て
、
差
別
の
妙
道
を
明
ら
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て

い
る

一
機

一
境
の
入
り
組
ん
だ
難
透
の
公
案
に
い
た

っ
て
は
思
惟
的
方
法
は

論
外

で
あ
る
。

ひ
と
た
び
荊
棘
林
中
の
葛
藤
に
自
己
を
搦
み
と
ら
れ
進
退
窮
ま
る
と
、
ひ
た
す
ら
公
案
と
打
成

一
片
に
な
る
以
外
に
方
法
は
な

い
。

や
が

て
時
節
因
縁
が
熟
す
る
と
、
見
解
が
自
ら
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
常
の
何
気
な

い
動
作
の
折
に
、
何

の
前
兆
も
な
く
感
発

さ
れ

る
。

そ

の
時
見
解
を
述
べ
て
い
る
の
は
修
行
者
自
身
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
自
身
の
意
思
で
口
唇
を
振
動
さ
せ
て

い
る
の
で
は
な
い
。

さ
ら

に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
来
発
し
た
見
解
は
、
法
理
は
言
う
ま
で
も
な
く
旦
爾
乎
波
ま
で
が
、
伝
来
の
古
人
の
見
解
と
合
致
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
消
息
を
二
人
の
禅
者
の
例
に
見
て
み
る
。
ま
ず
河
野
霧
海

(
一
八
六
四
ー

一
九
三
五
)
は
以
下
の
如
く
に
述
べ
て

い
る
。あ

る
時
、
木
曽
川
の
渡
船
場
で
船
を
待

っ
て
い
た
が
、
持
ち
続
け
た
公
案
の
工
夫
が
何
と
し
て
も
着
か
ず
、

一
寸
の
間
も
工
夫
三
昧
で
余
念
が
な

い
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
船
が
出
る
の
で
、
さ
あ
乗
ろ
う
と
立
ち
上
が

る
と

一
緒
に
、

　　

夜
が
明
け
た
様
に
工
夫
が
着
い
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

次

に
辻
讐
明

(
一
九
〇
三
ー

一
九
八
三
)
の
場
合
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
公
案
に
対
す
る
見
解
が
、
油
然
と
湧
き
出
る
よ
う
に
起
り
、

　　
　

私
は
次

々
と
、
公
案
を
透
過
し
て
行

っ
た
。
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済
家
で
公
案
透
過
の
際
に
体
験
さ
れ
る
こ
の
種
の
受
動
性
は
、
洞
門
に
於
い
て
は

『正
法
眼
蔵
』
の
次

の

一
句

に
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す
、　　

万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り

。

さ
ら
に
灯
史
を
遡
れ
ば
、
初
祖
菩
提
達
磨
の
語
録
に
も
同
様
の
趣
旨
の
垂
示
が
あ
る
。

か
　

解
ら
ざ
る
時
は
、
人
が
法
を
逐
い
、
解
る
時
は
法
が
人
を
逐
う
。

参
禅
辮
道
の
過
程

で
の
受
動
性
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
る
場
合
に
我
々
が
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
鏡
清
道
付
心
(八
六
四
-
九
三
七
)

の
主
唱
し
た

「埣
啄
之
…機
」

で
あ
ろ
う
。

『碧
巌
録
』
第
十
六
則

「鏡
清
埣
啄
機
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

僧
、
鏡
清
に
問
う
、
学
人
埣
す
、
請
う
、
師
啄
せ
よ
。
清
云
く
、
還

っ
て
活
を
得
る
や
。

僧
云
く
、
若
し
活
せ
ず
ん
ば
、
人
に
怪
笑
せ
ら
れ
ん
。
清
云
く
、
也
た
是
れ
草
裏
の
臨
㌍

さ

ら
に
本
則
の
評
唱
に
は
、
別
に

「南
院
埣
啄
」
と
称
さ
れ
る
話
頭
と
な
る

一
節
が
あ
る
。

南
院
、
衆
に
示
し
て
云
く
、
諸
方

只
だ
曄
啄
同
時
の
眼
を
具
し
て
、
埣
啄
同
時
の
用
を
具
せ
ず
。
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僧
有
り
出
で
て
問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
埣
啄
同
時
の
用
。
南
院
云
く
、
作
家
は
埣
啄
せ
ず
、

　
ね
　

埣
啄
す
れ
ば
同
時
に
失
す
。

ま
た
隠
山
備
前
派
滴
水
下
で
は
、
類
則
と
し
て

「陣
啄
同
失
」
と
呼
ば
れ
る

}
則
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

鹿
王
の
霊
源
、
東
福
寺
に
在
り
し
時
、
夜
夜
弁
事
す
。
知
客
之
れ
を
按
斥
せ
ん
と
欲
し
て
、
衆
僧
に
図
る
。

時
に
、
涼

云
く
、

「作
家
は
陣
啄
せ
ず
、
埣
啄
す
れ
ば
則
ち
同
時
に
失
す
。
道
い
得
て
諦
当
な
ら
ば
、
則
ち
令

を
行
ぜ
よ
」。

知
客
対
え
な
し
。

こ
の
公
案
は
、
霊
源
慧
桃

(
一
七
二

一
ー

一
七
八
五
)
の
語
録
で
あ
る

『霊
源

一
滴
』
に
そ
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
室
内

の
口
伝
と
さ
れ

て
き
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
三
則
の
公
案
に
採
り
上
げ
ら
れ

て
い
る

「埣
啄
之
機
」
と
は
、
師
家
と
学
人
と
の
機
宜
を
、
抱
卵
中

の
雌
鳥
が
卵
が
艀
化
す
る

際
に
外
側
か
ら
突
く

「啄
」
と
、
卵
内
の
雛
鍛
が
内
側
か
ら
突
く

「埣
」
と
に
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。
学
人
が
懸

命
に
契
悟
せ
ん
と
す
る

時
に
、
師
家
の
適
切
な

一
句
が
外
側
か
ら
学
人
の
疑
団
と
い
う
殻
を
破
る
。
そ
れ
ら
両
者
が
互
い
に
相
投
合
す
る

こ
と
を

「埣
啄
同
時
」

と

い
う
。

し
か
し
、
作
家
は
埣
啄
せ
ず
、
埣
啄
す
れ
ば
同
時
に
失
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
埣
啄
し
た
と
い
う
意

識
が
残

っ
て
い
る
よ
う

な
埣

啄
と
は
、
真

の

「埣
啄
同
時
」
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ

ら
に
言
え
ば
、
師
家

の

一
転
語
に
よ

っ
て
辛
う
じ
て
得
た
悟
り
と
い
う
の
で
は
、
人
工
艀
化
の
産
物
に
す
ぎ
な

い
と

い
う
こ
と
で
は

な

い
か
。

学

人
の
内
に
在
る
不
完
全
な
三
昧
の
膨
張
が
、
師
家
の
助
言
な
ど
の
人
工
的
な
刺
激

で
破
裂
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う

よ
う
な
自
我
意
識
を
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残
し
た
ま
ま
の
不
充
分
な
爆
発
は
、
不
完
全
な
能
動
的
受
動
、

つ
ま
り
自
我
滅
却
の
完
壁
性
が
低

い
う
え
に
、
解
体
さ
れ
き
れ
て
い
な
い

自
我

意
識
の
残
津
が
偏
破
な
能
動
感
を
増
長
さ
せ
こ
そ
す
れ
、
究
極
的
な
受
動
感
を
齎
さ
な
い
。

師
家
と
学
人
の
共
同
作
業
と

い
う
人
為
的
な
自
我
消
失
点
の
設
定
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
自
我
意
識

の
留
滞
は
、
天
上
天
下
唯
我

独
尊

の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ

ン
と
い
う
増
上
慢
の
漢

の
再
生
産
を
繰
り
返
す
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
さ
に

「密
室

の
伝
法
劇
に
よ
る

小
死

一
番
小
活
幻
前
」
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ

の
よ
う
な
公
案
禅
の
参
究
に
あ

っ
て
、
動
も
す
れ
ば
師
弟
と
も
に
陥
り
が
ち
な
炊
穽
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
の
が
、

「鏡
清
陣
啄

機
」
と
と
も
に

「南
院
陣
啄
」
、

「埣
啄
同
失
」
の
両
公
案
が
存
在
す
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま

で
も
な
く
、
筆
者
の
い
う
参
禅
辮
道
の
途
次
で
認
め
ら
れ
る
受
動
性
と
は
、
師
家
或
は
指
導
者

の
助
言

に
よ

っ
て
惹
起
さ
れ
る

類
の
も
の
で
は
な
い
。

「門
よ
り
入
る
者
は
是
れ
家
珍
に
あ
ら
ず
」

(
『五
祖
法
演
語
録
』
)
と
云
わ
れ
る
が
如

く
、
主
知
的
受
動
性
で

も
な
け
れ
ば
、
情
緒
的
受
動
性
で
も
な
く
、
飽
く
ま
で
直
観
的
受
動
性
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
自
我
と
い
う
容
器
か
ら
思
慮
分
別
を
捨
て
去
れ
ば
仏
法
が
自
ら
流
入
し
、
そ
の
時
点
で
受
動
性
を
感
ず
る
と

い
う
の
で
も

な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
自
我
は
相
対
的
空
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
真
の
受
動
性
は
、
絶
対
的
空
の
開
け
に
あ

っ
て
こ
そ
感
じ
ら
れ
る

受
動
性

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
能
動
の
極
み
に
お
い
て
初
め

て
生
起
す
る
受
動
性
で
あ
る
。
決
し
て
自
然
に
現
わ
れ
る
の
を
待

っ
て

得
る
も
の
で
は
な
い
。

学

人
が
只
管
に
知
的
作
用
を
滅
却
し
よ
う
と
す
る
と
、
意
識
の
場
は
自
然
に
直
感
的
知
識
の
現
わ
れ
る
場
に
変

ず
る
。
や
が
て
学
人
の

内
部

で
能
動
的
な
働
き
が
臨
界
点
に
達
す
る
と
、
は
じ
め
て
受
容
的
状
態
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
学
人
が
自
我
意
識
の
閾
す
ら

を
取

り
払
い
得
た
時
に
こ
そ
感
じ
る
受
動
性
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
百
尺
竿
頭
に

一
歩
を
進
め
る
時
に
の
み
感
得

せ
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ

が
禅

の
受
動
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

以
上
、
拙
い
論
を
重
ね
て
き
た
が
、
小
論
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
禅
体
験
に
於
け
る
受
動
性
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。



今
回
考
察
し
た
内
容
は
、
宗
教
心
理
学
的
方
法
も
含
め
た
こ
れ
か
ら

の
研
究
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
現
今

の
臨
済
禅
即
ち
公
案
禅
に
於
け
る
受
動
性
の
意
義
に

つ
い
て
検
討
を
重
ね
る
こ
と
は
、
初
関
透
過
及
び
そ
れ
に
続
く

公
案
参
究
に
拠
る
参
禅
学
道
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
臨
済
禅
そ
の
も
の
の
あ
り
方

の
再
検
討
に
も
な
る
の
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
信
じ
る

か
ら

で
あ
る
。
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