
円
爾
の
到
達
点
と
日
本
中
世
禅
の
特
色

―
『
逸
題
無
住
聞
書
』
と
そ
の
周
辺

和

田

有
希
子

は
じ
め
に

中
世
の
禅
宗
を
ど
う
見
る
か
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
鎌
倉
初
期
の
密
教
と
関
わ
り
を
持
っ
た
「
兼
修
禅
」
か
ら
、

密
教
や
教
宗
か
ら
距
離
を
取
っ
た
「
純
粋
禅
」
へ
と
い
う
展
開
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
が
、「
純
粋
禅
」
を
基
準
に
据
え
た
見
方
で
、
前
近
代
の
禅
の
実
態
を
必
ず
し
も
正
確
に
把
握
し
た
も
の
と

は
い
え
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
来
た
。
そ
し
て
近
年
、
名
古
屋
市
の
真
福
寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
禅
籍
が
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
全
一
二
巻
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
を
も
と
に
、
二
〇
二
一
年
に
は
、『
中
世
禅
の
知
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
第
二
章
に
は
「
純
粋
禅
と
兼
修
禅

の
新
た
な
見
方
」
と
い
う
章
が
置
か
れ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
最
新
の
見
解
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
点
目
は
舘
隆
志
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
兼
修
禅
と
宋
朝
禅
の
導
入
」
で
あ
る
。
氏
は
、
一
四
世
紀
の
瑩
山
紹
瑾
を
は
じ
め
と
す
る
曹

洞
宗
の
動
向
を
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
、氏
は
、瑩
山
紹
瑾
が
、栄
西
を
「「
純
一
な
ら
ず
、顕
密
心
の
三
宗
を
置
く
」
と
評
し
て
お
り
（『
伝

光
録
』
道
元
章
）、
そ
の
門
流
を
は
じ
め
中
世
の
曹
洞
宗
で
は
、
栄
西
が
「
専
ら
禅
宗
を
志
」
し
た
も
の
の
「
時
節
未
だ
到
ら
ざ
る
」
旨

が
記
さ
れ
た
切
紙
（
永
平
寺
蔵
「
栄
西
僧
正
記
文
」）
が
継
承
さ
れ
続
け
た
こ
と
を
挙
げ
、
瑩
山
紹
瑾
が
加
持
・
祈
祷
を
積
極
的
に
行
っ

（1） 

（2） 
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た
こ
と
、
ま
た
後
に
多
く
の
禅
寺
で
行
わ
れ
た
加
持
・
祈
祷
な
ど
の
密
教
儀
礼
が
「
余
行
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
兼

修
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
に
確
認
で
き
る
禅
と
密
教
の
「
兼
修
」
を
、
ほ
ぼ
一
過
性

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
継
承
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
見
る
。

二
点
目
は
、
ダ
ヴ
ァ
ン
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
「「
兼
修
禅
」
か
ら
「
純
粋
禅
」
を
再
考
す
る
」
で
あ
る
。
氏
は
、「
純
粋
禅
」
を
基
準
に
構
成

す
る
禅
宗
史
叙
述
と
近
代
性
と
の
関
係
を
論
じ
た
拙
稿
を
参
照
し
た
上
で
、
も
は
や
「
本
物
の
禅
」「
あ
る
べ
き
姿
の
禅
」
と
、
禅
の
基

準
を
簡
単
に
定
義
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
、「
兼
修
禅
」
だ
け
で
は
な
く
「
純
粋
禅
」
の
意
味
も
問
い
直
す
必
要
が
出
て
来
た
と
述

べ
る
。
そ
の
上
で
、
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
～
一
九
六
六
）
が
「
変
態
禅
」
と
し
て
批
判
的
に
評
価
し
た
「
密
参
禅
」
が
盛
ん
に
な
る
室

町
期
の
禅
に
つ
い
て
、密
参
禅
に
な
っ
た
こ
と
自
体
が
、宗
峰
妙
超
に
始
ま
る
大
灯
派
が
ど
れ
ほ
ど
看
話
禅
を
重
視
し
て
い
た
か
を
物
語
っ

て
い
る
と
見
る
。
そ
し
て
、
大
灯
派
に
属
す
る
妙
心
寺
派
か
ら
、
江
戸
期
に
は
白
隠
が
出
て
、
概
ね
現
代
の
臨
済
宗
の
禅
に
至
っ
て
い
る

と
し
て
、「
純
粋
禅
」
の
歴
史
観
が
近
現
代
に
出
来
た
時
、
白
隠
禅
が
そ
の
前
提
に
あ
っ
た
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
純
粋
禅
」
と
い
う

言
い
方
で
示
さ
れ
る
の
は
、
中
世
末
期
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
、
や
が
て
日
本
の
主
流
と
な
っ
た
大
灯
派
が
描
い
た
禅
の
理
想
の
姿
と
見
る
。

こ
れ
ら
最
新
の
見
解
が
示
唆
す
る
の
は
、
兼
修
禅
―
純
粋
禅
と
い
う
枠
組
み
の
見
直
し
が
は
ら
む
問
題
は
広
く
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
前

近
代
の
禅
を
虚
心
に
見
直
す
作
業
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
舘
論
文
が
「
一
過
性
」
と
し
、
ダ
ヴ
ァ
ン
論
文
が
大

灯
派
以
降
に
主
眼
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
の
思
想
的
意
義
が
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る
栄
西
や
円
爾
、
ま
た
そ
の
周
辺

の
鎌
倉
期
の
禅
の
様
相
を
次
の
三
点
か
ら
検
討
す
る
。
一
点
目
は
、
鎌
倉
初
期
の
栄
西
（
一
一
四
五
～
一
二
一
五
）
の
思
想
を
考
察
し
、

二
点
目
に
、
円
爾
の
思
想
の
検
討
と
、
栄
西
か
ら
円
爾
へ
の
つ
な
が
り
、
ま
た
両
者
が
な
ぜ
禅
を
必
要
と
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
三
点
目
に
、
円
爾
の
禅
を
め
ぐ
る
思
想
の
基
本
線
が
後
世
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
を
考
察
し
、
鎌
倉
期

の
禅
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（5） 
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一
、
栄
西
の
思
想
―
第
二
次
入
宋
（
一
一
八
七
～
九
一
年
）
以
前
と
以
後

（
一
）「
禅
は
仏
法
の
総
府
」
と
禅
の
「
一
宗
」

こ
れ
ま
で
の
栄
西
研
究
に
残
さ
れ
た
課
題
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、栄
西
は
生
涯
密
教
を
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
兼
修
禅
」
と
さ
れ
「
純
粋
な
」
禅
の
前
段
階
の
「
不

純
な
」
禅
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
鎌
倉
後
期
に
虎
関
師
錬
が
『
元
亨
釈
書
』
栄
西
伝
に
お
い
て
、
栄
西
を
「
今
之
学
者
推
レ

西
為
二
始
祖
一
」
と
し
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
密
教
と
全
く
離
れ
た
「
禅
僧
栄
西
」
の
印
象
も
広
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
栄
西
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、『
興
禅
護
国
論
』
に
お
い
て
、
栄
西
が
、
最
澄
の
『
内

証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』
に
、道
璿
や
翛
然
か
ら
の
牛
頭
宗
の
伝
授
や
そ
の
証
明
が
比
叡
山
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
後
、「
そ
の
後
、

今
は
四
百
年
に
及
べ
り
。
栄
西
は
こ
の
宗
の
絶
え
た
る
を
慨
き
、
且
つ
五
百
歳
の
誠
説
に
よ
つ
て
、
廃
せ
る
を
興
し
絶
え
た
る
を
継
が
ん

と
欲
す
。
方
と
云
ひ
時
と
云
ひ
、
す
で
に
仏
説
に
契
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
栄
西
が
、
天
台
の
四
宗
（
円
・
密
・
禅
・
戒
）

の
内
の
禅
を
補
強
す
る
、つ
ま
り
禅
宗
で
は
な
く
、天
台
宗
に
立
つ
者
と
す
る
見
方
も
存
在
す
る
。
ま
た
、禅
を
標
榜
し
た
と
し
て
も
、「
総

合
的
な
禅
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
様
々
な
栄
西
の
評
価
に
対
し
て
は
、
栄
西
に
と
っ
て
、
天
台
宗
の
禅
を
補
う
こ
と
と
、
新
し
い
宗
を
立
て
る
こ
と
と
の
関

係
が
ど
う
整
合
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
栄
西
は
『
興
禅
護
国
論
』
に
次
の
よ
う
な
問

答
を
立
て
て
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

問
う
て
曰
く
、
或
る
人
の
云
く
、
禅
は
諸
宗
通
用
の
法
な
り
。
何
ぞ
別
宗
を
建
立
す
る
や
。

（6） 
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答
ふ
、
通
用
の
法
を
も
つ
て
別
称
を
立
す
。
…
そ
の
例
は
一
な
ら
ず
。
い
は
ゆ
る
律
儀
は
通
用
の
法
と
す
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
今
、

律
宗
を
立
す
る
か
。
…
真
言
は
ひ
と
へ
に
秘
密
乗
な
れ
ど
も
、
し
か
も
東
寺
・
天
台
の
両
門
あ
り
。
何
に
況
ん
や
、
禅
宗
は
諸
教
の

極
理
、
仏
法
の
総
府
な
る
を
や
。
別
に
一
宗
を
立
す
る
こ
と
、
妨
げ
な
ら
か
ん
か
。

律
儀
は
諸
宗
通
用
の
教
え
で
あ
っ
て
も
律
宗
と
い
う
宗
が
、
ま
た
真
言
も
秘
密
乗
な
が
ら
東
寺
・
天
台
の
二
つ
の
宗
が
あ
る
こ
と
を
挙

げ
て
、
禅
は
「
諸
教
の
極
理
、
仏
法
の
総
府
」
で
あ
る
か
ら
、
一
宗
を
立
て
て
も
問
題
は
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お

き
た
い
の
は
、
栄
西
が
捉
え
る
「
宗
」
が
、
律
や
真
言
の
よ
う
な
仏
教
諸
宗
通
用
の
教
え
を
も
と
に
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
教
え
を
意
味
し

て
い
る
こ
と
だ
。
禅
は
普
遍
的
で
、「
諸
教
の
極
理
、
仏
法
の
総
府
」
と
い
う
が
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
一
宗
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
。
栄
西
の
禅
の
系
譜
の
整
理
の
仕
方
を
確
認
し
た
い
。

栄
西
は
、『
興
禅
護
国
論
』
第
四
門
「
古
徳
誠
証
門
」
で
、禅
に
関
係
し
た
先
人
た
ち
を
紹
介
す
る
。
南
岳
慧
思
が
達
磨
に
禅
法
を
得
て
、

天
台
の
智
顗
に
伝
法
し
、
智
顗
は
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
た
こ
と
、
慧
可
以
来
栄
西
に
到
る
臨
済
宗
黄
龍
派
の
禅
、
ま
た
後
漢

以
来
禅
要
を
漢
訳
し
た
人
々
、
唐
の
道
璿
が
来
日
し
て
行
表
に
こ
の
禅
法
を
授
け
た
こ
と
、
最
澄
が
天
台
山
修
善
寺
に
赴
き
、
牛
頭
宗
の

禅
を
受
け
て
大
悟
し
た
こ
と
、
そ
の
後
円
仁
、
円
珍
、
安
然
が
禅
に
関
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
宋
に
禅
が
広
ま
っ
て
お
り
、『
禅

苑
清
規
』
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

そ
の
上
で
、
第
五
門
「
宗
派
血
脈
門
」
で
は
、『
宝
林
伝
』
以
来
宋
代
に
伝
わ
る
西
天
二
十
八
祖
説
と
、
黄
龍
派
の
系
譜
を
挙
げ
、
直

後
に
「
我
が
国
の
祖
師
」
が
伝
え
た
禅
が
「
遺
欠
」
し
て
い
る
た
め
、「
廃
せ
る
を
興
さ
ん
」
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
栄
西
の
意
志

に
は
、
廃
れ
て
し
ま
っ
た
我
が
国
の
禅
を
こ
こ
で
興
こ
そ
う
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
宋
代
に
ま
で
伝
わ
る
臨
済
禅
も
と
り

こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
栄
西
に
よ
る
禅
は
、
南
宗
―
北
宗
と
区
分
し
て
、
ど
ち
ら
か
だ
け
を
取
る
よ
う
な
も
の
で
も
な

く
、
達
磨
以
降
、
慧
思
や
、
智
顗
が
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
悟
っ
た
こ
と
や
、
禅
要
の
訳
経
者
、
そ
し
て
最
澄
・
円
仁
・
円
珍
・
安
然
と

（9） 
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い
う
比
叡
山
で
禅
を
継
承
し
た
人
々
や
、
宋
代
の
禅
ま
で
、
様
々
な
要
素
を
禅
と
見
做
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
栄
西
の
禅
の
内
容
を
見
て
お
こ
う
。
栄
西
は
、『
興
禅
護
国
論
』
第
四
門
の
前
出
の
記
述
の
直
後
に
、「
一
代
五
時
の
諸
の
経

律
論
は
、
み
な
こ
れ
仏
禅
の
旨
帰
な
り
。
仏
の
威
儀
は
、
行
住
坐
臥
あ
は
せ
て
禅
意
な
り
」
と
述
べ
、「
常
に
禅
定
在
り
て
、
衆
生
を
悲

愍
す
」
と
結
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
栄
西
は
、
一
代
五
時
の
経
律
論
全
て
が
禅
に
収
斂
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
禅
定
は
衆
生
の
救
済

を
可
能
に
す
る
も
の
と
、
禅
に
普
遍
的
な
特
質
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
禅
の
特
色
は
、
第
九
門
「
大
国
説
話
門
」
の
よ
う
な
段
を
立
て
る
こ
と
も
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
、「
西
天
・
中
華
見
行

の
法
式
を
語
っ
て
、
信
行
の
人
を
し
て
仏
法
大
海
の
う
ち
に
入
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
と
し
て
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
仏
行
に
沿
っ
た
生
活
や

習
俗
を
挙
げ
、「
仏
法
大
海
」
に
導
こ
う
と
す
る
段
で
あ
る
。
こ
う
し
た
段
を
、
禅
を
説
く
は
ず
の
『
興
禅
護
国
論
』
に
展
開
し
て
い
る

こ
と
自
体
、
現
代
の
私
た
ち
の
目
か
ら
す
れ
ば
違
和
感
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
栄
西
に
お
い
て
は
、
禅
と
は
次
の
よ
う
な

論
理
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

教
と
云
ひ
禅
と
云
ふ
は
、
但
だ
名
字
有
る
の
み
。
…
所
謂
仏
法
は
、
法
の
説
く
べ
き
無
し
、
是
れ
を
仏
法
と
名
づ
く
。
今
禅
と
謂
ふ

は
、
即
ち
其
の
相
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
禅
は
即
ち
普
遍
的
な
仏
法
そ
の
も
の
が
現
れ
出
た
相
と
い
う
基
本
線
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
仏
法
の
総

府
」
と
し
て
の
禅
と
、
栄
西
の
立
て
る
「
一
宗
」
と
の
間
に
も
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
す
る
。
栄
西
の
禅
が
、
仏
法
そ
の
も

の
と
結
び
つ
き
う
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
禅
の
見
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
、
何
を
根
拠
に
し
た

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（11） 
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問
ふ
、「
こ
の
禅
宗
は
、
戒
・
定
・
慧
の
う
ち
に
お
い
て
、
何
れ
ぞ
や
」

答
へ
て
曰
く
、「
こ
れ
は
こ
れ
如
来
禅
な
り
。
不
立
文
字
の
宗
な
り
。
与
へ
て
こ
れ
を
言
へ
ば
、
諸
大
乗
に
通
ず
。
奪
つ
て
こ
れ
を

言
へ
ば
、
心
意
識
を
放
れ
、
言
説
の
相
を
離
る
。

問
者
が
、
栄
西
の
説
く
禅
を
、
戒
・
定
・
慧
の
い
ず
れ
に
あ
て
は
ま
る
か
と
問
う
た
の
に
対
し
、
栄
西
は
、
諸
大
乗
教
、
つ
ま
り
仏
教

諸
宗
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
戒
・
定
・
慧
の
内
の
一
つ
に
止
ま
る
も
の
で
な
い
「
如
来
禅
」「
不
立
文
字
の
宗
」
で
あ
る
と
回
答
す
る
。

つ
ま
り
、
仏
法
そ
の
も
の
に
繋
が
る
栄
西
の
普
遍
的
な
禅
の
あ
り
方
は
、「
如
来
禅
」「
不
立
文
字
」
で
表
さ
れ
る
宋
代
の
禅
が
根
拠
に
さ

れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

禅
宗
は
仏
の
法
蔵
を
学
し
、
仏
の
浄
戒
を
持
す
、
こ
れ
を
仏
禅
と
謂
ふ
な
り
。

こ
れ
は
宋
代
の
禅
籍
『
宗
鏡
録
』
を
も
と
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
禅
宗
は
「
教
外
別
伝
」、「
不
立
文
字
」
と
い
わ
れ
、
経
典
な

ど
を
排
除
す
る
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
宋
代
の
禅
は
、
諸
教
の
区
分
を
超
え
た
普
遍
的
な
境
地
を
重
視
し
、
禅
宗
の
悟
り
に
は
、
経

典
や
戒
律
な
ど
諸
要
素
を
包
摂
す
る
特
徴
が
あ
る
。
栄
西
は
こ
れ
を
受
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
禅
宗
は
…
外
は
律
儀
を
も
て
非
を
防
ぎ
、
内
は
慈
悲
も
て
他
を
利
す
、
こ
れ
を
禅
宗
と
謂
ひ
、
こ
れ
を
仏
法
と
謂
ふ
な
り
。
…

宗
鏡
録
に
云
く
…
但
だ
一
心
無
礙
自
在
の
宗
を
悟
ら
ば
、
自
然
に
理
事
融
通
し
、
真
俗
交
徹
せ
ん
。
も
し
事
に
執
し
て
理
に
迷
は
ば
、

永
劫
に
沈
淪
せ
ん
。
或
い
は
理
を
悟
つ
て
事
を
遣
れ
ば
、
こ
れ
円
証
に
あ
ら
ず
。
…
も
し
宗
鏡
に
入
り
て
、
頓
に
真
心
を
悟
ら
ば
、

尚
ほ
非
理
非
事
の
文
無
し
、
豈
に
若
理
若
事
の
執
有
ら
ん
や
。

（13） 
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こ
こ
で
も
、『
宗
鏡
録
』
を
用
い
て
、
禅
が
、
事
の
み
理
の
み
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
事
と
理
、
ま
た
真
と
俗
と
が
融
合
す
る
境
地
を

持
つ
こ
と
を
述
べ
る
。
栄
西
の
禅
は
、
こ
の
よ
う
な
宋
代
の
禅
を
背
景
に
、
禅
が
戒
律
な
ど
も
含
み
こ
み
、
比
叡
山
に
継
承
さ
れ
て
き
た

禅
ほ
か
、
諸
教
や
習
俗
の
違
い
ま
で
を
も
容
認
す
る
仏
法
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
仏
法
の
総
府
」
で
あ

る
禅
は
す
な
わ
ち
仏
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、
禅
宗
と
い
う
「
一
宗
」
は
そ
の
「
相
」、
つ
ま
り
現
れ
出
た
姿
で
あ
る
と
い
う
栄
西
の
考
え

方
は
、
禅
宗
の
「
一
宗
」
を
も
普
遍
的
な
性
質
の
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
宋
代
の
禅
と
栄
西
の
密
教
の
志
向

で
は
、
栄
西
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
禅
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
宋
の
天
台
山
の
虚
庵
懐
敞
か
ら
禅
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
第
二
次
入
宋
前
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

你
云
ク
、「
義
釈
第
一
云
、
…
無
相
法
身
ハ
真
空
冥
寂
ニ
シ
テ
、
雖
無
説
無
示
、
自
能
加
持
ノ
身
不
思
議
ノ
定
慧
因
縁
和
合
シ
テ
、
示
現
シ
自

受
用
身
ノ
界
会
一
ヲ
、
説
両
部
ノ
教
一
ヲ
也
。
然
従
テ
ハ
能
加
持
ノ
辺
一
ニ
、
云
毘
盧
遮
那
ノ
所
説
一
ト
也
。
例
セ
ハ
如
シ
神
ノ
託
人
一
ニ
譬
一
ヒ
ノ
、
文
。」

你
チ
以
此
釈
一
如
此
一
料
簡
ス
ル
、
頗
フ
ル
違
シ
経
ノ
文
段
一
ニ
、
背
テ
宗
ノ
意
趣
一
ニ
、
…
一
切
ノ
受
用
身
、
一
切
ノ
変
化
身
、
一
切
等
流
身
ノ
之

所
説
、
皆
自
性
身
ノ
教
也
。
譬
ヘ
ハ
神
明
ノ
託
テ
巫
女
一
ニ
言
説
ス
ル
ヲ
、
正
ク
ハ
巫
女
カ
口
ヨ
リ
出
セ
ト
モ
、
実
ニ
ハ
神
明
ノ
神
力
応
同
和
光
利
物
ノ
之

不
思
議
ノ
之
教
也
。
如
然
一
ノ
受
用
ヨ
リ
以
来
ノ
説
教
、
正
ク
ハ
受
用
等
ノ
身
口
意
ノ
三
密
ノ
所
作
ナ
レ
ト
モ
、
実
ニ
ハ
自
性
能
加
持
ノ
神
変
用
也
。

故
ニ
真
言
教
主
ハ
自
性
身
ト
云
フ
也
。

こ
れ
は
、
名
古
屋
市
の
真
福
寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
『
改
偏
教
主
決
』
の
一
節
で
あ
る
。
栄
西
が
太
宰
府
近
辺
の
原
山
に
い
た
天
台
僧
尊

賀
と
の
間
で
の
教
主
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
記
録
で
、
安
元
三
（
一
一
七
五
年
）
年
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
論
争
は
、
受
用
身
、
変

（17） 
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化
身
、
等
流
身
な
ど
の
よ
う
な
、
救
済
の
た
め
に
本
体
か
ら
現
象
世
界
に
変
化
し
た
も
の
を
、
救
済
の
た
め
に
変
化
で
き
る
受
用
身
の
な

し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
尊
賀
に
対
し
て
、
本
源
の
自
性
清
浄
身
が
そ
う
さ
せ
た
も
の
だ
と
栄
西
が
反
駁
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

栄
西
は
、
巫
女
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
は
、
巫
女
が
話
し
て
い
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
実
際
は
本
源
の
神
の
声
で
あ
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
譬
え
を
出
し
て
論
じ
る
。
つ
ま
り
栄
西
は
、
現
象
世
界
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
を
志
向
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
栄
西
の
立
場
は
、
安
元
三
（
一
一
七
七
）
年
、
太
宰
府
今
津
誓
願
寺
で
成
立
し
た
『
無
名
集
』
の
方
向
性
と
も
重
な
る
。

今
末
代
の
行
者
、
有
相
の
文
字
に
偏
執
し
、
一
宗
の
相
貌
を
亡
ず
。
慢
り
て
隠
語
を
乱
脱
し
、
三
昧
耶
の
重
禁
を
偸
す
。

末
代
の
行
者
は
、
有
相
の
文
字
に
ば
か
り
拘
り
、
教
え
の
全
体
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か

ら
、
栄
西
は
密
教
を
修
し
て
い
る
中
で
も
、
現
象
の
次
元
に
の
み
偏
り
、
全
体
を
見
ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
事
に
ば
か
り
拘
り
、
理
に
目
が

向
か
な
い
よ
う
な
当
時
の
状
況
を
批
判
的
に
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
二
次
入
宋
前
の
密
教
の
修
学
に
お
い
て
栄
西
が
志
向
し
て
い
た
方
向
性
と
、
第
二
次
入
宋
で
本
格
的
に

学
ぶ
こ
と
に
な
る
宋
代
の
禅
の
持
つ
方
向
性
と
の
間
に
は
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
栄

西
は
、
中
国
や
日
本
に
お
い
て
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
禅
説
を
全
て
禅
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
。
宋
代
の
禅
は
、
そ
う
し
た
総
合
的
な

思
考
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
第
二
次
入
宋
前
の
『
改
偏
教
主
決
』
や
『
無
名
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
栄
西

の
普
遍
的
か
つ
超
越
的
な
思
考
と
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。『
興
禅
護
国
論
』
序
で
栄
西
は
禅
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

大
い
な
る
哉
、
心
や
。
吾
れ
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
、
強
ひ
て
こ
れ
に
名
づ
く
。
こ
れ
を
最
上
乗
と
名
づ
け
、
ま
た
第
一
義
と
名
づ

（18） 
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け
、
ま
た
般
若
実
相
と
名
づ
け
、
ま
た
一
真
法
界
と
名
づ
け
、
ま
た
無
上
菩
提
と
名
づ
け
、
ま
た
楞
厳
三
昧
と
名
づ
け
、
ま
た
正
法

眼
蔵
と
名
づ
け
、
ま
た
涅
槃
妙
心
と
名
づ
く
。
然
れ
ば
す
な
は
ち
三
輪
八
蔵
の
文
、
四
樹
五
乗
の
旨
、
打
併
し
て
箇
裏
に
在
り
。

こ
の
「
大
い
な
る
哉
、
心
や
」
と
い
う
表
現
は
、
契
嵩
や
周
敦
頤
、
朱
子
の
語
類
な
ど
、
宋
代
の
思
想
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
、
栄
西

は
そ
う
し
た
も
の
も
取
り
込
ん
で
い
る
。
禅
の
心
は
そ
も
そ
も
言
葉
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
敢
え
て
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
正
法
眼
蔵

や
涅
槃
妙
心
な
ど
、
禅
教
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
言
葉
で
表
現
で
き
る
普
遍
的
な
特
色
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
も
宋
代
思
想
と
関
わ
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
栄
西
が
禅
を
必
要
と
し
た
の
は
、
禅
を
修
学
す
る
以
前
、
密
教
を
学
ん
で
い
た
頃
に
問
題
視
し
て
い
た
、
有
相
、
つ
ま

り
現
象
面
に
ば
か
り
執
着
す
る
当
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
傾
向
だ
っ
た
。
当
時
の
栄
西
に
と
っ
て
の
学
問
で
あ
っ
た
密
教
に
お
け
る
、
超

越
的
な
も
の
と
現
象
世
界
の
次
元
と
の
不
均
衡
か
ら
、
彼
は
、
超
越
的
で
普
遍
的
な
所
を
目
指
し
、
そ
こ
か
ら
全
て
を
含
み
こ
め
る
禅
に

共
感
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
興
禅
護
国
論
』
末
尾
に
は
「
未
来
記
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
栄
西
は
、「
予
世
を
去
る
の
後
五
十
年
、
こ
の
宗
最
も
興
る
べ
し
」

と
記
し
て
い
る
。「
こ
の
宗
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
、
そ
の
ま
ま
仏
法
に
も
な
り
得
る
禅
の
あ
り
方
で
あ
り
、
他
宗
を
排
す
る

禅
と
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
栄
西
の
禅
は
、
有
相
、
つ
ま
り
現
象
世
界
の
次
元
を
超
え
た
超
越
的
な
も
の
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
仏
法
そ
の
も
の
を
志
向
す
る
方
向
性
と
も
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
考
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の

か
、
次
に
見
て
い
き
た
い
。
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二
、
円
爾
の
到
達
点
―
『
逸
題
無
住
聞
書
』
を
中
心
に

（
一
）
円
爾
の
著
作

円
爾
（
一
二
〇
二
～
八
〇
）
は
、
駿
河
国
出
身
で
、
当
初
久
能
山
で
天
台
や
俱
舎
論
を
学
ん
だ
。
後
、
上
野
国
長
楽
寺
の
栄
朝
、
鎌
倉

寿
福
寺
の
行
勇
と
い
う
栄
西
と
も
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
物
に
禅
を
学
び
、
嘉
禎
三
（
一
二
三
五
）
年
、
渡
宋
し
、
臨
済
宗
の
無
準
師
範
に

学
び
帰
国
、
博
多
に
承
天
寺
、
京
都
に
東
福
寺
を
開
く
。
宮
中
で
も
禅
を
説
き
、
南
都
の
僧
侶
た
ち
の
中
に
も
円
爾
の
講
義
を
聴
講
し
た

者
は
多
い
。

彼
の
著
作
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
現
存
す
る
。

文
永
七
（
一
二
七
〇
）
年　

 

『
大
日
教
義
釈
見
聞
』

文
永
八
（
一
二
七
一
）
年　

 

『
逸
題
無
住
聞
書
』

文
永
九
（
一
二
七
二
）
年　

 

『
大
日
経
見
聞
』

文
永
一
一
（
一
二
七
四
）
年
『
秘
経
決
』（『
瑜
祇
経
見
聞
』）

※
不
明　
　
　
　
　
　
　
　

 

『
十
宗
要
道
記
』

『
聖
一
国
師
語
録
』

こ
れ
ら
の
中
で
本
稿
で
は
、
近
年
名
古
屋
真
福
寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
仮
称
『
逸
題
無
住
聞
書
』
の
記
述
を
中
心
に
円
爾
の
思
想
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、『
沙
石
集
』『
雑
談
集
』『
聖
財
集
』
な
ど
の
著
者
で
有
名
な
無
住
道
暁
（
一
二
二
七
～
一
三
一
二
）
が
、
実
際
円

爾
の
講
義
を
聴
い
て
、
そ
れ
を
書
き
記
し
た
も
の
で
、
円
爾
の
他
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
彼
の
思
想
構
造
が
図
示
さ
れ
た
部
分
も
持
つ
。
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（
二
）
究
極
的
な
根
源
と
現
象
世
界
と
の
関
わ
り

ま
ず
、
円
爾
の
基
本
的
な
思
想
構
造
を
見
て
お
き
た
い
。

一	

、
四
重
相
望
等
事
、
能
加
持
ノ
一
智
身
ハ
自
性
身
也
。
所
加
持
ノ
中
台
八
葉
ハ
受
用
、
第
一
重
執
金
剛
等
ハ
大
悲
万
行
菩
薩
変
化
、
三
乗

六
道
等
等
流
也
。	

（
Ⅰ
、
１
オ
）

能
加
持
の
一
智
身
は
自
性
身
、
所
加
持
の
中
台
八
葉
は
受
用
身
、
三
乗
六
道
等
と
、
本
体
が
衆
生
救
済
の
た
め
、
変
化
し
て
ゆ
く
。

能
加
持
ノ
一
智
□
（
身
カ
）
所
具
ノ
徳
ハ
無
相
ノ
徳
也
。
此
、
自
証
徳
也
。
…
自
証
後
ニ
至
理
ヲ
疑
也
。
真
如
説
ア
一
者
是
也
。
ア
ハ
一
智

身
也
。
此
ア
無
相
ナ
レ
ト
モ
縁
起
ノ
不
生
故
、猶
属
有
相
。
凝
然
ノ
無
相
ハ
不
縁
起
一
方
也
。
ア
字
未
起
ノ
□
□
也
。
此
義
ニ
ハ
不
立
真
言
教
一
。

此
教
ノ
起
ハ

ア
ヨ
リ
立
也
。
此
ア
字
ノ
不
起
一
発
ニ
シ
テ
、
摂
持
不
立
玄
義
一
也
。	

（
Ⅰ
、
１
ウ
）

こ
こ
で
は
、
能
加
持
の
一
智
身
の
性
質
に
踏
み
込
む
。
能
加
持
の
一
智
身
は
、
無
相
で
あ
り
自
証
の
徳
を
有
す
る
が
、
自
証
の
後
に
そ

の
理
を
疑
う
際
、
言
葉
を
発
生
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
能
加
持
の
一
智
身
は
「
有
相
」
に
属
す
。
こ
こ
で
円
爾
は
、
そ
れ
よ
り
根
源
的

な
「
凝
然
の
無
相
」
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
字
が
生
じ
る
以
前
の
境
地
で
、
こ
の
境
地
に
は
「
真
言
教
」
は
立
た
な
い
と
し
て
、

そ
の
境
地
を
真
言
教
の
次
元
と
区
別
す
る
。
そ
の
境
地
は
、
ア
字
が
生
じ
る
以
前
の
境
地
で
あ
り
、
か
つ
教
え
の
「
玄
義
」
を
含
み
こ
む

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
智
身
者
猶
ヲ

ア
字
之
不
生
ノ
相
也
。
無
相
即
自
証
也
。
雖
然
、今
教
ハ

ア
字
ヨ
リ
開
発
故
、群
機
ノ
前
ニ
平
等
智
身
者
、即
一
智
ノ
無
相
也
。

（26） 
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…
群
機
前
ニ
ハ
不
可
云
加
持
身
ト
。
此
本
地
身
也
。	

（
Ⅰ
、
５
オ
）

こ
こ
で
は
、一
智
身
と
衆
生
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
一
智
身
は
、衆
生
の
た
め
に
姿
を
現
す
時
は
、「
加
持
身
」
で
は
な
く
「
本

地
身
」
と
し
て
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
根
源
を
重
視
す
る
方
向
性
は
、
前
章
で
述
べ
た
『
改
偏
教
主
決
』
の
栄
西
の
方
向
性
と
軌

を
一
に
す
る
。

此
無
相
之
処
ニ
ハ
不
立
教
一
。
不
シ
テ
立
教
一
摂
機
一
事
、
但
宗
風
也
。	

（
Ⅰ
、
６
オ
）

真
言
教
の
上
に
置
い
た
「
無
相
」
は
、
具
体
的
な
教
え
を
立
て
な
い
境
地
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
を
包
摂
す
る
概
念
で
あ
る
。

こ
う
し
た
境
地
を
立
て
る
こ
と
を
「
宗
風
」
と
し
て
い
る
。『
逸
題
無
住
聞
書
』
の
中
で
、
円
爾
が
こ
の
よ
う
に
「
宗
風
」
を
「
真
言
教
」

と
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
円
爾
は
こ
れ
ま
で
「
兼
修
禅
」
僧
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
単
な
る
真

言
僧
（
密
教
僧
）
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
密
教
の
教
え
の
中
で
、
新
た
な
「
宗
風
」
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

期
の
禅
を
見
よ
う
と
す
る
時
、
密
教
か
禅
か
と
い
う
大
き
な
宗
派
観
を
用
い
る
だ
け
で
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
、
円
爾
の
例
は
示
し
て
い

る
。
彼
の
「
宗
風
」
は
、
彼
の
別
の
著
作
『
秘
経
決
』
に
も
確
認
で
き
る
。

問	

、
所
以
不
現
一
無
二
キ
一
分
ノ
明
相
一
無
相
ノ
月
輪
ト
者
、
是
自
性
清
浄
ノ
本
心
也
云
々
。
然
ニ
顕
教
ハ
以
此
心
為
至
極
終
窮
ノ
妙
体
一
ト
。
密

教
ハ
於
此
心
一
ニ
、
更
発
シ
テ

ア
字
門
一
、
以
テ
為
二
ス
布
教
ノ
本
初
一
ト
。
若
亦
於
二
テ
此
自
性
ノ
本
心
一
ニ
、
未
起
一
字
一
ヲ
之
時
、
有
二
リ
直
ニ

立
レ
テ
宗
摂
ス
ル
機
一
ヲ
乎
。

答
、
不
立
文
字
、
直
指
人
心
者
、
則
此
也
云
々
。	

（『
秘
経
決
』
24
オ
）

（28） 

（29） 

（30） 

円爾の到達点と日本中世禅の特色 　262



形
を
持
た
な
い
「
無
相
の
月
輪
」
と
い
う
心
の
状
態
を
、
顕
教
で
は
自
性
清
浄
心
と
い
い
、
そ
れ
は
究
極
と
さ
れ
る
が
、
密
教
で
は
そ

れ
が
人
々
を
教
え
導
く
始
ま
り
と
な
る
。
こ
の
自
性
清
浄
心
に
お
い
て
、
教
え
の
た
め
の
文
字
な
ど
表
さ
ず
、
か
つ
そ
こ
に
教
え
を
包
摂

す
る
よ
う
な
宗
は
あ
る
の
か
と
い
う
問
答
に
対
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
「
不
立
文
字
、
直
指
人
心
」
だ
と
回
答
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
円
爾
の
「
凝
然
の
無
相
」
を
重
視
す
る
「
宗
風
」
は
、
禅
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
概
念
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
加
え
て
い
え
ば
、
円
爾
は
、
顕
教
と
密
教
と
の
両
方
の
自
性
清
浄
心
の
性
質
を
兼
ね
備
え
た
も
の
に
禅
の
境
地
を
見
て
い
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
の
方
向
性
は
、『
聖
一
国
師
語
録
』
に
も
共
有
さ
れ
る
。

厭
二
却
生
死
。
欲
レ
証
二
菩
提
一
。
皆
如
二
捉
レ
月
猿
一
。
若
欲
二
真
実
相
為
処
一
、
只
是
無
心
是
道
。
亦
非
二
木
石
一
。
霊
霊
常
知
、
了
了

分
明
。
…
文
永
四
年
年
月
日	

（『
聖
一
国
師
語
録
』「
示
空
明
上
人
」）

こ
こ
で
は
「
無
心
」
と
い
う
語
で
出
て
く
る
が
、
概
念
を
超
え
た
も
の
と
し
て
も
、
木
石
の
よ
う
な
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
、
言
葉
で

表
さ
れ
る
諸
概
念
全
て
を
含
ん
だ
「
霊
霊
常
知
、
了
了
分
明
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
宋
代
の
禅
で
は
、「
霊
知
」
と
い
う
語
が
、
禅
の
境

地
を
語
る
の
に
重
要
に
な
る
が
、円
爾
は
そ
れ
を
確
か
に
受
容
し
て
い
る
。『
逸
題
無
住
聞
書
』
で
は
、「
宗
門
月
輪
示
現
黒
漫
々
処
、摂
機
、

教
外
別
伝
、
是
謂
也
。
黒
漫
ハ々
、
真
如
理
智
…
実
無
覚
無
成
処
也
（
Ⅳ
、
4
オ
）」
と
も
述
べ
て
お
り
、
言
葉
を
超
え
た
根
源
を
「
教

外
別
伝
」
の
よ
う
な
禅
の
概
念
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
教
外
別
伝
」「
直
指
人
心
」
で
語
ら
れ
る
概
念
は
、
他
宗
に

対
す
る
排
他
性
で
は
な
く
、
教
え
（
言
葉
）
を
立
て
る
以
前
の
概
念
で
あ
り
、
か
つ
教
え
（
言
葉
）
を
含
み
込
ん
だ
根
源
的
な
超
越
の
概

念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
禅
の
概
念
に
よ
っ
て
円
爾
は
『
大
日
経
疏
』
な
ど
密
教
の
思
想
を
、
新
た
な
方
向
に
牽
引
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
し
た
の
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

（31） 
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今
経
重
々
大
意
図

無
覚
無
成　
　
　
　
　
　
　
　

自
証
菩
提
真
言
根
本　
　
　
　
　

所
加
持
皆
自
性
会
也

　

ア
字
義
也　
　
　
　
　
　
　

一
法
界
身　

字
相　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皆
内
証

 

無
相
菩
提 　
　
　
　
　

 

一
智
身
ア
字
也 　
　
　
　
　

 

所
現
八
葉
中
台 　
　
　
　

 

三
乗
六
通 

　

無
知
解
々
　々

無
教　
　
　

能
加
持
於
不
生
際　
　
　
　
　
　

内
証　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

已
上
果
海　

　

真
如
理
智　
　
　
　
　
　
　

无
相
也
、
布
教
発　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
地
身　

元
旨
非
真
言
教　
　
　
　
　

実
相
真
言
教
也
。	

（
Ⅰ
、
7
オ
）

こ
の
図
は
『
逸
題
無
住
聞
書
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、か
つ
こ
れ
ま
で
の
円
爾
の
言
説
を
明
確
に
表
し
た
も
の
と
い
え
る
。

一
番
上
に
書
か
れ
る
「
無
相
菩
提
」
は
、「
元
旨
非
真
言
教
」、
そ
し
て
一
つ
下
の
「
一
智
身
ア
字
」
が
「
真
言
教
」
と
さ
れ
て
い
る
。
真

言
教
に
分
類
さ
れ
る
の
は
「
ア
字
相
」
で
あ
り
、「
無
相
菩
提
」
に
分
類
さ
れ
る
の
は
「
ア
字
義
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に

も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

ア
字
相
ハ
宗
教
也
。
因
果
分
故
、
入
レ
ハ

ア
字
義
一
無
宗
無
教
。
於
此
分
別
、
不
可
乱
。
師
常
言
也
。	

（
Ⅰ
、
８
ウ
）

「
ア
字
相
」、
つ
ま
り
先
の
図
で
見
れ
ば
「
一
智
身
ア
字
」
つ
ま
り
真
言
教
の
範
疇
を
「
宗
教
」
と
し
、
因
果
の
区
分
の
あ
る
概
念
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、「
ア
字
義
」
つ
ま
り
「
無
相
菩
提
」
の
範
疇
は
「
無
宗
教
」
と
し
て
、
因
果
の
区
分
を
超
え
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
違
い
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
「
師
常
言
也
」
と
無
住
が
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
円
爾
の
中
で
、
ア
字
相

（
文
字
を
持
つ
こ
と
）
と
ア
字
義
（
文
字
を
超
え
る
）
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
文
字
の
概
念
を
超 （33） 

（34） 
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え
た
禅
の
究
極
の
境
地
に
つ
い
て
は
、
栄
西
も
「
教
と
云
ひ
禅
と
云
ふ
は
、
但
だ
名
字
有
る
の
み
」
と
、
重
視
し
て
い
た
が
、
円
爾
ほ
ど

文
字
を
持
つ
こ
と
と
超
え
る
こ
と
と
の
間
の
区
分
を
明
確
に
は
し
な
か
っ
た
。
両
者
に
は
、
共
通
す
る
志
向
が
確
認
で
き
る
が
、
一
方
で
、

時
代
的
な
要
請
の
違
い
も
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
真
言
教
の
上
に
さ
ら
な
る
究
極
の
根
源
を
立
て
る
理
由

で
は
、
円
爾
は
な
ぜ
真
言
教
の
上
に
、
言
葉
を
超
え
た
境
地
を
置
く
こ
と
に
拘
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ア
字
処
ノ
無
相
寂
滅
徳
者
、
非
有
心
境
ニ

一
。
…
当
世
真
言
師
ノ
多
ク
執
内
証
加
持
縁
起
相
。
為
如
来
自
得
ノ
証
、
起
常
見
、
世
間
染
縁

起
ノ
妄
心
妄
業
ヲ
、
為
本
有
舎
那
徳
一
、
不
払
之
一
、
不
捨
之
一
。
…
法
ハ
無
迷
悟
、
無
次
第
、
無
事
理
。
何
立
教
一
立
義
乎
。
教
者
皆

従
機
一
起
ル
。	

（
Ⅰ
、
2
オ
）

同
時
代
の
真
言
師
の
多
く
が
、
内
証
加
持
の
縁
起
の
相
に
執
着
し
、
そ
の
区
別
相
に
ば
か
り
目
が
行
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
円
爾
が
批

判
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
教
え
と
い
う
の
は
「
迷
悟
」
や
「
次
第
」
や
「
事
理
」
の
区
別
を
超
え
た
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
円
爾
は

重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
も
先
述
の
よ
う
に
、
有
相
に
偏
る
こ
と
を
批
判
す
る
栄
西
の
『
改
偏
教
主
決
』
と
共
通
す
る
方
向
性
な
が
ら
、
円

爾
の
方
が
、「
迷
悟
」「
次
第
」「
事
理
」
な
ど
の
二
項
の
バ
ラ
ン
ス
よ
り
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
区
分
を
超
え
た
所
を
志
向
す
る
傾
向
が
強

い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

隔
界
染
着
ス
ル
時
、
自
成
ル
隔
障
一
。
法
…
本
来
融
然
也
。
…
随
隔
別
相
、
教
ニ
立
名
一
時
、
有
種
々
煩
悩
等
一
也
。	

（
Ⅱ
、
3
オ
）

（35） 
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教
え
は
、
区
分
を
有
し
な
い
「
本
来
融
然
」
の
も
の
で
あ
る
。
教
え
を
区
分
し
、
そ
れ
に
名
前
を
立
て
る
こ
と
で
種
々
煩
悩
を
生
じ
る

と
い
う
の
だ
。
こ
れ
も
先
述
し
た
栄
西
の
『
興
禅
護
国
論
』
序
で
、
本
来
、
根
源
的
な
心
に
は
名
前
は
な
い
が
、
あ
え
て
言
葉
に
す
る
な

ら
、
諸
宗
で
い
う
究
極
の
境
地
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
根
源
重
視
の
方
向
性
と
共
通
し
て
い
る
。
当
時
の
禅
は
、
こ
う

し
た
根
源
重
視
の
超
越
的
な
思
考
を
重
ん
じ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

師
云
、
法
相
廃
詮
、
天
台
実
成
、
華
厳
果
海
、
皆
真
言
ノ
内
証
也
。	

（
Ⅲ
、
1
オ
）

法
相
宗
・
天
台
宗
・
華
厳
宗
そ
れ
ぞ
れ
の
境
地
は
真
言
の
内
証
と
一
致
す
る
と
い
う
。
先
の
議
論
と
合
わ
せ
る
と
、
諸
宗
の
境
地
は
、

皆
言
葉
を
持
つ
次
元
で
の
本
源
で
あ
る
真
言
の
内
証
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
葉
を
超
え
た
「
凝
然
の
無
相
」
を
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
概
念
の
区
分
は
、
最
終
的
に
は
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
密
教
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宗
と
は
異
な
る

新
た
な
思
想
と
し
て
働
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
大
円
教
ハ
譬
如
一
道
一
。
根
茎
葉
等
皆
備
。
故
、
四
重
境
界
何
門
ヨ
リ
モ
入
レ
ハ
、
即
入
道
一
。
何
必
至
台
上
一
、
始
得
道
一
乎
。

	

（
Ⅳ
、
3
ウ
）

密
教
は
顕
教
と
異
な
り
、
全
て
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
述
べ
た
上
で
、
円
爾
は
こ
れ
を
、
四
重
の
境
界
の
ど
こ
か
ら
で
も
入
る
こ
と
が

で
き
る
と
説
く
。
宗
派
の
区
分
の
超
越
に
よ
っ
て
、
行
な
ど
、
い
ず
れ
の
手
段
を
も
許
容
で
き
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

教
法
随
レ
機
彰
ル
、
迷
執
ノ
衆
生
感
見
聞
法
ノ
得
益
更
無
レ
違
コ
ト
。
…
釈
尊
随
機
説
法
、
莫
レ
起
二
諍
論
一
。
非
二
一
門
是
二
一
門
一
非
二
聖

（37） 
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意
一
。
是
二
他
宗
一
不
レ
非
二
自
宗
一
、
得
益
実
大
甚
也
。
只
任
二
宿
縁
一
可
レ
入
二
何
ノ
門
一
。	

（『
十
宗
要
道
記
』
序
）

こ
れ
は
、
円
爾
の
著
作
と
考
え
ら
れ
る
『
十
宗
要
道
記
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
全
て
の
教
え
は
釈
迦
が
衆
生
の
能
力
に
合
わ
せ
て

説
い
た
違
い
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
自
体
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
結
果
、
縁
の
あ
っ
た
い
ず
れ
の
門
に
入
っ

て
も
良
い
と
い
う
、
宗
派
解
体
的
な
言
説
の
提
示
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
円
爾
の
問
題
意
識
に
は
栄
西
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
有
相
」
に
拘
っ
て
、
宗
の
全
体
が
見
え
て

い
な
い
当
時
の
密
教
に
対
す
る
不
満
で
あ
っ
た
。
両
者
は
、
根
源
を
重
視
す
る
志
向
か
ら
禅
に
共
感
し
て
い
っ
た
が
、
栄
西
が
批
判
す
る

「
有
相
」
は
、
現
象
面
へ
の
拘
り
で
あ
り
、
円
爾
が
批
判
す
る
「
有
相
」
は
、
栄
西
に
比
し
て
、
宗
派
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
区
分
に

拘
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
円
爾
は
、
栄
西
と
同
様
の
問
題
意
識
を
持
っ
た
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
超
越
し
た
境
地
を
提
示
し
た

の
で
あ
る
。

（
四
）
中
国
禅
ほ
か
受
容
典
籍

以
上
述
べ
て
き
た
円
爾
の
思
想
の
特
色
は
、
ど
の
よ
う
な
典
籍
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
『
永
嘉
集
』
の
、「
永
嘉
集
ノ

相
応
義
、準
知
ヘ
シ
。
因
ハ
発
心
故
、心
与
相
応
ス
。
根
ハ
修
行
時
長
シ
身
ト
相
応
ス
。
究
竟
ハ
無
功
用
化
他
、事
与
依
報
相
応
ス
ル
也
。（
Ⅳ
、2
ウ
）」

と
い
う
よ
う
な
引
用
、
ま
た
、
唐
代
華
厳
宗
の
李
通
玄
の
「
無
辺
刹
境
一
、
自
他
不
障
於
毫
端
。
十
世
古
今
、
始
終
不
離
於
当
念
云
々
」
と
い

う
、
自
他
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
時
空
ま
で
も
視
野
に
入
れ
た
無
分
別
の
概
念
は
、「
東
福
開
山
、
常
付
□
令
誦
給
キ
。
宗
鏡
録
、
此
文

不
見
、
不
審
也
（
Ⅳ
、
5
ウ
）」
と
無
住
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
円
爾
が
し
ば
し
ば
用
い
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
無
住
が
、
こ
の
語
を

『
宗
鏡
録
』
に
見
え
な
い
と
記
し
て
い
る
の
は
、
円
爾
が
『
宗
鏡
録
』
を
重
視
す
る
こ
と
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
円
爾
は
こ
う

し
た
円
融
の
思
想
を
好
み
、
自
身
の
説
に
取
り
入
れ
て
い
た
。

（39） 

（40） 

（41） 

267　『禪學研究』第100號，2022年3月



ま
た
、
円
爾
の
思
想
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、『
逸
題
無
住
聞
書
』
に
は
、
中
国
・
宋
代
の
圜
悟
克
勤
の
著
作
が
確
認
で
き
る
こ
と
に

も
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

円
悟
禅
師
上
堂
云
、

万
機
不
到
、
千
聖
不
携
。
裁
断
葛
藤
、
掀
翻
路
布
。
若
也
従
苗
弁
地
、
因
語
一
識
人
、
猶
落
第
二
機
一
在
。
若
論
第
一
機
上
、
実
如

是
事
。
且
道
第
一
機
上
、
還
著	

得
計
校
麽
、
著
得
向
上
向
下
一
麽
、
着
得
仏
祖
一
麽
。
到
這
裏
、
直
須
您
麽
超
然
地
、
把
断
要
津
、

不
通
凡
聖
。
若
未
薦
得
、
不
免
放
一
線
道
一
。
向
第
二
義
門
、
無
言
処
演
言
、
無
相
中
現
相
、
直
下
似
十
五
夜
月
、
澄
湛
孤
円
、
一

室
千
（
以
下
欠
損
。
下
線
は
著
者
に
よ
る
）	

（
補
遺
、
4
ウ
）

下
線
を
引
い
た
箇
所
は
、『
聖
一
国
師
語
録
』「
智
禅
上
人
に
示
す
」
に
も
、「
向
二
第
二
義
門
一
放
二
一
線
道
一
。
無
言
処
演
レ
言
、
無
相

中
現
レ
相
」
と
共
有
さ
れ
て
お
り
、
円
爾
の
説
と
圜
悟
と
の
関
係
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
引
用
の
後
に
は
、「
古
者
道
、
無
辺
刹
境
、
自

佗
毫
端
隔
、
十
世
古
今
不
離
始
終
当
念
」
と
い
う
『
逸
題
無
住
聞
書
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
李
通
玄
の
言
辞
が
続
け
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
円
爾
は
、『
逸
題
無
住
聞
書
』
の
際
の
講
義
で
も
講
じ
て
い
た
『
圜
悟
仏
果
禅
師
語
録
』
と
李
通
玄
の
一
説
と
を
、
実
際
智
禅
上
人

な
る
人
物
に
授
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
か
に
こ
れ
ら
の
語
を
重
視
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
。
次
の
も
の
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

若
又
向
二
一
気
未
レ
兆
以
前
一
、
杳
冥
恍
惚
一
信
得
及
、
尚
在
二
第
二
頭
一
。
何
況
更
於
二
混
沌
已
分
時
一
獲
得
、
去
落
二
在
第
三
機
一
。
自

著
レ
眼
去
直
超
二
仏
祖
理
致
機
関
一
。
所
レ
謂
超
二
仏
理
致
一
…
始
知
有
二
向
上
本
分
一
。	

（『
聖
一
国
師
語
録
』「
示
如
上
座
」）

蓋
空
劫
以
前
威
音
那
畔
、
無
師
自
発
、
無
二
此
等
方
便
一
。
達
磨
所
レ
示
、
潜
付
密
証
是
也
。
空
劫
以
後
、
有
レ
悟
有
レ
迷
。
有
レ
問
レ

（42） 
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有
レ
答
。
…
皆
是
接
手
方
便
也
。
仏
祖
出
興
、
有
二
理
致
一
、
有
二
機
関
一
、
有
二
向
上
一
、
有
二
向
下
一
。」

	

（『
聖
一
国
師
語
録
』「
示
禅
人
」）

こ
れ
ら
は
、
圜
悟
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
よ
る
。
円
爾
の
『
大
日
経
義
釈
見
聞
』
に
も
「
有
機
関
、
有
理
致
、
機
関
者
、
或
示
円
相

（
25
ウ
）」
と
い
う
語
が
確
認
で
き
る
。
円
爾
の
思
想
に
な
ぜ
圜
悟
の
著
作
が
重
要
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
こ
こ
に
見
る
よ
う

に
、
様
々
な
区
分
が
生
じ
る
以
前
の
究
極
的
な
境
地
の
提
示
と
関
係
し
て
い
る
。
禅
に
仏
法
そ
の
も
の
と
同
じ
普
遍
的
な
境
地
を
求
め
る

栄
西
に
は
、『
宗
鏡
録
』
な
ど
が
重
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
円
爾
は
、
諸
概
念
の
対
立
を
超
え
た
境
地
の
提
示
と
、
そ
う
し

た
境
地
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
行
や
教
え
を
容
認
す
る
視
点
を
重
視
し
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
が
、
圜
悟
の
著
作
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
圜
悟
の
著
作
に
現
れ
る
、「
理
致
」・「
機
関
」・「
向
上
」・「
向
下
」
か
ら
、
禅
に
機

根
論
を
持
ち
込
む
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
爾
は
、
よ
り
具
体
的
に
禅
の
あ
り
方
を
主
張
し
え
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
究
極
の
根
源
を
重
視
し
た
円
爾
は
、
究
極
の
根
源
と
救
済
の
手
段
と
の
関
係
論
、
言
い
換
え
れ
ば
、
禅
を
も
と
に
し
た

世
界
観
の
創
造
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
栄
西
・
円
爾
両
者
は
、
有
相
の
次
元
に
終
始
す
る
当
時
の
密
教
へ
の
不
満
を
共
有
し
、
宋

代
禅
を
受
容
し
な
が
ら
、
有
相
の
様
々
な
区
分
が
帰
す
る
超
越
性
の
獲
得
を
目
指
し
た
。
そ
れ
が
彼
ら
が
禅
に
傾
倒
し
た
大
き
な
理
由
の

一
つ
だ
っ
た
。
同
じ
方
向
を
目
指
し
な
が
ら
、
円
爾
は
、
栄
西
よ
り
、
よ
り
超
越
的
な
方
向
性
を
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

鎌
倉
期
の
禅
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
宋
代
の
禅
が
持
つ
構
造
自
体
に
、
従
来
の
研
究
に
お
け
る
禅
の
見
方
で
は
語
り
き
れ
な
い
特
色

が
あ
っ
た
こ
と
に
十
分
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（43） 
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三　

円
爾
の
思
想
の
継
承
と
ひ
ろ
が
り

（
一
）
無
住
道
暁
（
一
二
二
七
～
一
三
一
二
）

仮
称
『
逸
題
無
住
聞
書
』
を
筆
記
し
た
無
住
に
関
し
て
は
、
国
文
学
に
お
け
る
研
究
業
績
多
い
。
そ
の
中
に
は
彼
の
、
一
宗
に
立
た
な

い
立
場
の
評
価
を
め
ぐ
り
、
無
住
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
見
る
の
か
の
議
論
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。

無
住
の
著
作
に
は
、
円
爾
の
説
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
聖
財
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

禅
門
ニ
理
致
・
機
関
ノ
二
ノ
方
便
ア
リ
、
理
致
ハ
常
ノ
教
家
ノ
不
生
不
滅
等
ノ
法
門
也
、
機
関
ハ
是
モ
名
目
ハ
経
ノ
中
ニ
ア
レ
ト
モ
、

禅
家
ニ
多
ク
云
ヘ
ル
庭
前
ノ
栢
樹
子
、
麻
三
斤
、
若
棒
シ
若
ハ
喝
ス
ル
是
也
、
理
致
機
関
ト
モ
ニ
直
示
也
、
故
東
福
寺
ノ
開
山
ノ
法

門
也
、
直
示
ト
云
ハ
機
情
ニ
ヲ
チ
ズ
、
本
分
ニ
相
応
セ
シ
ム
ル
方
便
也
、
理
致
ハ
常
ノ
教
門
ナ
レ
ト
モ
禅
師
ノ
用
ル
時
ハ
直
示
也
、

こ
の
箇
所
は
、
円
爾
に
よ
る
『
圜
悟
心
要
』
の
教
え
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
理
致
・
機
関
と
い
う
禅
の
方
便
は
、
現
象
世
界
の
次

元
に
降
り
て
く
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、「
理
致
機
関
ト
モ
ニ
直
示
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
根
源
に
相
応
さ
せ
る
た
め
の
直
指
の
方
便
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

故
東
福
寺
ノ
法
門
、
大
体
宗
鏡
ノ
義
勢
也
。
彼
録
、
禅
教
偏
執
ナ
ク
シ
テ
、
末
学
ノ
亀
鏡
ニ
備
ヘ
タ
リ
。

円
爾
の
教
え
は
、
無
住
に
は
、『
宗
鏡
録
』
と
同
様
の
方
向
性
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。『
宗
鏡
録
』
は
、
禅
教
ど
ち
ら
か
に
偏
る
こ
と
な

（45） 
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い
教
え
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

法
相
ノ
廃
詮
談
旨
、
天
台
ノ
言
語
道
断
等
、
皆
禅
門
也
。
真
言
ノ
実
証
ノ
処
ト
同
シ
カ
ル
ヘ
シ
。

こ
れ
は
『
逸
題
無
住
聞
書
』
の
記
述
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
無
住
が
確
実
に
円
爾
の
説
を
自
ら
の
思
想
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
諸
宗
の
境
地
は
、
禅
と
繋
が
る
と
し
て
、
そ
れ
が
「
真
言
ノ
実
証
ノ
処
」
と
同
じ
と
し
て
い
る
の
は
、
円
爾
が
、

言
語
を
超
え
た
境
地
の
下
に
、
そ
れ
に
繋
が
る
概
念
と
し
て
、
言
語
を
持
つ
真
言
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

末
世
ノ
機
根
自
力
実
ニ
浅
力
也
、
有
縁
ノ
一
仏
一
菩
薩
ヲ
憑
ミ
、
一
宗
一
行
ヲ
専
ニ
熏
修
ス
ベ
シ
、
圭
峰
云
、
解
ハ
通
達
シ
テ
無
レ
隔
、
行
ハ
専
シ
テ

一
業
ヲ
熏
修
シ
ヤ
ス
シ
、
在
二
禅
源
一
、
此
教
訓
尤
モ
可
レ
信
。

無
住
が
特
定
の
一
宗
に
立
た
な
い
立
場
を
取
る
の
は
、
彼
の
個
人
的
な
立
場
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
円
爾
を

経
由
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
禅
の
思
想
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
無
住
が
あ
る
一
宗
に
身
を
置
か
な
い

こ
と
を
彼
個
人
の
問
題
に
帰
し
て
き
た
研
究
史
自
体
を
、
中
世
の
禅
の
実
態
に
照
ら
し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
痴
兀
大
慧
（
一
二
二
九
～
一
三
一
二
）

痴
兀
大
慧
は
、円
爾
の
弟
子
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
名
古
屋
市
の
真
福
寺
か
ら
、『
禅
宗
九
根
機
口
訣
』
と
い
う
著
作
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、『
圜
悟
心
要
』
に
基
づ
き
、
九
つ
の
機
根
に
合
わ
せ
た
禅
の
修
養
法
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
上
之
上
根
」
は
「
威
音
以
前
、

無
師
自
悟
根
機
」、「
中
之
上
根
」
は
、
善
知
識
の
垂
示
に
よ
り
悟
り
、
更
に
修
行
を
必
要
と
し
な
い
「
頓
悟
無
修
根
機
（
向
上
人
）」
と

（48） 
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い
う
よ
う
に
、
機
根
を
分
け
て
禅
を
説
い
て
い
く
。
こ
れ
は
、
円
爾
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
な
修
養
論
と

し
て
整
備
し
た
営
為
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

痴
兀
大
慧
に
は
『
枯
木
集
』
と
い
う
著
作
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
十
宗
皆
是
済
度
の
方
便
也
。
い
づ
れ
も
実
の
仏
法
に
あ
ら
ず
、
し

か
る
に
各
々
自
ら
習
ふ
所
の
法
を
実
の
仏
法
と
思
て
、他
の
な
ら
ふ
所
を
仮
な
り
と
思
へ
り
。
…
た
が
ひ
に
そ
し
り
た
が
ひ
に
ほ
こ
れ
り
。

悲
哉
。
…
正
に
知
る
べ
し
、
八
宗
十
宗
の
仏
法
と
云
は
皆
是
済
度
の
方
便
也
。
…
い
か
や
う
に
も
心
の
ひ
か
ん
に
任
す
べ
し
。」
と
あ
る

よ
う
に
、
仏
法
の
十
宗
は
、
救
済
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
方
便
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
一
宗
に
拘
る
こ
と
自
体
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

諸
宗
間
の
論
争
を
超
え
た
物
の
考
え
方
は
、
円
爾
や
無
住
と
も
共
通
す
る
。
禅
は
、
従
来
の
宗
派
間
の
論
争
に
与
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ

か
ら
明
確
に
距
離
を
取
る
新
た
な
思
考
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八
～
一
三
四
六
）

虎
関
師
錬
は
、
日
本
最
初
の
仏
教
史
書
と
い
わ
れ
る
『
元
亨
釈
書
』
の
著
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
円
爾
の
孫
弟
子
に
あ
た
り
、
東
福

寺
海
蔵
院
に
住
し
た
。

夫
れ
吾
が
道
は
一
心
な
り
。
心
の
外
に
余
無
し
。
心
を
以
て
身
と
為
し
、
心
を
以
て
土
と
為
す
。
身
土
、
皆
心
な
り
。
況
や
思
想
・

作
為
を
や
。	

（『
元
亨
釈
書
』
巻
三
〇
）

周
囲
の
存
在
を
、「
心
」
の
現
れ
出
た
姿
と
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
説
を
提
示
す
る
に
到
る
。

若
し
一
た
び
悟
り
を
得
れ
ば
、
大
蔵
経
、
皆
な
祖
意
な
り
。
…
説
法
に
豈
に
定
式
有
ら
ん
や
。
只
だ
時
機
に
随
ふ
の
み
。
…
華
厳
は

（52） 
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広
衍
な
り
。
涅
槃
は
雅
実
な
り
。
…
曹
渓
は
渾
奥
な
り
。
死
心
の
新
は
怒
罵
を
以
て
仏
事
と
為
す
な
り
。

一
度
禅
の
悟
り
を
得
れ
ば
、大
蔵
経
も
禅
の
祖
師
の
教
え
と
区
別
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
分
か
る
よ
う
に
な
る
。
華
厳
も
涅
槃
も
、

曹
渓
や
黄
龍
死
心
の
禅
の
特
徴
な
ど
、
禅
教
を
超
え
た
様
々
な
教
説
や
修
行
方
法
が
、
そ
の
違
い
に
注
目
せ
ず
、
全
て
容
認
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
栄
西
や
円
爾
に
も
存
し
た
禅
の
普
遍
的
な
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

我
が
門
文
字
を
立
て
ず
。
…
禅
門
に
悟
り
を
立
つ
。
悟
り
て
後
に
言
語
弊
無
し
。
故
に
其
の
書
、
大
蔵
と
並
び
行
は
る
。
謂
は
ゆ
る

宗
鏡
録
一
百
巻
、
伝
灯
・
広
灯
・
続
灯
各
々
三
十
巻
、
正
宗
記
十
二
巻
、
輔
教
編
三
巻
、
大
慧
の
録
三
十
巻
、
楞
伽
纂
要
発
刊
、
都

て
二
百
四
十
三
巻
。
諸
家
縦
ひ
収
蔵
有
れ
ど
も
百
に
盈
た
ず
。
我
が
門
の
多
き
は
弊
無
き
の
言
な
る
の
み
。	（『
済
北
集
』巻
第
十
四
）

禅
宗
は
、「
不
立
文
字
」、
つ
ま
り
文
字
を
立
て
な
い
と
い
う
が
、
禅
の
悟
り
は
、
宗
派
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
悟

り
を
得
た
後
は
、
悟
り
の
内
実
を
伝
え
る
方
法
も
普
遍
的
で
自
在
に
な
り
得
る
。
禅
籍
は
、『
宗
鏡
録
』
百
巻
、
各
灯
史
類
、『
輔
教
編
』

ほ
か
多
く
、「
不
立
文
字
」
と
い
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
が
ど
の
宗
に
も
増
し
て
多
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
不
立
文

字
」
の
禅
は
、
一
度
悟
れ
ば
宗
派
を
超
え
た
様
々
な
言
語
化
を
可
能
に
す
る
と
い
う
逆
転
現
象
が
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。「
弊
無
き
言

な
る
の
み
」
と
、
本
質
を
映
す
文
字
の
多
さ
で
あ
る
に
せ
よ
、
虎
関
が
禅
僧
と
し
て
、
言
語
の
多
さ
を
自
負
す
る
の
は
、
禅
の
展
開
を
考

え
る
上
で
興
味
深
い
。
禅
と
い
え
ば
、
文
字
と
完
全
に
距
離
を
と
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
す
る
前
に
、
虎
関
の
よ
う
な
禅
の
あ
り

方
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
禅
の
普
遍
性
、
超
越
性
に
よ
る
虎
関
の
あ
り
方
も
、
栄
西

以
来
の
禅
の
方
向
性
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（54） 
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（
四
）
宗
峰
妙
超
（
一
二
八
三
～
一
三
三
八
）

大
灯
派
の
祖
、
宗
峰
妙
超
は
、「
我
亦
た
諸
教
に
心
を
説
き
、
性
を
説
く
と
は
道
は
ず
、
説
く
は
則
ち
説
く
、
只
だ
是
れ
迂
曲
の
方
便

な
り
。
吾
が
宗
の
直
指
に
非
ざ
る
な
り
。（『
祥
雲
夜
話
』）」
と
説
き
、
教
宗
と
禅
宗
と
の
区
別
を
明
言
し
た
と
い
わ
れ
る
。
で
は
、
教
宗

と
禅
宗
と
を
区
分
し
た
上
で
、
何
を
目
指
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

凡
そ
参
禅
学
道
の
倫
、
初
心
の
時
は
坐
禅
を
専
ら
に
す
べ
し
。
夫
れ
坐
禅
と
は
、
或
は
結
跏
趺
坐
、
或
は
半
跏
趺
坐
に
し
て
、
眼
を

半
目
に
開
き
て
、
父
母
未
生
以
前
の
本
来
の
面
目
を
看
よ
。
父
母
未
生
前
と
云
ふ
は
、
父
母
未
だ
生
ぜ
ず
、
天
地
も
未
だ
分
か
れ
ず
、

我
も
未
だ
人
の
形
を
受
け
ざ
る
以
前
を
見
よ
。
…
虚
空
の
如
し
。
…
仏
説
に
云
は
く
、仏
身
法
身
は
猶
ほ
虚
空
の
如
し
と
説
き
給
ふ
。

仏
身
と
云
ふ
も
、
法
身
と
云
ふ
も
、
本
来
の
面
目
の
事
な
り
。
彼
の
本
来
の
面
目
は
、
元
名
字
な
き
な
り
。
本
来
の
面
目
と
も
、
或

は
主
人
公
と
も
、
或
は
仏
性
と
も
、
或
は
真
仏
と
も
、
こ
な
た
よ
り
名
け
た
り
。
…
一
千
七
百
の
公
案
と
て
、
話
頭
の
数
千
七
百
あ

れ
ど
も
、
皆
彼
の
本
来
の
面
目
を
み
せ
し
め
ん
為
な
り
。	

（『
大
灯
国
師
法
語
』「
示
萩
原
法
皇
之
后
」）

教
と
禅
と
を
区
分
し
た
よ
う
に
見
え
る
宗
峰
妙
超
で
は
あ
る
が
、
禅
の
「
父
母
未
生
以
前
の
本
来
の
面
目
」
の
中
に
、「
主
人
公
」
と

も
「
仏
性
」
と
も
「
真
仏
」
と
も
、
名
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
い
か
よ
う
に
も
名
付
け
ら
れ
る
普
遍
的
な
概
念
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
前
述
の
栄
西
『
興
禅
護
国
論
』、
ま
た
円
爾
に
も
見
ら
れ
た
同
様
の
傾
向
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
特
色
が
一
貫

し
て
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（56） 
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結
び
に
か
え
て

以
上
、
鎌
倉
期
の
禅
の
営
為
を
、
栄
西
か
ら
円
爾
へ
、
そ
し
て
そ
の
後
世
へ
の
影
響
へ
、
と
い
う
順
に
読
み
直
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
行
の
専
一
化
を
図
る
な
ど
、
当
時
の
仏
教
者
に
は
様
々
な
方
向
性
が
あ
っ
た
が
、
栄
西
・
円
爾
双
方
が
求
め
て
い
た
の
は
、

当
時
の
密
教
の
有
相
を
重
視
す
る
方
向
性
へ
の
批
判
と
、
そ
れ
に
伴
う
根
源
的
な
も
の
を
志
向
す
る
方
向
性
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
も
の

を
志
向
す
る
背
景
に
は
、
院
政
期
ご
ろ
か
ら
の
思
想
界
の
動
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
当
初
学
問
と
し
た
も
の
は
、
時
代
的
に
密

教
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
が
権
威
だ
っ
た
。
栄
西
・
円
爾
は
、
そ
の
権
威
の
中
で
、
そ
の
権
威
に
対
し
て
、
自
ら
が
是
と
思
う
考
え
を
「
宗
」

と
し
て
主
張
し
始
め
た
。
こ
こ
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
当
初
、
権
威
の
中
で
行
わ
れ
た
。
禅
か
密
教
か
と
い
う
大
き
な
区
分
で
は

な
い
、
小
さ
な
動
き
か
ら
始
ま
り
、
し
か
し
そ
れ
は
権
威
に
埋
も
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
確
実
に
新
た
な
思
想
の
芽
と
な
っ
て
い
た
。
最

初
は
こ
の
よ
う
に
一
見
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
動
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
栄
西
か
ら
円
爾
の
段
階
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
宗

派
同
士
の
争
い
を
止
揚
す
る
よ
う
な
鮮
烈
な
宗
教
観
と
世
界
観
を
提
示
す
る
運
動
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
鎌
倉
期
の
禅
の

意
義
だ
と
考
え
る
。

彼
ら
の
営
為
は
、
決
し
て
「
兼
修
禅
」
と
し
て
、「
純
粋
禅
」
と
切
り
分
け
て
考
え
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
時
代
状
況
に
応
え
、

宋
代
の
禅
思
想
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
後
代
に
到
る
ま
で
禅
の
基
本
線
と
し
て
生
き
続
け
た
。
栄
西
・
円
爾
の
「
禅
」
の
内
容
が
、
現
在

「
禅
」
と
考
え
る
も
の
と
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
よ
う
に
「
見
え
る
」
の
も
、「
純
粋
禅
」
を
禅
の
規
準
と
み
て
き
た
こ
と
に
よ
る
だ

ろ
う
。

彼
ら
が
構
築
し
た
禅
が
何
よ
り
大
き
な
思
想
的
影
響
を
有
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
横
並
び
の
宗
教
観
に
対
し
、
縦
方
向
の
宗
教
観

を
提
示
し
た
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
新
た
な
他
者
観
で
も
あ
っ
た
。
横
並
び
の
他
者
観
は
、
優
劣
を
つ
け
て
自
己
と
他
者
と
を
区

275　『禪學研究』第100號，2022年3月



別
す
る
。
一
方
、
禅
が
提
示
し
た
縦
方
向
の
他
者
観
は
、
自
己
と
他
者
と
の
相
違
を
止
揚
す
る
こ
と
で
、
自
己
も
他
者
も
容
認
す
る
と
い

う
新
た
な
他
者
観
、
宗
教
観
の
提
示
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
思
考
は
、
中
世
中
後
期
の
文
化
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

室
町
期
の
一
休
の
破
戒
的
な
活
動
が
許
さ
れ
た
の
も
、
二
項
対
立
を
止
揚
し
た
と
こ
ろ
を
重
視
す
る
禅
の
教
え
を
背
景
に
す
る
と
見
え
や

す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
在
私
た
ち
が
思
う
「
禅
」
の
姿
を
一
度
お
い
て
、
禅
の
運
動
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
何
よ
り
重
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
現
代
私
た
ち
が
思
う
「
禅
」
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
こ
と
も
、
禅
を
捉
え
る
に
は
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
日
本
仏
教
綜
合
研
究
学
会
第
三
回
例
会
（
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
）
で
の
「
中
世
思
想
世
界
は
禅
の
何
を
必
要

と
し
た
の
か
―
円
爾
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
―
」
の
報
告
を
練
り
直
し
、
第
九
十
二
回
禅
学
研
究
会
学
術
大
会
（
二
〇
二
一
年
一
一

月
二
七
日
）
で
の
報
告
、「
日
本
中
世
禅
を
ど
う
見
る
か
―
円
爾
講
述
『
逸
題
無
住
聞
書
』
と
そ
の
周
辺
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
註
〉

（　

）		

今
枝
愛
真
『
禅
宗
の
歴
史
』（
至
文
堂
、
一
九
六
二
年
）

な
ど
。

（　

）		

著
者
は
、「
無
住
道
暁
と
鎌
倉
期
臨
済
禅
」（『
文
芸
研
究
』

一
五
三
、二
〇
〇
二
年
）
以
降
、
中
世
の
禅
を
見
る
際
に
、

兼
修
禅
―
純
粋
禅
と
い
う
見
方
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も

の
が
あ
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
兼
修
禅
―
純
粋
禅

と
い
う
枠
組
み
と
そ
の
淵
源
、
ま
た
そ
の
背
景
に
近
代

の
宗
教
観
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
な
ど
私
見
を
『
日
本

中
世
に
お
け
る
臨
済
禅
の
思
想
的
展
開
』（
東
北
大
学
大

学
院
博
士
論
文
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
序
章
に
論
じ
た
。

ま
た
『
思
想
』
九
六
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
に
は
「
禅

研
究
の
現
在
」
の
特
集
が
、『
季
刊
日
本
思
想
史
』
六
八

に
は
「
中
世
の
禅
を
よ
む
―
円
爾
と
そ
の
周
辺
」
と
い

う
特
集
が
組
ま
れ
、
名
古
屋
市
の
真
福
寺
か
ら
発
見
さ

れ
た
様
々
な
禅
籍
を
集
成
し
た
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』（
臨

川
書
店
）
が
発
刊
さ
れ
、
中
世
禅
の
新
た
な
研
究
が
続

く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
の
史
料
を
用
い
て
論
文
集
が
刊
行
さ （57） 
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れ
て
い
る
（『
中
世
禅
へ
の
新
視
角
―
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』

が
開
く
世
界
』
臨
川
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

（　

）		
舘
隆
志
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
兼
修
禅
と
宋
朝
禅
の
導

入
」（
末
木
文
美
士
監
修
、
榎
本
渉
・
亀
山
隆
彦
・
米
田

真
理
子
編
『
中
世
禅
の
知
』
臨
川
書
店
、
二
〇
二
一
年
）。

（　

）		

註
２
『
日
本
中
世
に
お
け
る
臨
済
宗
の
思
想
的
展
開
』

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
第
三
門
「
其
後
今
及
四
百
年
也
。
栄
西

慨
此
宗
絶
、
且
憑
後
五
百
歳
之
誠
説
、
欲
興
廃
絶
也
。
云

方
云
時
、
巳
契
仏
説
。」
一
〇
二
頁
（『
原
点
日
本
仏
教

の
思
想
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）。
本
稿
で

の
『
興
禅
護
国
論
』
の
引
用
は
全
て
本
書
に
よ
る
。

（　

）		

米
田
真
理
子
「
無
住
に
お
け
る
密
教
と
禅
―
栄
西
「
禅

宗
始
祖
」
説
を
考
え
る
」（『
説
話
文
学
研
究
』
五
二
、	

二
〇
一
七
年
）

（　

）		

古
田
紹
欽
「
栄
西
の
『
興
禅
護
国
論
』
を
改
め
て
考
え
る
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
四	

二
、一
九
八
六
年
）

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
第
三
門
「
問
曰
、
或
人
云
、
禅
者
諸
宗

通
用
法
也
。
何
建
立
別
宗
耶
。
答
、
以
通
用
法
立
別
称
。

…
其
例
不
一
矣
。
所
謂
律
儀
者
、
雖
為
通
用
法
、
而
今
立

律
宗
乎
。
…
真
言
偏
秘
密
乗
、
而
東
寺
天
台
両
門
。
何
況

禅
宗
極
理
、
仏
法
総
府
。
別
立
一
宗
、
無
妨
歟
。」
一
〇
四

頁
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
第
四
門
、
一
一
〇
頁
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
一
一
九
頁
。
こ
こ
で
は
世
界
の
諸
地
域

の
風
俗
か
ら
、
仏
者
の
服
装
に
関
し
て
気
候
に
合
わ
せ

た
も
の
で
良
い
と
す
る
論
述
が
あ
る
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』「
云
教
云
禅
、
但
有
名
字
。
…
所
謂
仏

法
者
、無
法
可
説
、是
名
仏
法
。
今
謂
禅
者
、即
其
相
也
。」

一
一
三
頁
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』「
問
、
此
禅
宗
、
戒
定
慧
平
何
耶
。
答
曰
、

此
是
如
来
禅
也
。
不
立
文
字
宗
也
。
与
而
言
之
、
通
諸
大

乗
。
奪
而
言
之
、離
心
意
識
、離
言
説
相
矣
。」
一
〇
九
頁
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』「
禅
宗
、
学
仏
法
蔵
、
持
仏
浄
戒
也
、
謂

之
仏
禅
也
。」
一
〇
八
頁
。

（　

）		「
経
是
仏
語
、
禅
是
仏
意
。
諸
仏
心
口
必
不
相
違
」（『
大

正
新
修
大
蔵
経
』
第
四
八
巻
、
四
一
八
頁
）

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
第
三
門
「
此
禅
宗
者
…
外
律
儀
防
非
、

内
慈
悲
利
他
、謂
之
禅
宗
、謂
之
仏
法
也
。
…
宗
鏡
録
云
。

…
但
悟
一
心
無
碍
自
在
之
宗
、
自
然
理
事
融
通
、
真
俗

交
徹
。
若
執
事
而
迷
里
、
永
劫
沈
淪
。
或
悟
理
而
遺
事
、

此
非
円
証
。
…
若
入
宗
鏡
、
頓
悟
真
心
、
尚
無
非
理
非

事
之
文
、
豈
有
若
理
若
事
之
執
。」
一
〇
七
頁
。

（　

）		『
改
偏
教
主
決
』（『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
一
巻　

栄
西
集

所
収
）。

（　

）		『
中
世
先
徳
集
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』「
大
哉
心
乎
。
吾
不
得
已
、而
強
名
之
也
。
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是
名
最
上
乗
、
亦
名
第
一
義
、
亦
名
般
若
実
相
、
亦
名

一
真
法
界
、
亦
名
無
上
菩
提
、
亦
名
楞
厳
三
昧
、
亦
名

正
法
眼
蔵
、
亦
名
𣵀
槃
妙
心
。
然
則
三
輪
八
藏
之
文
、
四

樹
五
乗
之
旨
、
打
併
在
箇
裏
。」
九
九
頁
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
註
、
三
八
九
頁
。

（　

）		『
興
禅
護
国
論
』
未
来
記
「
予
去
世
之
後
五
十
年
、
此
宗

最
可
興
矣
。」
一
二
二
頁
。

（　

）		

岩
永
正
晴
「『
宝
慶
記
』
に
お
け
る
「
仏
法
の
総
府
」
に

つ
い
て
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
要
』
七
七
、	

二
〇
一
九
年
三
月
）
に
は
、
栄
西
が
用
い
る
「
仏
法
の

総
府
」
と
い
う
語
が
、
道
元
が
師
の
如
浄
と
の
や
り
と

り
を
記
し
た
『
宝
慶
記
』
に
も
如
浄
の
言
葉
と
し
て
確

認
で
き
、
そ
れ
が
道
元
に
も
影
響
し
て
い
た
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
宋
の
禅
の
あ
り
方
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
栄

西
、
道
元
双
方
が
禅
を
仏
法
そ
の
も
の
と
考
え
て
い
る

こ
と
も
、
当
時
の
禅
の
実
態
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る

（
拙
稿
「
鎌
倉
初
期
の
臨
済
禅
―
栄
西
の
持
戒
持
斎
の
間
」

『
仏
教
史
学
研
究
』
四
九
―
一
、二
〇
〇
六
年
）。

（　

）		

本
書
は
、
冒
頭
に
「
聖
一
国
師
録
」
と
書
か
れ
て
は
い

る
が
、
現
存
最
古
の
写
本
は
、
室
町
期
ま
で
下
り
、
円

爾
の
著
述
で
あ
る
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
思
想
の
構

造
な
ど
か
ら
現
時
点
で
は
円
爾
の
著
作
と
考
え
使
用
し

て
い
る
（
拙
稿
「
十
宗
要
道
記
解
題
」『
中
世
禅
籍
叢
刊
』

第
四
巻　

聖
一
派
）

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
五
巻　

無
住
集
（
二
〇
一
四
年
）、

第
一
二
巻　

稀
覯
禅
籍
集　

続
（
二
〇
一
八
年
、
臨
川

書
店
）
に
収
録
。
断
簡
の
集
成
で
あ
り
、
完
本
で
は
な

い
が
、
無
住
が
聞
い
た
円
爾
の
講
義
の
内
容
を
伺
え
る

重
要
な
典
籍
で
あ
る
。

（　

）		

本
書
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
言
及
に
は
、阿
部
泰
朗
「『
逸

題
無
住
聞
書
』
解
題
」（『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
五
巻　

無
住
集
）、
末
木
文
美
士
「『
稀
覯
禅
籍
集　

続
』
総
説
」

（『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
一
二
巻　

稀　

覯
禅
籍
集　

続
）、

末
木
文
美
士
「
中
世
禅
の
形
成
と
知
の
交
錯
」（
前
掲
註

４
）
な
ど
が
あ
る
。

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
五
巻　

無
住
集
、
四
六
七
頁
。

（　

）		

同
右
、
四
六
七
頁
。

（　

）		

同
右
、
四
七
四
頁
。

（　

）		

同
右
、
四
七
六
頁
。

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
四
巻　

聖
一
派
、
二
〇
一
四
年
、

四
七
九
頁
。

（　

）		『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
所
収
。

（　

）		『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』『
宗
鏡
録
』
ほ
か
。

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
五
巻　

無
住
集
、
四
七
八
頁
。

（　

）		
同
右
、
四
八
〇
頁
。

（　

）		
同
右
、
四
六
八
頁
。
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（　

）		

同
右
、
四
八
七
頁
。

（　

）		
同
右
、
四
九
一
頁
。

（　

）		
同
右
、
四
九
九
頁
。

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
四
巻　

聖
一
派
収
録
。

（　

）		

前
掲
註
25
、
阿
部
泰
朗
解
題
。

（　

）		

前
掲
註
33
、
五
〇
一
頁
。
な
お
、
こ
の
語
は
四
九
七
頁
で

も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
Ⅳ
、
２
ウ
）。

（　

）		『
逸
題
無
住
聞
書
』（『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
一
二
巻　

稀

覯
禅
籍
集　

続
、
六
一
六
頁
）。

（　

）		「
若
向
一
気
未
兆
已
前
、
著
得
眼
去
、
落
第
二
頭
。
更
於

万
物
見
成
之
際
、
信
得
及
去
、
転
没
交
渉
。」（『
圜
悟
佛

果
禅
師
語
録
』
大
正
蔵
四
七
、七
一
九
頁
。）、「
雖
自
迦

葉
二
十
八
世
少
示
機
関
多
顕
理
致
。」（
同
上
、
七
七
七

頁
）、「
在
空
劫
已
前
、
混
沌
未
分
天
地
未
成
立
、
杳
冥

恍
惚
不
可
窮
不
可
究
不
可
詰
。」（『
圜
悟
心
要
』
続
蔵
経

六
九
、	

四
八
三
頁
）

（　

）		

円
爾
の
思
想
が
一
三
～
一
四
世
紀
の
神
道
思
想
に
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
、
小
川
豊
生
「
中
世
神
話
の
メ
チ
エ
」

（
錦
仁
・
伊
藤
聡
・
小
川
豊
生
編
『
偽
書
の
生
成
―
中
世

的
思
考
と
表
現
』
森
話
社
、
二
〇
〇
三
年
）

（　

）		

拙
稿
「
無
住
道
暁
と
鎌
倉
期
臨
済
禅
」（
前
掲
註
２
）。

（　

）		

東
北
大
学
狩
野
文
庫
蔵
『
聖
財
集
』
下
巻
、
三
丁
表
。

（　

）		

同
右
、
下
巻
、
六
丁
裏
。

（　

）		

同
右
、
下
巻
、
三
丁
裏
。

（　

）		

同
右
、
下
巻
、
五
六
丁
裏
。

（　

）		

和
田
前
掲
註
2
論
文
。

（　

）		『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
四
巻　

聖
一
派
、
二
〇
一
四
年
所

収
。

（　

）		『
国
文
東
方
仏
法
叢
書
』
第
二
巻
。

（　

）		『
元
亨
釈
書
』（『
国
史
大
系
』
第
三
一
巻
）「
夫
吾
道
ハ
一

心
也
。
心
ノ
外
ニ
無
レ
余
。
以
レ
心
為
レ
身
。
以
レ
心
為
レ
土
。

身
土
皆
心
也
。
況
思
想
作
為
乎
。」

（　

）		『
元
亨
釈
書
』「
若
得
二
一
悟
一
、
大
蔵
経
皆
祖
意
也
。
…

説
法
豈
有
二
定
式
一
。
只
随
二
時
機
一
也
耳
哉
。
…
華
厳
広

衍
也
。
涅
槃
雅
実
也
。
…
曹
渓
渾
奥
也
。
死
心
新
以
二
怒

罵
一
為
二
仏
事
一
也
。」

（　

）		『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
。「
我
門
不
レ
立
二
文
字
一
。
…
禅

門
立
レ
悟
。
悟
後
無
二
言
語
弊
一
。
故
其
書
与
二
大
蔵
一
並
行
。

謂
宗
鏡
録
一
百
巻
。
伝
灯
・
広
灯
・
続
灯
各
々
三
十
巻
。

正
宗
記
十
二
巻
。
輔
教
編
三
巻
。
大
慧
録
三
十
巻
。
楞

伽
纂
要
発
刊
。
都
二
百
四
十
三
巻
。
諸
家
縦
有
二
収
蔵
一
、

不
レ
盈
レ
百
矣
。
我
門
多
者
無
レ
弊
言
也
耳
矣
。」

（　

）		『
禅
門
法
語
集
』
中
、
一
九
二
一
年
、
光
融
館
。

（　

）		『
徒
然
草
』
の
死
生
観
や
、
能
な
ど
へ
の
影
響
が
考
え
ら

れ
る
。

（
早
稲
田
大
学
日
本
宗
教
文
化
研
究
所　

招
聘
研
究
員
）
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