
「
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
夢
窓
に
対
す
る
批
判
の
考
察

―
「
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
」
を
軸
に

―

松

田

興

市

は
じ
め
に

鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
、
室
町
初
期
は
、
自
然
災
害
・
戦
乱
が
続
き
、
庶
民
は
戦
火
に
家
を
焼
か
れ
財
産
を
奪
わ
れ
、
家
族
離
散
、
疫

病
に
苦
し
む
時
代
で
あ
り
、
足
利
尊
氏
が
政
権
を
確
立
し
た
後
も
、
政
局
は
極
め
て
不
安
定
で
、
一
元
的
な
中
央
集
権
国
家
体
制
が
未
だ

確
立
し
て
お
ら
ず
、
武
家
政
権
の
外
に
朝
廷
・
貴
族
・
有
力
寺
社
が
そ
れ
ぞ
れ
荘
園
の
領
主
と
し
て
力
を
有
し
、
国
家
公
権
力
を
分
有
す

る
権
門
体
制
の
時
代
で
あ
っ
た
。
又
、
禅
や
浄
土
な
ど
が
勃
興
す
る
鎌
倉
期
を
経
て
、
京
都
・
鎌
倉
に
五
山
が
確
立
し
、
禅
宗
が
隆
盛
を

誇
る
室
町
期
へ
と
移
行
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
を
共
に
生
き
抜
い
た
夢
窓
国
師
夢
窓
疎
石（
一
二
七
五
―
一
三
五
一
、以
下
夢
窓
）

と
、
大
燈
国
師
宗
峰
妙
超
（
一
二
八
二
―
一
三
三
七
、
以
下
大
燈
）
と
い
う
二
人
の
臨
済
宗
の
禅
僧
は
、
中
世
の
歴
史
及
び
仏
教
史
に
大
き

な
足
跡
を
残
し
、
禅
宗
興
隆
の
礎

い
し
ず
えを

築
い
た
重
要
な
人
物
で
あ
る
。

拙
論
で
は
、
大
燈
の
夢
窓
に
対
す
る
「
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
批
判
の
意
味
を
検
討
し
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
夢
窓
の
禅
風
の

一
端
を
考
察
す
る
。
大
燈
の
語
で
あ
る
「
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
云
う
の
は
、
後
醍
醐
天
皇
（
一
二
二
〇
―
一
二
七
二
）
と
夢
窓
の
問
答

に
対
す
る
評
で
、
大
燈
は
花
園
上
皇
（
一
二
九
七
―
一
三
四
八
）
に
拝
謁
し
て
、
そ
の
内
容
を
奏
上
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
嘆
か
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れ
た
花
園
上
皇
は
、『
花
園
天
皇
宸
記
』（
以
下
『
宸
記
』）
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
十
月
二
日
条
の
裏
書
に
、次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
十
月
二
日
、（
裏
書
）

今
日
宗
峯
上
人
に
謁
す
。
禅
林
寺
長
老
（
夢
窓
疎
石
）
の
内
裏
に
参
り
、
御
問
答
の
体
を
語
る
。
日ひ

ご
ろ来

道
者
の
聞
え
有
り
。
仍よ

っ
て

召
さ
る
る
と
こ
ろ
な
り
。
而
し
て
此
く
の
如
き
問
答
、
都
て
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
し
て
、
達
磨
の
一
宗
地
を
掃は

ら

ひ
て
尽
く
。
悲
し
む

べ
し
、
悲
し
む
べ
し
、
此
の
趣
密
々
に
語
る
と
こ
ろ
な
り
。
此
の
仁
、
已
に
関
東
帰
依
の
僧
た
り
。
仍
っ
て
不
可
の
事
等
隠
密
す
べ

き
の
由
、
時
宜
有
る
か
。
仍
っ
て
此
の
上
人
、
口
外
す
べ
か
ら
ざ
る
の
由
を
示
す
。
予
倩

つ
ら
つ
ら

思
ふ
、
当と

う
こ
ん今

（
後
醍
醐
天
皇
）
仏
法
興

隆
の
叡
慮
有
る
の
由
風
聞
。
而
し
て
東
方
の
形
勢
に
依
り
、
還
っ
て
隠
密
に
せ
ら
る
如
何
、
如
何
。
此
の
仁
を
以
て
宗
門
の
長
老
に

用
ひ
ら
る
る
は
、
即
ち
是
れ
胡こ

種
族
を
滅
ぼ
す
。
悲
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。

こ
の
論
争
の
背
景
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
ま
ず
は
夢
窓
と
大
燈
の
禅
風
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
大
燈
が
夢
窓
の
禅
風
を
「
教
綱
を

出
で
ず
」
と
捉
え
て
い
た
理
由
を
考
え
、
ま
た
、
そ
の
批
判
は
夢
窓
に
届
い
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
批
判
に
対
し
て
夢
窓
が
ど
の
よ

う
な
答
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

夢
窓
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
、
そ
の
禅
風
を
分
析
し
た
も
の
は
少
な
く
な
い
。
平
田
高
士
［
一
九
七
四
］
は
、
夢
窓
の
機
縁
、
機

鋒
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
玉
村
竹
二
［
一
九
七
七
］
は
、『
宸
記
』
に
記
さ
れ
た
大
燈
の
批
判
を
取
り
上
げ
、「
そ
の
批
判
に
は
、
多
少

の
党
派
対
立
意
識
の
混
入
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、以
上
種
々
見
て
来
た
と
こ
ろ
を
勘
案
す
れ
ば
、教
綱
を
出
で
ず
、と
い
う
批
判
は
当
た
っ

て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
夢
窓
が
「
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
禅
風
を

変
え
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
船
岡
誠
［
一
九
八
六
］
は
、「
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
批
判
は
夢
窓
に
と
っ
て
、「
不

本
意
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
、「
経
典
や
語
録
・
公
案
な
ど
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
に
拘
泥
す
る
の
を
批
判
す
る
が
、
一
方

で
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
禅
機
の
み
を
重
視
す
る
立
場
に
夢
窓
は
批
判
的
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て

い
る
。
し
か
し
夢
窓
と
大
燈
の
禅
風
の
相
違
に
言
及
し
て
は
い
な
い
。
末
木
文
美
士
［
二
〇
〇
二
］
は
、「
大
燈
の
よ
う
な
徹
底
し
た
厳
し

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 
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さ
で
は
な
く
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ル
ー
ズ
な
無
原
則
で
も
な
く
、
抑
え
る
べ
き
と
こ
ろ
は
厳
し
く
抑
え
な
が
ら
包
容
で
き
る
と
こ
ろ
は

包
容
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
夢
窓
ら
し
さ
が
あ
る
と
言
え
る
」
と
記
し
た
う
え
で
、
大
燈
系
の
純
粋
禅
の
み
が
正
統
と
さ
れ
る
今
日
の

禅
評
価
の
中
で
、
政
治
に
対
し
て
発
言
し
、
社
会
活
動
ま
で
手
を
広
げ
た
夢
窓
の
思
想
と
行
動
は
、
も
う
一
度
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
誠
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ド
・
メ
ル
ク
ー
リ
［
二
〇
一
一
］
は
、
夢
窓
と
大
燈
の
方
便
の

捉
え
方
の
相
違
を
『
西
山
夜
話
』
と
『
祥
雲
夜
話
』
に
よ
っ
て
比
較
分
析
し
て
い
る
。

拙
論
に
お
い
て
は
、
禅
の
語
録
等
々
で
一
般
に
使
わ
れ
、
大
燈
も
引
用
す
る
「
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
」
と
い
う
語
を
軸
に
、
大
燈
の
弟

子
が
著
し
た
『
祥
雲
夜
話
』『
大
燈
国
師
年
譜
』『
大
徳
寺
語
録
』『
大
燈
国
師
仮
名
法
語
』
を
分
析
し
て
、「
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
批

判
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
夢
窓
の
弟
子
が
著
し
た
『
西
山
夜
話
』『
夢
窓
国
師
年
譜
』『
南
禅
寺
語
録
』『
夢
中
問

答
集
』
を
分
析
し
て
、
こ
の
批
判
に
夢
窓
が
反
論
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
一
群
の
説
示
を
確
認
す
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
理
解
し
が
た

い
夢
窓
の
禅
風
の
一
端
が
解
明
で
き
る
と
考
え
る
。

一
、「
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
」
と
い
う
語
の
由
来
に
つ
い
て

『
祥
雲
夜
話
』
と
は
、
大
燈
と
光
尊
宿
と
の
問
答
の
記
録
で
あ
る
。
問
答
が
行
わ
れ
た
の
は
『
宸
記
』
に
著
さ
れ
て
い
る
夢
窓
に
対
す

る
批
判
が
行
わ
れ
る
十
二
年
前
の
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
で
あ
る
。
光
尊
宿
は
、大
応
国
師
南
浦
紹
明
（
一
二
三
五
―
一
三
〇
九
、以
下
大
応
）

の
弟
子
で
あ
り
、
大
燈
の
兄
弟
子
に
あ
た
る
。
祥
雲
庵
の
主
と
し
て
弟
子
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
永
ら
く
大
応
の
教
化
の
下
で
修

行
を
し
、
一
往
は
悟
り
の
境
涯
に
達
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
日
頃
か
ら
言
動
が
不
安
定
で
「
脚
跟
実
に
未
だ
地
に
点
ぜ
ず
、
生
死
の
心
流

注
す
」
と
大
燈
は
評
し
て
い
た
。
そ
し
て
光
尊
宿
の
日
頃
の
弟
子
の
指
導
に
つ
い
て
『
祥
雲
夜
話
』
に
は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

老
宿
（
光
尊
宿
）、又
毎
に
学
者
に
示
す
に
、玄
沙
の
宗
綱
・
智
覚
の
垂
誡
を
以
て
す
。
教
え
て
人
を
し
て
止
持
作
犯
を
護
ら
し
む
。
又
、

（6） 
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専
ら
『
首
楞
厳
経
』
の
心
外
に
魔
有
り
の
説
を
挙
し
て
宗
と
為
し
、
未
だ
曽
つ
て
見
性
の
一
路
を
直
指
せ
ず
。

光
尊
宿
の
弟
子
の
教
化
は
、
玄
沙
師
備
の
三
句
綱
宗
や
永
明
延
寿
禅
師
の
垂
誡
と
い
う
、
先
師
一
代
の
方
便
の
説
や
『
首
楞
厳
経
』
の
心

外
に
魔
境
有
り
と
い
う
説
を
宗
旨
の
根
本
と
し
て
お
り
、
未
だ
曾
て
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
の
禅
の
宗
旨
を
示
し
た
こ
と
は
無
か
っ
た
と

大
燈
は
言
う
。
こ
れ
で
は
後
輩
を
惑
わ
せ
、
先
師
を
恥
ず
か
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

宗
綱
・
垂
誨
等
は
、是
れ
先
聖
一
期
の
方
便
な
り
。
者
般
の
方
便
説
を
以
て
先
と
為
し
、直
指
見
性
の
要
道
を
以
て
後
と
為
さ
ば
、唯
、

達
磨
の
一
宗
、
地
を
掃
つ
て
尽
く
る
の
み
に
非
ず
、
聖
教
も
亦
喪
却
す
べ
し
。
吾
は
一
向
に
経
論
垂
誨
を
掃
蕩
す
と
は
道
は
ず
。
但

だ
其
の
用
ゆ
べ
き
者
を
用
ふ
の
み
に
て
、
終
に
他
の
教
意
に
依
ら
ず
、
他
た
所
謂
、
教
内
教
外
、
南
頓
北
漸
、
取
相
斥
相
、
此
に
於

て
別
る
。

宗
綱
や
垂
誡
は
、
祖
師
方
が
説
か
れ
た
方
便
で
あ
る
。
そ
の
方
便
を
優
先
し
て
、
直
指
見
性
を
後
回
し
に
す
れ
ば
、
禅
宗
が
滅
び
て
し
ま

う
だ
け
で
な
く
、
仏
教
が
滅
び
て
し
ま
う
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
経
論
や
垂
誡
を
ひ
た
す
ら
排
除
す
る
と
言
う
の
で
は
な
い
、
用
い

る
べ
き
時
に
は
用
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
教
理
に
頼
る
こ
と
は
し
な
い
と
し
て
、
教
内
教
外
や
南
頓
北
漸
等
に
宗
門
が
分
れ
る
根
本
は
、
教

理
と
い
う
方
便
の
用
い
方
に
あ
る
の
だ
と
、
大
燈
は
光
尊
宿
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

大
燈
が
夢
窓
の
禅
風
を
評
価
し
て
、
花
園
上
皇
に
「
都
未
出
教
綱
、
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
、
可
悲
々
々
」
と
語
っ
た
の
は
、
大
燈
と
光

尊
宿
の
問
答
か
ら
十
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、「
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
」
と
い
う
言
句
は
語
録
な
ど
に
頻
繁
に
登
場
す
る
が
、そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
宸
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
燈
は
花
園
上
皇
に
『
碧
巌
録
』
の
連
続
講
義
を
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、『
碧
巌
録
』
第
十
二
則

「
洞と

う
ざ
ん
ま
さ
ん
ぎ
ん

山
麻
三
斤
」
に
登
場
す
る
「
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
」
を
引
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

雪せ
っ
ち
ょ
う竇

見
得
透
す
、
所
以
に
劈
頭
に
便
ち
道
ふ
、
金き

ん

烏う

急
に
、
玉

ぎ
ょ
く

兎と

速
か
な
り
と
。
洞
山
の
麻
三
斤
と
答
ふ
る
と
更
に
両
般
無
し
。

日
出
で
月
没
す
、
日
日
是
の
如
し
。
人
多
く
情
解
し
て
、
只
管
に
道
ふ
、
金き

ん

烏う

は
是
れ
左さ

眼げ
ん

、
玉

ぎ
ょ
く

兎と

は
是
れ
右う

眼げ
ん

と
。
纔
か
に
問
着

（7） 

（8） 

（9） 

（10） 
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す
れ
ば
、
便
ち
瞠
眼
し
て
云
は
く
、
這
裏
に
在
り
と
什
麽
の
交
渉
か
有
ら
む
。
若
し
恁
麼
に
会
せ
ば
達
磨
の
一
宗
、
地
を
掃
っ
て
盡

き
む
。

則
ち
、
こ
の
則
は
洞
山
守し

ゅ

初し
ょ

禅
師
（
九
一
〇
―
九
九
〇
）
に
向
っ
て
或
る
僧
が
「
如
何
な
る
か
是
れ
仏
」
と
問
う
と
、
洞
山
が
「
麻
三
斤
」

と
答
え
た
と
い
う
公
案
で
あ
る
。
円
悟
は
評
唱
で
、こ
の
麻
三
斤
と
い
う
言
句
に
対
し
て
禅
者
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
が
、

洞
山
の
言
句
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
、
弥
勒
下
生
に
至
っ
て
も
理
解
で
き
な
い
、
何
故
な
ら
、
言
語
は
只
だ
載さ

い

道ど
う

の
器
な
り

―
言
句
は

道
を
載
せ
て
伝
え
る
器
で
あ
る
か
ら
だ
と
言
う
。
道
は
言
葉
で
は
な
い
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
道
が
顕
れ
る
。
道
を
得
て
彼
岸
に
到
れ
ば
、

船
を
捨
て
て
岸
に
上
が
る
よ
う
に
、
道
を
得
た
な
ら
言
葉
を
忘
れ
る
。「
這
裏
に
到
ら
ば
、
我
に
第
一
機
を
還
へ
し
来
っ
て
始
め
て
得
む
」

―
つ
ま
り
、
こ
の
道
の
第
一
義
の
処
に
至
れ
ば
、
言
句
を
離
れ
た
自
己
本
来
の
面
目
に
還
帰
す
る
は
ず
で
あ
る
と
云
う
。

こ
の
則
の
頌
に
、「
金
烏
（
＝
太
陽
）
は
急
に
、玉
兎
（
＝
月
）
は
速
や
か
な
り
」
と
言
う
。
こ
の
言
葉
も
「
麻
三
斤
」
と
全
く
同
義
で
あ
っ

て
、
多
く
理
屈
で
解
釈
し
て
、
左
右
両
眼
を
日
月
に
譬
え
た
な
ど
と
言
う
者
に
、
ち
ょ
っ
と
突
っ
込
ん
で
質
問
す
れ
ば
、
大
目
を
む
い
て
、

「
こ
こ
に
在
り
」
な
ど
と
言
う
が
、そ
ん
な
こ
と
で
、ど
う
し
て
真
実
が
会
得
出
来
る
も
の
か
、そ
ん
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
は
、「
達

磨
の
一
宗
、
地
を
掃
っ
て
尽
き
る
」
と
理
屈
に
よ
る
解
釈
を
誡
め
、
そ
し
て
宗
師
が
一
言
半
句
を
示
す
の
は
、
獰ど

う

龍り
ゅ
うを

釣
る

―
つ
ま
り

抜
群
の
知
己
を
釣
り
上
げ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
「
麻
三
斤
」
と
い
う
言
句
は
格
外
の
釣

ち
ょ
う

語ご

で
あ
る
か
ら
、
雑
魚
に
は
到
底
食

い
つ
け
な
い
餌
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
麻
三
斤
」
と
い
う
句
だ
け
で
、
そ
の
意こ

こ
ろは

ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
の
に
、
皆
が
、
あ
ま
り
に
道
理
に
走
り
、
言
葉
の
解
釈
に

と
ら
わ
れ
る
の
で
、
洞
山
は
大
衆
の
た
め
に
説
こ
う
と
言
っ
て
上
堂
し
、
次
の
様
に
言
う
。

遂
に
上
堂
し
て
云
は
く
、「
言こ

と

は
事じ

を
展の

ぶ
る
こ
と
無
く
、
語
は
機
を
投
ぜ
ず
。
言こ

と

を
承う

く
る
者
は
喪そ

う

し
、
句
に
滞

と
ど
こ
ほる

者
は
迷ま

よ

ふ
」

と
。

つ
ま
り
、
言
句
は
大
事
を
展ひ

ろ

げ
る
事
は
無
い
。
言
句
は
人
を
悟
り
に
導
か
な
い
。
言
句
を
鵜
呑
み
に
す
る
者
は
喪
失
し
、
言
句
に
捉
わ
れ

（11） 
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る
者
は
迷
う
だ
け
で
あ
る
と
云
う
。

洞
山
麻
三
斤
の
公
案
は
、
加
藤
拙
堂
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
真
実
の
玄
機
、
宇
宙
の
霊
機
は
、
言
句
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
何

か
と
理
屈
で
説
明
す
る
言
語
を
以
て
投
合
契
当
せ
ん
と
し
て
も
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
、
言
句
に
よ
る
指
導
を
誡
め
、
直
指
見
性
の
重
要

性
を
説
き
、
言
句
の
み
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
跛は

べ
つ龞

盲も
う

亀き

空く
う

谷こ
く

に
入
る

―
足
の
悪
い
ス
ッ
ポ
ン
と
盲
目
の
亀
が
深
い
谷
底
に

落
ち
込
ん
だ
よ
う
に
、
永
劫
解
脱
の
期
は
な
い
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
燈
が
、『
碧
巌
録
』
第
十
二
則
「
洞
山
麻
三
斤
」
に
説
か
れ
た
「
達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
」
と
い
う
言
句
を
使
う
の
は
、「
言
葉
は
仏
を

載
せ
る
器
で
あ
っ
て
、
仏
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
句
や
解
釈
を
重
視
し
て
、
直
指
見
性
を
後
回
し
に
す
る
指
導
方

法
は
間
違
い
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
達
磨
一
宗

―
禅
宗
は
滅
ぶ
」
と
誡
め
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
祥
雲
夜
話
』
に
お
け
る
「
者
般
の
方
便
説
を
以
て
先
と
為
し
、
直
指
見
性
の
要
道
を
以
て
後
と
為
す
」
と
い
う

光
尊
宿
の
指
導
方
法
へ
の
批
判
と
、『
宸
記
』
に
お
け
る
夢
窓
に
対
す
る
「
此
く
の
如
き
問
答
は
、
都
て
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う

批
判
の
趣
旨
は
、
言
句
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
批
判
す
る
点
に
於
い
て
同
一
と
い
え
る
。
そ
し
て
、『
祥
雲
夜
話
』
に
記

さ
れ
て
い
る
批
判
の
根
拠
は
、
そ
の
ま
ま
夢
窓
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、『
祥
雲
夜
話
』
で
大
燈
が
説
く
禅
の
本
来
相

『
祥
雲
夜
話
』
に
お
け
る
大
燈
と
光
尊
宿
の
問
答
を
分
析
す
る
と
、
大
燈
は
、「
宗
綱
や
垂
誨
は
迂
曲
の
方
便
で
あ
る
と
い
う
立
場
」
に

あ
る
こ
と
、
及
び
「
大
応
門
下
の
法
嗣
と
し
て
祖
師
禅
を
挙
揚
す
る
と
い
う
立
場
」
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
二
つ
の
立
場
か
ら
、

大
燈
は
光
尊
宿
を
、
教
宗
の
綱
要
を
説
く
言
句
の
域
か
ら
脱
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
燈
の
、「
這
般
の
事
を
以
て
先
と
為
し
、
見
性
の
一
路
を
後
と
為
す
」
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
、
光
尊
宿
は
、「
這
般
の
事
を
以
て
鄭

（15） 
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重
に
教
誡
す
る
も
、
学
者
は
猶
ほ
声
色
裏
に
走
在
し
去
り
、
飲
酒
、
食
肉
、
貪
婬
、
殺
生
す
、
豈
に
此
の
教
誡
を
欠
く
べ
け
ん
や
」
と
主

張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
燈
は
、「
所
以
に
学
者
は
有
無
の
二
見
に
堕
す
、
若
し
専
ら
本
来
不
声
色
底
を
以
て
相
ひ
接
せ
ば
、
即
ち
学

者
は
此
の
二
見
に
堕
せ
ず
」
と
言
う
。
さ
ら
に
宗
綱
や
垂
誨
は
先
聖
一
期
の
迂
曲
の
方
便
で
あ
っ
て
、「
公
は
未
だ
見
性
の
一
路
を
直
指
せ

ず
し
て
却
っ
て
取
相
の
持
犯
、
楞
厳
の
魔
境
等
を
以
て
せ
ば
、
愈
々
益
々
初
機
を
惑
乱
し
、
後
学
を
桎
梏
す
」
と
大
燈
は
言
う
。
こ
れ
に

対
し
て
光
尊
宿
は
、「
然
り
と
雖
も
法
に
定
相
無
し
、
只
堕
処
に
随
っ
て
之
を
救
ふ
、
兎
を
見
て
鷹
を
放
ち
、
各
々
其
の
機
に
応
ず
。
声

色
に
堕
す
る
者
は
、
我
れ
此
の
如
く
相
ひ
教
誡
す
、
若
し
夫
れ
声
色
に
堕
せ
ず
ん
ば
、
何
ぞ
者
般
の
事
を
説
く
を
用
い
ん
」
と
反
論
し
て

い
る
。

大
燈
は
、「
兎
を
見
て
鷹
を
放
つ
」
よ
う
な
方
便
を
用
い
る
の
は
教
家
の
説
で
あ
っ
て
、
禅
宗
の
単
伝
心
印
の
宗
旨
は
、
教
家
の
格
を

遥
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
六
祖
慧
能
と
神
秀
の
所
見
は
遙
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
神
秀
は
、「
時
時
に
勤
め
て
払
拭
せ
よ
、
塵

埃
を
惹
か
し
む
る
莫
れ
」
と
い
う
。
慧
能
は
、「
本
来
無
一
物
、
何
処
に
か
塵
埃
を
惹
か
ん
」
と
い
う
。
南
頓
北
漸
は
こ
こ
に
於
い
て
別

れ
た
の
で
あ
る
と
し
、
光
尊
宿
に
対
し
て
、
大
燈
は
、「
今
公
が
縦
令
ひ
道
ひ
得
る
も
、
也
た
神
秀
の
窠
窟
を
出
で
ず
、
吾
が
曹
谿
門
下

に
は
始
め
よ
り
此
の
如
き
の
事
無
し
」
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
吾
々
は
曹
谿
門
下
で
あ
る
と
、
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
大
徳
寺
語
録
』
に
お
い
て
大
燈
は
祖
師
禅
と
如
来
禅
を
対
比
さ
せ
る
形
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
釈
尊
が
菩
提
樹
の
下
で
端
坐

思
惟
し
て
い
る
と
、
欲
界
第
六
天
の
魔
王

―
仏
道
を
妨
げ
る
悪
魔
が
現
れ
て
、
大
悪
声
を
発
し
て
天
地
を
震
動
さ
せ
た
が
、
菩
薩
は
心

定
ま
り
顔
色
も
変
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
魔
は
自
然
に
散
壊
し
た
」
と
説
明
し
た
後
に
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

師
云
く
、「
大
衆
、
世
尊
の
降
魔
は
無
き
に
あ
ら
ず
、
只
だ
是
れ
如
来
禅
を
用
ふ
る
が
故
に
、
其
の
力
全
か
ら
ず
。
吾
が
衲の

う

僧そ
う

家け

は
、

祖
師
禅
を
用
ひ
て
衆
魔
を
降
伏
す
、
又
作
麼
生
」。

大
燈
は
、「
諸
君
よ
、
世
尊
は
天
魔
を
一
応
は
降
伏
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
如
来
禅
に
依
る
か
ら
、
そ
の
力
は
完
璧
で
は
な
い
。
吾
が
禅
宗

（16） 
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僧
家
は
、
祖
師
禅
に
よ
っ
て
衆
魔
を
降
伏
さ
せ
る
」
と
言
う
。

又
、『
大
燈
国
師
仮
名
法
語
』
で
は
、「
も
し
見
性
し
な
け
れ
ば
、
念
仏
や
誦
経
を
し
て
戒
体
を
清
浄
に
保
っ
て
も
無
駄
事
に
す
ぎ
な
い

と
達
摩
大
師
は
説
い
て
お
ら
れ
る
。
見
性
し
て
い
な
い
人
は
、
善
知
識
に
お
逢
い
し
て
生
死
の
根
本
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
見
性

し
な
け
れ
ば
た
と
え
一
切
経
を
読
み
得
る
と
も
、
又
生
死
輪
廻
を
免
れ
ず
、
三
界
に
苦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
見
性
を
第
一

と
す
る
大
燈
に
と
っ
て
の
祖
師
禅
と
は
、
教
外
別
伝
・
不
立
文
字
を
旨
と
す
る
禅
宗
の
本
流
の
禅
の
こ
と
を
云
う
の
で
あ
り
、
如
来
禅
の

上
に
「
衆
魔
を
降
伏
す
」
と
祖
師
禅
を
位
置
付
け
て
言
う
。
そ
の
祖
師
禅
と
は
、
以
心
伝
心
見
性
成
仏
に
よ
っ
て
仏
の
教
え
を
受
け
継
い

で
来
た
師
匠
に
出
会
っ
て
問
法
し
な
け
れ
ば
悟
り
は
開
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
真
の
修
行
と
は
正
師
に
付
い
て
修
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と

す
る
。
大
燈
は
、
大
応
門
下
と
し
て
祖
師
禅
を
挙
揚
す
る
こ
と
が
重
要
な
責
務
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
燈
は
、「
我
れ
も
亦
、
諸
経
に
心
を
説
き
、
性
を
説
か
ず
と
は
道
は
ず
、
説
く
こ
と
は
則
ち
説
く
も
、
只
是
れ
迂
曲
の
方
便
な
る
の

み
に
し
て
、
吾
が
宗
の
直
指
に
非
ざ
る
な
り
」
と
、
決
し
て
方
便
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
光
尊
宿
や
夢
窓
の
よ
う
な
教
綱
・

方
便
を
優
先
し
て
、
見
性
（
成
仏
）
を
後
回
し
に
す
る
師
匠
と
し
て
の
指
導
の
あ
り
方
で
は
、
達
磨
一
宗

―
即
ち
禅
宗
の
本
旨
が
滅
び

て
し
ま
う
と
大
燈
は
嘆
く
の
で
あ
る
。

三
、『
西
山
夜
話
』
に
見
る
夢
窓
の
立
場

本
項
で
は
、
大
燈
か
ら
「
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
批
判
さ
れ
た
夢
窓
が
、
そ
の
批
判
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
か
、『
西
山

夜
話
』
を
中
心
に
解
明
し
た
い
。『
西
山
夜
話
』
は
、
夢
窓
の
法
嗣
で
あ
る
春
屋
妙
葩
（
一
三
一
一
―
一
三
八
八
）
が
、
夢
窓
入
滅
後
の
文

和
二
年
（
一
三
五
三
）
頃
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
冒
頭
の
問
答
は
「
師
住
南
禅
寺
時
、元げ

ん

翁の
う

和
尚
謂
師
云
」
か
ら
始
ま
る
。『
夢

窓
国
師
語
録
（
南
禅
寺
語
録
）』
に
よ
れ
ば
、
夢
窓
が
南
禅
寺
に
入じ

ゅ

院え
ん

し
た
の
は
、「
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
八
月
二
十
九
日
入
院
」
と
記

（22） 
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さ
れ
て
い
る
か
ら
『
西
山
夜
話
』
は
、
そ
れ
以
降
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

『
西
山
夜
話
』
の
冒
頭
は
、
元
翁
本
元
（
一
二
八
二
―
一
三
三
二
）
が
、「
夢
窓
和
尚
は
何
故
二
十
余
年
動
止
が
定
ま
ら
な
い
の
か
」
と
の

問
い
に
、
夢
窓
が
「
私
は
東
に
去
り
西
に
留
ま
っ
て
も
、
大
円
覚
を
離
れ
な
い
」
と
答
え
る
と
い
う
内
容
の
対
談
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
れ

は
前
段
的
要
素
が
強
く
、
入
院
し
た
時
に
二
人
が
語
り
合
っ
た
短
い
会
話
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
夢
窓
と
「
或
る
僧
」
と
の
問
答
が
始
ま

る
。
こ
こ
で
夢
窓
と
問
答
す
る「
或
る
僧
」と
は
、海
岸
了
義（
生
没
不
詳
）の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、『
宸
記
』正
中
二
年（
一
三
二
五
）

十
月
十
日
条
に
大
燈
が
、「
門
弟
の
僧
了
義
を
差
し
禅
林
寺
に
遣
は
し
、
問
答
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
西
山
夜
話
』
に
問
答

が
登
場
す
る
時
期
と
一
致
す
る
こ
と
、
又
、
問
答
の
内
容
が
大
燈
の
夢
窓
に
対
す
る
批
判
に
解
答
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る

こ
と
か
ら
、『
西
山
夜
話
』
の
編
者
で
あ
る
春
屋
妙
葩
が
冒
頭
で
、
印
象
深
い
夢
窓
と
海
岸
了
義
の
問
答
を
記
録
し
た
可
能
性
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
以
下
、『
西
山
夜
話
』
の
問
答
を
分
析
す
る
。

僧
有
り
、師
に
謂
う
「
和
尚
は
臨
済
下
の
児
孫
な
る
に
、本
分
を
以
て
人
を
接
す
べ
き
を
常
に
経
典
を
講
ず
る
は
何
ぞ
や
」。
師
曰
く
、

「
夫
れ
善
知
識
、
須
ら
く
是
れ
解
行
相
応
し
て
始
め
て
得
し
。
縦
い
相
応
す
と
雖
も
、
若
し
時
機
を
得
ず
ん
ば
、
即
ち
世
に
益
な
し
。

余
は
羽
毛
も
未
だ
具
せ
ず
、
力
量
未
だ
充
た
ず
。
其
の
機
を
得
ず
、
其
の
時
に
逢
は
ず
、
寧
ぞ
我
を
怪
し
み
得
ん
や
。

或
る
僧
の
、
何
故
本
分
を
以
て
指
導
し
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
夢
窓
は
、
自
分
は
未
熟
で
力
量
が
な
く
、
そ
の
上
、
相
手
も
得

ず
、
そ
の
時
に
も
逢
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
私
を
何
故
、
咎
め
る
の
だ
ろ
う
か
と
言
う
。

今
時
、
己
眼
未
だ
明
ら
か
な
ら
ず
、
妙
用
も
未
だ
備
わ
ら
ず
、
只
識
情
を
以
て
、
古
人
の
標
格
を
学
得
し
て
、
一
挨
一
拶
、
転
轆
轆

地
に
し
て
、乃
ち
宗
風
を
挙
揚
す
と
謂
へ
り
。
看
来
れ
ば
只
是
れ
一
時
の
風
流
な
る
の
み
。
古
人
の
体
裁
を
学
ぶ
こ
と
は
則
ち
易
く
、

古
人
の
利
益
を
得
る
こ
と
は
則
ち
難
し
。
若
し
夫
れ
其
の
利
益
無
き
こ
と
を
顧
み
ず
し
て
、徒
ら
に
其
の
体
裁
を
得
る
を
誇
る
者
は
、

固
よ
り
吾
が
期
す
る
所
に
非
ず
。

今
時
は
実
力
も
無
い
の
に
、
古
人
の
体
裁
だ
け
を
真
似
て
、
宗
風
を
挙
揚
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
古
人
の
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
出
来

（26） 
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な
い
者
が
、
い
た
ず
ら
に
体
裁
を
誇
る
の
は
私
に
行
き
方
で
は
な
い
と
夢
窓
は
言
う
。

僧
云
く
「
若
し
爾
ら
ば
、
則
ち
和
尚
は
胡な

ん
す為

れ
ぞ
出
で
て
法ほ

つ
し
ゃ社

を
主

つ
か
さ
どり

、
録
を
談
じ
経
を
講
ず
る
や
」。
師
云
く
、「
悪
業
を
造
る
者

は
、
寧な

ん

ぞ
泥な

い

犁り

（
＝
地
獄
）
に
堕
せ
ん
が
為
な
ら
ん
。
而
る
に
泥
犁
に
堕
す
る
者
は
、
只
業
力
に
牽
る
る
故
に
爾
る
の
み
。
吾
は
未

だ
肯
て
長
老
の
名
を
求
め
ず
、
而
も
出
で
て
法
社
を
主
る
こ
と
は
、
只
前
生
の
片
善
に
駆
ら
る
故
の
み
」。

そ
れ
な
ら
何
故
、
和
尚
は
語
録
を
談
じ
、
経
典
を
講
義
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
悪
行
を
積
む
の
は
地
獄
に
堕
ち
た
い
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
。
地
獄
に
堕
ち
る
の
は
前
世
の
業
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
前
世
の
片
善
に
牽
か
れ
る
か
ら
で
、
長
老
の
名
を
求
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
答
え
た
。

且
く
行
く
に
因
っ
て
臂
を
掉
は
ん
こ
と
を
要
す
。
是
を
以
て
経
を
講
じ
録
を
談
じ
て
未
だ
因
果
を
知
ら
ざ
る
者
を
し
て
、
昇
沈
有
る

こ
と
を
知
ら
し
め
、
或
は
未
だ
大
乗
を
解
せ
ざ
る
者
を
し
て
、
玄
譚
有
る
こ
と
を
解
せ
し
め
、
或
は
未
だ
祖
宗
を
信
ぜ
ざ
る
者
を
し

て
、
此
の
事
有
る
こ
と
を
信
ぜ
し
め
る
の
み
。

私
の
行
動
は
、
歩
む
に
従
っ
て
自
然
に
腕
を
振
る
よ
う
な
も
の
だ
。
経
典
を
講
義
し
、
語
録
を
談
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
だ
因
果
を
知

ら
な
い
人
に
、
因
果
を
知
ら
し
め
、
未
だ
大
乗
を
知
ら
な
い
人
に
、
深
い
真
理
を
理
解
せ
し
め
、
或
は
未
だ
禅
宗
が
信
じ
ら
れ
な
い
人
に
、

こ
の
一
大
事
が
有
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
だ
。
た
だ
仏
祖
の
教
え
を
語
り
、
衆
縁
を
結
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
と
夢
窓
は
言
う
。

僧
云
く
、「
今
時
、
僧
俗
、
亦
禅
を
信
じ
る
も
の
多
し
、
何
ぞ
其
の
機
を
得
ず
と
言
う
や
」。
師
曰
く
、「
世
に
禅
機
無
し
と
は
道
は
ず
、

只
吾
と
針し

ん

芥け

相あ
い

投と
う

ず
る
の
機
な
き
の
み
」。
僧
曰
く
、「
鈍
根
の
人
は
、
縦
い
悟
ら
ず
と
雖
も
、
直
に
本
分
を
以
て
之
を
接
せ
ば
、
則

ち
結
縁
の
分
も
亦
以
て
深
か
る
べ
し
。
何
の
故
ぞ
之
を
弃す

つ
る
や
」。
師
曰
く
、「
道
う
こ
と
を
見
ず
や
、
千せ

ん
き
ん鈞

の
弩ど

は
、
鼷け

い

鼠そ

の
為

に
機
を
発
せ
ず
と
。
如
来
出
世
し
て
、
閑か

ん

言ご
ん

長ち
ょ
う

語ご

、
海
蔵
に
満
つ
。
何
ぞ
直
指
せ
ざ
る
や
。
你
宜
し
く
之
を
思
ふ
べ
し
。
円
悟
禅

師
の
曰
く
「
先
ず
其
の
偏
墜
す
る
所
を
奪
っ
て
、然
後
め
て
示
す
に
本
分
の
鉗け

ん

鎚つ
い

を
以
て
す
」
と
。
大
慧
禅
師
の
曰
く
「
宗
師
は
須
ら

く
衆
生
の
機
に
備
へ
て
法
を
説
く
ベ
し
、
撃
石
火
・
閃
電
光
の
一い

ち

著じ
ゃ
く

子す

の
如
き
は
、
是
れ
這
般
の
根
器
に
し
て
、
方は

じ

め
て
承
当
し

（29） 
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得
ん
。
根
器
の
不
是
の
処
に
之
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
苗
を
揠ぬ

く
な
り
」
と
。

或
る
僧
の
禅
を
信
じ
る
相
手
が
い
な
い
訳
で
は
な
い
は
ず
だ
と
言
う
問
い
に
対
し
て
、自
分
と
希
有
に
契
合
す
る
相
手
が
い
な
い
だ
け
だ
。

千
鈞
の
大
弓
は
鼷
鼠
を
ね
ら
わ
ぬ
と
言
う
。
如
来
が
世
に
出
て
、
閑
言
長
語
は
海
蔵
に
満
ち
て
い
る
。
ど
う
し
て
直
指
し
な
か
っ
た
か
、

良
く
考
え
よ
と
言
い
、
円
悟
禅
師
も
大
慧
禅
師
も
、
相
手
に
合
わ
せ
、
人
々
の
力
量
に
応
じ
て
法
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る

と
夢
窓
は
答
え
た
の
で
あ
る
。

僧
云
く
、「
若
し
爾
ら
ば
則
ち
如
来
の
所
説
は
虚
語
な
る
や
」。
師
曰
く
「
是
く
の
如
き
の
所
問
、
皆
正
問
に
非
ず
。
故
に
我
が
前さ

き

に

答
ふ
る
所
も
亦
正
答
に
非
ず
。
只
だ
你
の
情
に
徇

し
た
が

っ
て
、
且
ら
く
泥で

い

団だ
ん

を
弄
せ
る
の
み
。

或
る
僧
の
挑
戦
的
な
質
問
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
質
問
は
正
常
で
は
な
い
。
だ
か
ら
私
の
答
え
も
正
常
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
情
見
・
学

解
に
徇
っ
て
泥
団
を
弄
す
る

―
つ
ま
り
煩
悩
妄
執
を
為
す
と
罵
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
厳
し
く
否
定
し
て
い
る
。夢
窓
は
続
け
て
大
慧
は
、

公
案
を
請
う
者
に
、
吾
が
示
す
公
案
は
『
円
覚
経
』
の
中
に
有
る
と
答
え
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
『
円
覚
経
』
だ
け
で
は
な
い
、
千

経
万
論
及
び
世
間
の
麤
言
細
語
に
至
る
ま
で
、
祖
師
の
公
案
、
如
来
の
所
説
に
非
ざ
る
こ
と
は
無
い
。
ど
う
し
て
虚
語
を
言
う
も
の
か
。

だ
か
ら
経
教
を
講
ず
る
か
ら
と
言
っ
て
、
吾
を
誹
謗
し
て
宗
師
の
体
裁
を
失
し
て
い
る
な
ど
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
答
え
た
。

古
人
云
く
、「
馬
祖
・
百
丈
以
前
は
、
多
く
理
致
を
示
し
、
少
し
く
機
関
を
示
す
。
馬
祖
・
百
丈
以
来
は
、
機
関
多
く
理
致
は
少
し
」

と
。
此
は
亦
何
の
謂
ぞ
や
。
上
古
の
知
識
は
眼
な
き
が
故
に
、
多
く
理
致
を
示
す
と
謂
は
ん
や
。
後
来
の
知
識
は
眼
無
き
が
故
に
、

先
輩
に
背
い
て
、
機
関
を
以
て
人
を
接
す
と
謂
は
ん
や
。
当
に
知
る
べ
し
祖
師
門
下
は
、
座
主
家
の
法
門
の
、
一
尺
は
終
に
一
尺
、

二
尺
は
終
に
二
尺
な
る
に
似
ざ
る
こ
と
を
。
只
是
れ
機
を
見
て
作
す
、
通
途
変
格
、
之
を
破
家
散
宅
と
謂
う
。
今
時
、
或
は
機
関
を

貴
び
、
或
は
理
致
を
崇
ぶ
は
、
並
に
是
れ
座
主
家
の
法
門
を
出
で
ず
。
世
尊
の
言
は
く
「
始
め
鹿
野
苑
従
り
終
り
跋
題
河
に
至
る
ま

で
、
未
だ
曾
て
一
字
を
説
か
ず
」
と
。
且
く
道
へ
是
れ
理
致
か
、
是
れ
機
関
か
。
若
し
此
を
薦
得
せ
ば
、
吾
を
讃
ず
る
こ
と
も
也
た

得
た
り
、
吾
を
毀
る
こ
と
も
也
得
た
り
。

（33） 
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理
致
と
は
、
理
論
的
道
筋
の
こ
と
で
あ
り
、
機
関
と
は
、
師
家
が
修
行
者
の
能
力
に
応
じ
て
悟
り
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
考
案
す
る
指
導
手

段
の
こ
と
を
い
う
。
同
じ
禅
宗
で
あ
っ
て
も
、
理
致
が
優
先
さ
れ
る
時
代
も
あ
り
、
機
関
が
優
先
さ
れ
る
時
代
も
有
っ
た
の
で
あ
る
。
祖

師
門
下
に
お
い
て
、
相
手
の
力
量
を
見
て
行
動
し
、
今
ま
で
囚
わ
れ
て
い
た
事
柄
を
一
切
捨
て
、
新
た
に
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
時
、
機
関
を
重
ん
じ
た
り
、
理
致
を
尊
重
し
た
り
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
教
学
の
法
門
を
出
て
い
な
い
。
世
尊
は
「
始
め
鹿
野
苑
従
り
、

終
り
跋
題
河
に
至
る
ま
で
、
未
だ
曾
て
一
字
を
説
か
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
ど
れ
が
理
致
で
、
ど
れ
が
機
関
か
、
正
し
く

理
解
で
き
れ
ば
、
私
を
讃
ず
る
こ
と
も
謗
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
、
と
夢
窓
は
言
っ
て
い
る
。
補
足
す
る
な
ら
、
理
致
と
機
関
に
つ

い
て
、『
夢
中
問
答
集
』
で
は
、「
も
し
本
分
を
論
ず
る
な
ら
、
理
致
・
機
関
と
い
う
説
き
方
は
な
い
。
し
か
し
方
便
に
よ
っ
て
宗
旨
を
挙

揚
す
る
時
、
理
論
を
も
っ
て
学
人
を
激
励
す
る
指
導
を
理
致
と
言
う
。
あ
る
い
は
棒
喝
を
行
じ
、
理
論
的
で
は
な
い
話
頭
を
示
す
指
導
を

機
関
と
い
う
。
ど
ち
ら
も
皆
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
で
あ
り
、
風
を
看
て
帆
を
使
う
手
段
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
な
お
、「
小
玉
を
呼
ぶ
手

段
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

以
上
が
「
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
批
判
に
対
す
る
夢
窓
の
答
で
あ
る
。
夢
窓
と
「
或
る
僧
」
の
問
答
は
こ
こ
で
終
わ
る
が
、
こ

の
問
答
に
よ
っ
て
大
燈
の
批
判
に
対
す
る
夢
窓
の
答
は
、
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
。

四
、
方
便
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
と
夢
窓
の
禅

方
便
と
は
、
仏
菩
薩
が
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
行
う
様
々
な
行
為
、
巧
み
な
は
か
り
ご
と
の
総
称
で
あ
り
、
衆
生
を
仏
と
同
じ
境
地

に
導
く
手
段
方
法
で
あ
る
。
大
燈
は
、
禅
宗
の
単
伝
心
印
の
宗
旨
は
教
家
の
格
を
遥
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
お
り
、
霊
山
会

上
に
於
け
る
世
尊
拈
花
に
よ
っ
て
、
釈
尊
よ
り
迦
葉
に
、「
正
法
眼
蔵
、
涅
槃
妙
心
、
実
相
無
相
、
微
妙
の
法
門
有
り
。
不
立
文
字
、
教

外
別
伝
、
摩
訶
迦
葉
に
付
嘱
す
」
と
以
心
伝
心
さ
れ
た
法
が
、
そ
れ
以
来
、
教
外
別
伝
し
て
心
か
ら
心
へ
伝
え
ら
れ
て
来
た
の
が
「
直
指

（37） 
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人
心
、
見
性
成
仏
」
と
い
う
禅
の
宗
旨
で
あ
る
と
す
る
。
見
性
第
一
と
す
る
大
燈
は
、
真
実
は
不
可
説
で
あ
り
、
無
上
の
悟
り
は
、
釈
尊

の
教
え
を
継
承
す
る
正
し
い
宗
師
に
よ
る
以
心
伝
心
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
と
し
、
宗
師
に
よ
っ
て
言
説
で
説
か
れ
た
教
綱
は
仮
の
方
便

で
あ
る
と
し
て
、
真
実
の
教
え
と
権
仮
の
教
え
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
大
燈
は
、
師
と
し
て
弟
子
を
導
く
立
場
か
ら
、
権
と
実
を
区
別

し
て
方
便
を
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
の
夢
窓
も
同
じ
禅
宗
で
あ
る
か
ら
、「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
と
言
う
禅
の
宗
旨
の
立
場
に
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ

の
捉
え
方
に
相
違
が
有
る
と
い
え
る
。
夢
窓
は
『
夢
中
問
答
集
』
に
於
い
て
禅
宗
五
家
に
宗
風
が
別
れ
た
の
は
、
様
々
な
法
が
あ
る
か
ら

五
家
に
分
れ
た
の
で
は
な
い
。
学
人
を
本
分
に
至
ら
し
め
る
手
段
が
変
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
小

し
ょ
う
え
ん艶

詩
を
引
用
し
て
次
の
よ

う
に
言
う
。

五
家
ノ
宗
風
モ
亦
、
カ
ク
ノ
如
シ
。
皆
是
小
玉
ヲ
ヨ
ブ
手
段
ナ
リ
。
其
言
句
体
裁
ノ
、
カ
ハ
レ
ル
ニ
ツ
イ
テ
、
勝
劣
得
失
ヲ
批
判
ス

ル
ハ
、
宗
師
ノ
本
意
ヲ
知
ラ
サ
ル
人
ナ
リ
。

禅
宗
五
家
の
宗
風
を
方
便
で
あ
る
と
す
る
夢
窓
は
、
様
々
な
宗
派
の
言
句
も
、
如
来
一
代
の
説
法
も
、
す
べ
て
方
便
で
あ
り
、
如
来
の
法

に
定
相
は
無
い
。
仏
法
の
悟
り
に
到
れ
ば
、
教
法
も
禅
法
も
、
さ
ら
に
世
法
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
は
仏
智
に
至
る
方
法
手
段
で
あ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
夢
窓
は
、「
咬
み
来
た
り
噛
み
さ
ら
ば
、
必
ず
咬
み
破
る
時
分
あ
る
べ
し
」
と
公
案
を
鉄
饅
頭
に
喩
え
る
が
、
そ
の
咬
み

砕
く
べ
き
公
案
も
含
め
て
、
す
べ
て
は
小

し
ょ
う
ぎ
ょ
く

玉
を
呼
ぶ
手
段
だ
と
い
う
。
こ
の
「
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
」
は
、
五ご

祖そ

法ほ
う

演え
ん

が
「
頻し

き

り
に
小
玉
を

呼
ぶ
も
元も

と

よ
り
無
事
、
只た

だ

檀だ
ん

郎ろ
う

に
声
を
認
得
す
る
を
要
す
る
の
み
」（
さ
か
ん
に
侍
女
の
小
玉
を
呼
ぶ
が
、
と
く
に
用
事
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
、
た
だ
外
に
い
る
意
中
の
男
性
が
私
の
声
を
耳
に
し
て
こ
こ
に
い
る
の
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
だ
け
）
と
い
う
艶
詞
で
悟
っ
た
と
さ

れ
る
が
、『
夢
中
問
答
集
』
に
お
い
て
は
、「
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

小
艶
ノ
詩
云
、
一
段
ノ
風
光
画
ト
モ
成
セ
ズ
、
洞
房
深
処
ニ
愁
情
ヲ
ノ
フ
。
頻
ニ
小
玉
ヲ
ヨ
フ
。
元
ヨ
リ
事
ナ
シ
。
タ
タ
檀
郎
カ
声

ヲ
認
得
セ
ム
コ
ト
ヲ
要
ス
。
此
ノ
詩
ノ
意
ニ
ヨ
セ
テ
、
大
概
ヲ
知
ヘ
シ
ト
云
々
。
此
詩
ハ
是
レ
女
人
ノ
作
ナ
リ
、
檀
郎
ト
ハ
此
女
人

（38） 

（39） 

（40） 

43　『禪學研究』第101號，2023年3月



ノ
忍
テ
申
シ
カ
ヨ
ハ
セ
ル
男
ナ
リ
。
有
時
、
彼
男
此
女
人
ノ
ス
ミ
ケ
ル
洞
房
ノ
辺
来
テ
遊
ヒ
ケ
リ
。
此
時
女
人
、
我
ハ
此
洞
房
ノ
内

ニ
有
ト
知
セ
タ
ク
思
ヘ
ト
モ
、
外
聞
モ
ツ
ツ
マ
シ
ク
覚
ユ
ル
程
ニ
、
メ
シ
ツ
カ
フ
小
玉
ヲ
、
頻
ニ
ヨ
ヒ
テ
、
障
子
ア
ケ
ヨ
、
簾
オ
ロ

セ
ナ
ム
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
其
意
ス
ヘ
テ
カ
ヤ
ウ
ノ
用
事
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
只
偏
ニ
彼
男
ノ
此
声
ヲ
聞
ツ
ケ
テ
、
此
女
房
ハ
此
内
ニ
有
リ
ケ

リ
ト
、
知
ム
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
」。

つ
ま
り
、「
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
」
で
あ
る
艶
詞
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
方
便
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
夢
中
問
答
集
』
に
お
い
て
、
足
利
直
義
の
「
如
来
の
説
法
に
は
、
仏
の
機
に
随
っ
て
示
し
給
う
方
便
で
説
か
れ
る
随
他
意
語

の
説
法
と
、
仏
の
本
意
を
説
き
給
う
随
自
意
語
の
説
法
が
あ
る
。
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
と
は
随
他
意
語
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

如
来
ノ
説
法
ニ
ツ
イ
テ
、
是
ハ
随
他
意
、
是
ハ
随
自
意
ト
決
定
シ
テ
談
ズ
ル
ハ
、
教
門
ノ
施
設
ナ
リ
。
禅
門
ノ
宗
師
ノ
仏
説
ヲ
挙
揚

ス
ル
時
、
或
ハ
是
ヲ
随
他
意
語
ト
示
シ
、
或
ハ
是
ヲ
随
自
意
語
ト
イ
フ
。
皆
是
小
玉
ヲ
ヨ
フ
手
段
ナ
リ
。
決
定
ノ
説
ニ
ア
ラ
ズ
。
然

レ
バ
則
チ
、
今
日
、
随
自
意
語
ト
イ
ヘ
ル
仏
説
ヲ
、
明
日
ハ
随
他
意
語
ト
イ
フ
コ
ト
モ
ア
ル
ベ
シ
。

如
来
の
説
法
は
、
随
自
意
語
・
随
他
意
語
共
に
、
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
で
あ
る
と
す
る
夢
窓
は
、「
明
眼
の
宗
師
に
は
、
特
に
定
ま
っ
た
法

の
説
き
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
機
縁
に
応
じ
て
説
く
の
で
あ
る
。
禅
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
時
、
孔
孟
老
荘
の
言
葉
を
使
っ
て
答
え
る

こ
と
も
あ
り
、
教
家
の
教
義
や
、
世
俗
の
諺
で
答
え
る
こ
と
も
あ
り
、
目
前
の
境
界
を
示
す
こ
と
も
あ
る
。
棒
を
行
じ
、
喝
を
下
し
、
指

を
挙
げ
、
拳
を
捧
げ
る
。
す
べ
て
宗
師
の
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
。
夢
窓
に
と
っ
て
は
、
本
分
の
田
地
に
導
く
す
べ
て
の
手
段
は
方
便
な

の
で
あ
る
。

又
、『
夢
中
問
答
集
』
に
、
真
実
の
法
理
に
は
、
大
小
権
実
の
差
別
は
本
来
無
い
と
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

真
実
ノ
法
理
ニ
ハ
、
大
小
権
実
ノ
差
別
ナ
シ
。
然
レ
ド
モ
、
学
者
ノ
智
慧
ニ
浅
深
ア
ル
カ
故
ニ
、
所
解
ノ
法
門
ニ
モ
亦
、
差
別
ア
リ
。

『
法
花
経
』
云
、
如
来
ノ
説
法
ハ
、
一
相
一
味
ナ
レ
ド
モ
、
衆
生
ノ
性
欲
コ
ト
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
、
解
ス
ル
所
ノ
法
門
、
各
々
差
別
セ

（41） 
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リ
。

真
実
の
仏
教
法
理
に
は
、
大
乗
・
小
乗
、
権
教
・
実
教
の
差
別
が
な
い
こ
と
を
、『
妙
法
蓮
華
経
』
卷
三
「
薬
草
喩
品
第
五
」
を
引
用
し
て
、

「
如
来
の
説
法
は
一
相
一
味
で
あ
る
が
、
衆
生
の
素
質
や
性
格
に
合
わ
せ
て
説
法
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
雨
が
降
る
時
、
諸
々
の
草
木
は
、

そ
の
根
茎
枝
葉
の
大
小
に
よ
っ
て
、
潤
い
を
受
け
る
の
に
相
違
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
夢
窓
が
、
自
ら

も
未
だ
修
行
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
権
と
実
は
同
体
で
あ
る
と
い
う
方
便
に
対
す
る
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
二
人
の
方
便
に
対
す
る
捉
え
方
の
相
違
に
よ
っ
て
、
禅
風
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
夢
窓
の
禅
風
の
根
底
に
は
、
輪
廻
転
生
と
因
果
応
報
に
基
づ
く
人
間
観
が
強
く
存
在
し
、
現
世
に
生
き
て
い
る
人
間
の
姿
は

過
去
世
の
延
長
線
上
に
あ
る
か
ら
、
現
世
を
生
き
る
衆
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
宿
薫
や
宿
習
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
と
捉
え
る
。
故
に
弟

子
に
対
し
て
も
多
様
な
機
根
を
認
め
、
機
根
に
合
う
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は
『
三
会
院
遺
誡
』
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
「
我
に
三
等
の
弟
子
あ
り
」
と
多
様
な
弟
子
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
顕
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
に
三
等
の
弟
子
有
り
。
所
謂
る
猛
烈
に
諸
縁
を
放
下
し
、
専
一
に
窮
明
す
る
は
、
是
れ
上
等
と
為
す
。
修
行
純
な
ら
ず
し
て
駁ば

く

雑ざ
つ

と
学
を
好
む
は
、
之
れ
中
等
と
謂
う
。
自
ら
己
霊
の
光
輝
を
昧
ま
し
て
、
仏
祖
の
涎
唾
を
嗜た

し
なむ

る
の
み
な
る
は
、
此
れ
を
下
等
と
名

づ
く
。

夢
窓
は
、
猛
烈
に
諸
縁
を
放
下
し
て
専
ら
己
事
究
明
す
る
者
を
上
等
と
し
、
修
行
が
純
一
で
な
く
雑
駁
な
学
問
を
好
む
者
を
中
等
と
し
、

た
だ
仏
祖
の
残
さ
れ
た
言
句
を
嗜
む
の
み
の
者
を
下
等
の
弟
子
と
名
付
け
る
と
言
う
。

『
夢
中
問
答
集
』
を
刊
行
す
る
時
に
は
、足
利
直
義
が
在
家
の
女に

ょ

性し
ょ
うな

ど
、道
を
志
す
者
に
見
せ
た
い
と
刊
行
を
申
し
出
る
が
、夢
窓
は
、

「
禅
門
は
教
家
の
よ
う
に
書
い
た
も
の
を
展
転
し
て
人
に
授
け
は
し
な
い
。機
に
対
し
て
覿て

き
め
ん
て
い
じ

面
提
持
す
る
の
で
あ
る
」と
刊
行
を
躊
躇
す
る
。

し
か
し
記
し
た
も
の
が
無
い
な
ら
誘
引
の
道
が
途
絶
え
る
。
古
人
の
多
く
は
内
外
典
を
学
ん
だ
後
に
禅
門
に
入
っ
た
が
、
末
代
の
禅
宗
を

信
じ
る
人
の
中
に
は
、
未
だ
因
果
の
道
理
も
わ
き
ま
え
ず
、
真
妄
の
差
別
も
知
ら
な
い
人
も
い
る
。
学
人
の
中
に
は
外
道
二
乗
の
見
解
を

（44） 
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得
法
と
思
っ
た
り
、
教
家
の
説
く
処
を
解
了
し
て
、
そ
れ
が
禅
の
宗
旨
で
あ
る
と
思
う
者
も
い
る
。
自
分
が
平
素
か
ら
経
論
を
講
義
す
る

の
は
、
こ
れ
等
の
人
々
を
救
う
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
刊
行
の
意
義
は
あ
る
と
『
夢
中
問
答
集
』
の
刊
行
を
許
可
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
か
ら
す
で
に
数
多
く
の
徒
弟
が
集
ま
っ
て
い
た
夢
窓
の
禅
風
を
考
え
る
時
、
当
時
の
在
家
庶
民
の
生
き
に
く
い
厳
し
い
時
代
に
於

い
て
、
縁
有
る
人
々
に
仏
の
教
え
を
伝
え
て
救
済
す
る
活
動
を
、
禅
僧
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
、
自
然
な
形
で
行
っ
て
い
た
に

相
違
な
い
の
で
あ
る
。ま

と
め

夢
窓
は
、
自
ら
の
禅
者
と
し
て
の
姿
勢
に
「
未
だ
教
綱
を
出
で
ず
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
夢
窓
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
宿
薫
が
違
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
様
に
禅
の
宗
旨
で
あ
る
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」」
の
教
え
を
、

古
人
が
示
し
た
体
裁
だ
け
整
え
て
指
導
す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
人
と
時
代
の
状
況
に
合
わ
せ

て
、多
く
の
人
々
に
仏
の
教
え
を
伝
え
、現
実
の
困
難
を
極
め
る
時
代
に
生
き
る
人
々
を
救
い
た
い
と
考
え
、夢
窓
が
自
ら
語
る
様
に
「
歩

け
ば
自
然
に
腕
を
振
る
」
よ
う
に
行
動
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

春
屋
妙
葩
は
『
夢
窓
国
師
語
録
』
に
そ
の
人
格
を
次
の
よ
う
に
著
し
て
い
る
。「
そ
の
人
と
な
り
は
、面
目
巖
凛
で
あ
る
が
柔
順
温
和
で
、

慈
雲
法
雨
が
流
れ
澍そ

そ
いで

、
人
を
感
じ
せ
し
め
る
こ
と
は
深
か
っ
た
。
衆
に
臨
む
時
は
厳
か
で
あ
り
、
謙
譲
の
心
が
在
る
か
ら
、
争
わ
ず
、

家
風
は
清
涼
で
華
燭
を
憎
む
。
教
え
導
く
時
は
率
先
垂
範
し
、
人
を
煩わ

ず
らわ

せ
ず
。
従
っ
て
人
々
は
愈
々
畏
敬
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
も
し

非
が
有
れ
ば
改
め
謝
り
、
旧
規
に
捉
わ
れ
ず
、
一
切
の
勤
め
片
寄
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
た
び
事
が
発
こ
れ
ば
、
常
人
で
は
考

え
ら
れ
な
い
縦
横
無
尽
の
手
段
を
講
じ
て
乗
り
切
る
。
参
学
の
徒
は
常
に
千
人
を
下
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
弟
子
の
筆
で
師
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を
高
め
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
あ
る
程
度
割
り
引
い
て
も
、夢
窓
の
人
格
を
想
像
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
あ
る
。

夢
窓
に
よ
れ
は
、
様
々
な
仏
説
や
宗
派
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
根
本
は
「
本
分
の
事
と
言
え
る
は
、
何
の
事
ぞ
や
。
凡
に
あ
り
て
も
減

ぜ
ず
、
聖
に
あ
り
て
も
増
ぜ
ず
、
人
々
具
足
し
、
箇
々
円
成
す
る
と
い
え
り
」
と
説
い
て
お
り
、
そ
の
本
源
で
あ
る
「
本
分
の
田
地
」
を

究
め
る
こ
と
が
大
乗
修
行
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
故
に
諸
宗
を
広
く
受
け
入
れ
る
仏
教
思
想
を
持
っ
て
お
り
、
末
世
の
時
に
諸
宗
が
互
い

に
謗
り
合
っ
て
い
て
は
「
我
が
仏
法
を
破
滅
す
べ
し
」
と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
禅
宗
は
、
貴
族
・
武
家
を
檀だ

ん

越の
つ

と
す
る
出
家
中
心
の
宗
教
で
あ
っ
た
が
、
夢
窓
は
自
ら
も
未
だ
修
行
者
の
禅
僧
で
あ
る
と
い
う

立
場
に
於
い
て
、
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
々
の
救
済
を
目
指
す
現
実
的
な
禅
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

夢
窓
が
こ
の
よ
う
な
禅
思
想
に
至
っ
た
背
景
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
筆
者
に
と
っ
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
注
記
】

（　

） 「
今
日
謁
宗
峰
上
人
。
禅
林
寺
長
老
之
参
内
裏
、
御
問
答

之
体
語
之
。
日
来
有
道
者
之
聞
。
仍
所
被
召
也
。
而
如
此

問
答
者
、都
未
出
教
綱
。達
磨
一
宗
掃
地
而
尽
。可
悲
々
々
、

此
趣
密
々
所
語
也
。
此
仁
已
為
関
東
帰
依
之
僧
。
仍
不
可

事
等
隠
密
之
由
、有
時
宜
歟
。
仍
此
上
人
口
外
之
由
示
之
。

予
倩
思
之
、
当
今
有
仏
法
興
隆
之
叡
慮
之
由
風
聞
。
而
依

東
方
之
形
勢
、
還
被
隠
密
如
何
々
々
。
以
此
仁
被
用
宗
門

之
長
老
者
、
即
是
滅
胡
種
族
。
不
可
不
悲
歟
」（
村
田
正

志
校
訂
『
史
料
纂
集　

花
園
天
皇
宸
記
』
第
三
、
一
九
八

六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
四
四
頁
）。

（　

） 

平
田
高
士
「
夢
窓
」（『
新
装
版
講
座
禅
』
第
四
巻
、
一
九

七
四
年
、
筑
摩
書
房
、
二
三
三
―
二
四
八
頁
）。

（　

） 

玉
村
竹
二
『
夢
窓
国
師
―
中
世
禅
林
主
流
の
系
譜
―
』
一

九
七
七
年
、
平
楽
寺
書
店
、
一
三
一
頁
。

（　

） 

船
岡
誠「
日
本
禅
宗
史
に
お
け
る
夢
窓
疎
石
の
位
置
」（『
論

集
日
本
仏
教
史
』
第
五
巻
、
一
九
八
六
年
、
雄
山
閣
出
版
、

一
〇
四
―
一
〇
五
頁
）。

（　

） 

末
木
文
美
士
「『
夢
中
問
答
』
に
み
る
夢
窓
疎
石
の
思
想
」

（『
木
村
清
孝
博
士
還
暦
記
念
論
集
』、
二
〇
〇
二
年
、
春

秋
社
、
三
一
三
頁
）。

（　

） 

オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ド
・
メ
ル
ク
ー
リ
「
夢
窓
疎
石
と
宗
峰
妙
超

（49） 

（50） 
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の
方
便
思
想
の
比
較
―
『
西
山
夜
話
』
と
『
祥
雲
夜
話
』

を
中
心
に
―
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
号
、
禅

文
化
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
、
二
八
七
―
三
一
三
頁
）。

（　

） 『
首
楞
厳
経
』
巻
九
に
五
十
の
魔
境
を
説
い
て
い
る
。
渡

邊
幸
江
「
禅
病
―
『
首
楞
厳
経
』
に
見
る
五
蘊
―
」（『
駒

澤
大
学
仏
教
學
部
論
集
』
第
四
十
三
号
、
二
〇
一
二
年
、

三
六
二
―
三
五
七
頁
）
を
参
照
。

（　

） 「
老
宿
又
毎
示
学
者
、
以
玄
沙
宗
綱
・
智
覚
垂
誡
、
教
人

護
止
持
作
犯
。
又
専
挙
首
楞
厳
経
心
外
有
魔
之
説
為
宗
、

未
曽
直
視
見
性
一
路
」（
奥
田
正
造
編
『
興
禅
大
燈
国
師
年

譜
』
一
九
三
三
年
、
森
江
書
店
、
四
〇
頁
。
以
下
『
興
禅

大
燈
国
師
年
譜
』
○
○
頁
と
略
記
）。

（　

） 「
宗
綱
垂
誡
等
、
是
先
聖
一
期
方
便
也
。
以
者
般
方
便
説

為
先
、
以
直
指
見
性
要
道
為
後
。
非
唯
達
磨
一
宗
掃
地
而

尽
、
聖
教
亦
可
喪
却
焉
。
吾
不
道
一
向
掃
蕩
経
論
垂
誡
。

但
用
其
可
用
者
、
終
不
依
他
教
意
也
、
所
謂
教
内
教
外
、

南
頓
北
漸
、
取
相
斥
相
、
於
此
別
矣
」（『
興
禅
大
燈
国
師

年
譜
』
四
二
頁
）。

（　

） 

前
出
の
『
史
料
纂
集　

花
園
天
皇
宸
記
』
第
三
に
よ
れ
ば
、

大
燈
は
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
ま
で
の
三
年
間
に
十

九
回
の
参
内
法
談
を
し
て
い
る
が
、そ
の
う
ち
三
回
は『
碧

巌
録
』
を
談
じ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
残
り
の
十
六
回
は

具
体
的
な
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
又
、
月
林
道
皎
の

参
内
法
談
に
も
一
度
、「『
碧
巌
録
』
第
一
を
読
む
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
花
園
上
皇
は
『
碧
巌
録
』
に
強
い
興
味
を

示
さ
れ
て
お
り
、
法
談
の
中
心
は
『
碧
巌
録
』
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（　

） 『
仏
果
円
悟
禅
師
碧
巖
錄
』
巻
二
「
雪
竇
見
得
透
、
所
以

劈
頭
便
道
、
金
烏
急
玉
兎
速
。
与
洞
山
答
麻
三
斤
、
更
無

両
般
。
日
出
月
没
、
日
日
如
是
。
人
多
情
解
、
只
管
道
、

金
烏
是
左
眼
、
玉
兎
是
右
眼
。
纔
問
着
、
便
瞠
眼
云
、
在

這
裏
。
有
什
麽
交
渉
。
若
恁
麼
会
、達
磨
一
宗
地
掃
而
尽
」

（
大
正
蔵
第
四
八
冊
、
一
五
三
頁
、
上
十
八
―
二
二
）。

（　

） 「
雪
竇
に
は
こ
の
公
案
の
肝
心
な
と
こ
ろ
が
よ
く
分
か
っ

て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
〈
金
烏
急
に
、
玉
兎
速
や
か

な
り
〉
と
う
た
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、こ
の
一
句
は
、

洞
山
が
〈
麻
三
斤
〉
と
答
え
た
の
と
ま
っ
た
く
一
つ
の
も

の
で
あ
る
。
日
は
朝
々
東
に
出
て
、月
は
夜
々
西
に
沈
む
。

あ
た
り
ま
え
だ
。
な
ぜ
日
は
東
か
ら
出
て
、
月
は
西
に
沈

む
の
か
な
ぞ
と
分
別
詮
索
す
る
こ
と
は
な
い
」（
山
田
無

文
「
碧
巌
録
一
」『
無
文
全
集
』
第
一
巻
、禅
文
化
研
究
所
、

四
〇
五
頁
）。

（　

） 

芳
澤
勝
弘
「
麻
三
斤
・
再
考
」（『
季
刊　

禅
文
化
』
第
一

六
〇
号
、
一
九
九
六
年
、
一
三
四
―
一
四
六
頁
）
は
、
麻

三
斤
と
い
う
言
句
に
つ
い
て
、
入
矢
義
高
『
自
己
と
超
越

―
―
禅
・
人
・
こ
と
ば
』（
一
九
八
六
年
、
岩
波
文
庫
）
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の
「
洞
山
〈
麻
三
斤
〉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
〈
一
着
分

の
衣
の
で
き
る
材
料
は
ち
ゃ
ん
と
揃
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

仏
の
た
め
に
用
意
し
て
あ
る
の
だ
。
さ
あ
、
そ
れ
を
衣
に

仕
立
て
て
仏
に
着
せ
て
や
れ
る
の
は
誰
か
。
も
し
そ
れ
が

で
き
た
ら
、
そ
の
人
は
〈
仏
と
同
参
〉
な
の
だ
」
と
い
う

言
葉
を
引
用
し
て
、「
そ
う
い
う
理
解
で
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。
芳
澤
に
よ
れ
ば
、
洞
山

の
禅
（
言
葉
）
は
、
そ
の
よ
う
な
暗
喩
や
謎
か
け
と
は
関

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
洞
山
が
「
語
中
無
語
」
底
の
活

句
を
露
出
し
た
ま
ま
で
あ
る
た
め
に
『
碧
巌
録
』
に
収
め

ら
れ
、無
門
は
『
無
門
関
』
に
入
れ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

芳
澤
は
「
麻
三
斤
」
と
は
ど
う
い
う
苦
で
あ
る
か
に
つ
い

て
、
伝
統
の
立
場
に
あ
る
人
の
表
明
の
ほ
う
を
よ
り
親
し

く
感
ず
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
山
田
無
文
の
「
そ
れ
は

洞
山
の
真
実
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
た
直
接
の
言
葉
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ほ
ど
親
切
な
も
の
は
な
い
が
、
そ
の
言
葉
よ
り

更
に
直
接
な
の
は
、
洞
山
を
し
て
そ
う
言
わ
し
め
た
意
、

こ
こ
ろ
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
麻
三
斤
と
は
単
な

る
物
質
で
は
な
く
し
て
、
洞
山
の
意
そ
の
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。
筆
者
は
芳
澤
勝
弘
氏
の

説
に
賛
同
す
る
。

（　

） 『
仏
果
円
悟
禅
師
碧
巖
錄
》
巻
二
「
遂
上
堂
云
、〈
言
無
展

事
、
語
不
投
機
。
承
言
者
喪
、
滯
句
者
迷
〉。」(

大
正
蔵

第
四
八
冊
、
一
五
三
頁
、
中
二
三
―
二
四)

。

（　

） 『
碧
巌
録
』
第
十
二
則
「
洞
山
麻
三
斤
」
の
解
釈
は
、
加

藤
咄
堂
『
碧
巌
録
大
講
座
三
巻
』
一
九
三
九
年
、平
凡
社
、

一
九
八
―
二
二
六
頁
を
部
分
的
に
引
用
。

（　

） 「
公
示
学
者
、
以
這
般
事
為
先
、
見
性
一
路
為
後
―
―
以

這
般
鄭
重
教
誡
、
学
者
猶
走
在
声
色
裏
去
、
飲
酒
、
食
肉
、

貪
婬
、
殺
生
、
豈
可
欠
此
教
誡
―
―
所
以
学
者
堕
有
無
二

見
。
若
専
以
本
来
不
声
色
底
相
接
、則
学
者
不
堕
此
二
見
」

（『
興
禅
大
燈
国
師
年
譜
』
四
三
頁
）。

（　

） 「
公
不
直
指
見
性
一
路
、
卻
以
取
相
持
犯
、
楞
厳
魔
境
等
、

愈
益
惑
乱
初
機
、
桎
梏
後
学
」（『
興
禅
大
燈
国
師
年
譜
』

四
四
頁
）。

（　

） 「
雖
然
法
無
定
相
。
只
随
随
処
救
之
、
見
兎
放
鷹
、
各
応

其
機
。
堕
声
色
者
、
我
如
此
相
教
誡
、
若
夫
不
堕
声
色
、

何
用
説
這
般
事
」（『
興
禅
大
燈
国
師
年
譜
』
四
四
頁
）。

（　

） 「
師
曰
、
公
之
所
説
、
亦
是
教
家
談
也
。
世
尊
或
説
有
或

説
無
、
豈
是
箸
有
無
、
而
説
者
乎
。
然
吾
単
伝
心
印
之
旨
、

迥
出
者
般
格
。
若
実
不
見
性
、争
信
得
我
言
。
―
公
不
見
、

如
六
祖
与
神
秀
、
所
見
迥
異
。
秀
云
、
時
時
勤
払
拭
、
莫

教
惹
塵
埃
。
祖
云
、
本
来
無
一
物
、
何
処
惹
塵
埃
。
南
頓

北
漸
、
於
此
乎
分
。
今
公
縦
令
道
得
、
也
不
出
神
秀
窠
窟
、

吾
曹
渓
門
下
、
始
無
如
此
事
」（『
興
禅
大
燈
国
師
年
譜
』

四
六
頁
）。
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（　

） 

祖
師
禅
と
如
来
禅
に
つ
い
て
大
燈
は
『
大
徳
寺
語
録
』
で

次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。「
仰
山
、
香
厳
に
謂
い
て
云
く
、

「
如
来
禅
は
師
兄
の
会
す
る
こ
と
を
許
す
、
祖
師
禅
は
未

だ
夢
に
だ
も
見
ず
と
。
未
審
し
、
意
は
那
裏
に
か
在
る
」。

師
云
く
、「
蠅
、
何
ぞ
血
を
見
ん
」。
進
ん
で
云
く
、「
如

何
な
る
か
是
れ
祖
師
禅
」。
師
云
く
、「
鉄
輪
、石
を
砕
く
」。

進
ん
で
云
く
、「
如
来
禅
と
祖
師
禅
と
相
去
る
こ
と
多
少

ぞ
」。
師
云
く
、「
湘
の
南
、
潭
の
北
」〔
仰
山
謂
香
厳
云
、

「
如
来
禅
許
師
兄
会
、
祖
師
禅
未
夢
見
在
。
未
審
意
在
那

裏
」。
師
云
、「
蠅
何
見
血
」。
進
云
、「
如
何
是
如
来
禅
」。

師
云
、「
静
処
娑
婆
訶
」。
進
云
、「
如
何
是
祖
師
禅
」。
師

云
、「
鉄
輪
砕
石
」。
進
云
、「
如
来
禅
与
祖
師
禅
去
多
少
」。

師
云
。「
湘
之
南
。
潭
之
北
」〕（「
開
山
録
（
龍
宝
開
山
特

賜
興
禅
高
照
正
燈
国
師
語
録
）」『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』

第
一
巻
、
一
九
八
九
年
、
法
蔵
館
、
五
四
頁
）。
ま
た
、『
景

德
伝
灯
録
』
巻
十
一
・
仰
山
慧
寂
禪
師
章
に
は
次
の
様
に

記
さ
れ
て
い
る
。「
師
、
香
厳
に
問
う
、「
師
弟
、
近
日
の

見
処
如
何
」。
厳
曰
く
、「
某
甲
、
卒
に
説
き
得
ず
」。
乃

ち
偈
有
り
て
曰
く
、「
去
年
の
貧
は
未
だ
是
れ
貧
な
ら
ず
、

今
年
の
貧
始
め
て
是
れ
貧
な
り
。
去
年
錐
を
卓
つ
る
の
地

無
く
、
今
年
、
錐
も
也
た
無
し
」。
師
曰
く
、「
汝
只
だ
如

来
禅
を
得
た
る
の
み
に
し
て
、
未
だ
祖
師
禅
を
得
ず
」。

玄
覚
云
く
、「
且
く
道
え
、
如
来
禅
と
祖
師
禅
を
分
つ
や
、

分
か
た
ず
や
」。
長
慶
稜
云
く
、「
一
時
に
坐
却
せ
よ
」」〔
師

問
香
厳
、「
師
弟
近
日
見
処
如
何
」。
厳
曰
、「
某
甲
卒
說

不
得
」。
乃
有
偈
曰
、「
去
年
貧
未
是
貧
、
今
年
貧
始
是
貧
。

去
年
無
卓
錐
之
地
、
今
年
錐
也
無
」。
師
曰
、「
汝
只
得
如

来
禅
、
未
得
祖
師
禅
」。
玄
覚
云
、「
且
道
、
如
来
禅
与
祖

師
禅
分
不
分
」。
長
慶
稜
云
、「
一
時
坐
却
」〕（
大
正
蔵
第

五
一
冊
、
二
六
三
頁
、
中
二
―
六
）。

（　

） 「
師
云
、
大
衆
、
世
尊
降
魔
不
無
、
只
是
用
如
来
禅
故
、

其
力
不
全
。
吾
衲
僧
家
、
用
祖
師
禅
降
伏
衆
魔
、
亦
作
麼

生
」（「
開
山
録
（
龍
宝
開
山
特
賜
興
禅
高
照
正
燈
国
師
語

録
）」『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
、
一
九
八
九
年
、

法
蔵
館
、
一
〇
四
頁
、
九
七
）。

（　

） 「
仏
を
以
て
仏
を
礼
す
る
事
な
か
れ
。
仏
は
経
も
読
ま
ず
、

戒
律
も
持
た
ず
、
又
戒
律
を
犯
さ
ず
、
善
悪
を
も
造
ら
ず
、

真
仏
に
逢
い
奉
ら
ん
と
欲
せ
ば
見
性
す
べ
し
、
若
し
見
性

せ
ず
ん
ば
、
念
仏
誦
経
し
て
戒
体
を
待
つ
と
も
閑
事
な
り

と
達
摩
大
師
は
説
き
給
う
な
り
。
見
性
せ
ざ
る
人
は
、
善

知
識
に
逢
い
奉
り
て
生
死
の
根
本
を
明
む
べ
し
。
見
性
せ

ず
ん
ば
、
縦
い
十
二
部
経
を
読
得
と
も
、
又
生
死
輪
廻
を

免
れ
ず
し
て
、
三
界
に
苦
を
受
く
べ
し
」（「
大
燈
国
師
仮

名
法
語
」『
禅
門
法
語
全
集
』
第
一
篇
、
一
八
九
五
年
、

貝
葉
書
院
、五
六
―
五
七
頁
）。
ま
た『
達
磨
大
師
血
脉
論
』

に
も
「
若
し
見
性
せ
ず
ん
ば
、
念
佛
・
誦
經
・
持
齋
・
持

20
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戒
も
亦
た
益
す
る
處
無
し
」〔
若
不
見
性
、
念
佛
・
誦
經
・

持
齋
・
持
戒
亦
無
益
處
〕(

卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
第
六

三
冊
、
二
頁
、
中
一
九
―
二
〇)

と
記
し
て
い
る
。

（　

） 
祖
師
禅
・
如
来
禅
に
は
様
々
な
定
義
や
見
解
が
あ
る
。
例

え
ば
『
江
湖
風
月
集
』（
蓬
州
西
厳
恵
和
尚
、一
五
、病
翁
）

に
は
、「
八
万
四
千
毛
竅
の
裡
、
如
来
禅
と
祖
師
禅
と
。

一
回
白
汗
、
倶
に
通
暢
、
口
を
忌
む
こ
と
更
に
須
ら
く
三

十
年
す
べ
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
「
如
来
禅
が

上
だ
の
、
祖
師
禅
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
だ
な
ど
と
い
う
の

は
、
ま
さ
に
仏
病
祖
病
に
他
な
ら
ぬ
」
と
の
注
が
付
さ
れ

て
い
る
（
芳
澤
勝
弘
『
江
湖
風
月
集
訳
注
』
二
〇
一
二
年
、

耕
文
社
、
三
六
頁
）。
少
な
く
と
も
本
論
文
で
は
、
大
燈

が
祖
師
禅
を
志
向
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
る
。

（　

） 「
我
亦
不
道
諸
経
不
説
心
説
性
、説
則
説
、只
是
迂
曲
方
便
、

而
非
吾
宗
直
指
也
」（『
興
禅
大
燈
国
師
年
譜
』
四
一
頁
）。

（　

） 「
夢
窓
正
覚
心
宗
普
済
国
師
住
山
城
州
瑞
龍
山
南
禅
禅
師

語
録　

侍
者　

本
元　

慧
逸　

等
編
、
正
中
二
年
（
一
三

二
五
）
八
月
二
十
九
日
入
院
」（
禅
文
化
研
究
所
「
南
禅

寺
語
録
」『
夢
窓
国
師
語
録
』
一
九
八
九
年
、
十
二
頁
、

以
下
『
夢
窓
国
師
語
録
』
○
○
頁
と
略
記
）。

（　

） 「
及
晩
謁
宗
峯
上
人
問
答
、
有
頃
退
出
、
禅
林
寺
長
老
仏

法
挙
揚
之
躰
語
之
、
差
門
弟
僧
了
義
遣
禅
林
寺
問
答
之
、

子
細
粗
語
之
、
子
細
不
能
記
」（『
史
料
纂
集　

花
園
天
皇

宸
記
』
第
三
、
一
四
六
頁
）。

（　

） 「
有
僧
謂
師
、
和
尚
是
臨
済
下
児
孫
、
而
以
本
分
接
人
、

常
経
典
者
講
何
也
。
夫
善
知
識
者
、須
是
解
行
相
応
始
得
。

縦
雖
相
応
、
若
也
不
得
時
機
、
則
無
益
於
世
矣
。
余
羽
毛

未
具
、
力
量
未
充
、
不
得
其
機
、
不
逢
其
時
。
寧
怪
得
我

矣
」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
三
四
一
頁
）。

（　

） 「
今
時
己
眼
未
明
、
妙
用
未
備
、
只
以
識
情
、
学
得
古
人

標
格
、
一
挨
一
拶
転
轆
轆
地
、
及
謂
挙
揚
宗
風
。
看
来
只

是
一
時
風
流
。
学
古
人
体
裁
則
易
、
得
古
人
利
益
則
難
。

若
夫
不
顧
無
其
利
益
、
徒
誇
得
其
体
裁
者
、
固
非
吾
所
期

耳
」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
三
四
一
頁
）。

（　

） 「
僧
云
、〈
若
爾
則
和
尚
胡
為
出
主
法
社
、
談
録
講
経
耶
〉。

師
曰
、〈
造
悪
業
者
、
寧
為
堕
泥
犁
乎
、
而
堕
泥
犁
者
、

只
為
業
力
所
牽
故
爾
。
吾
未
肯
求
長
老
之
名
、
而
出
主
法

社
者
、
只
為
前
生
片
善
所
駆
故
也
〉」（『
夢
窓
国
師
語
録
』

三
四
二
頁
）。

（　

） 「
且
要
因
行
掉
臂
。
是
以
講
経
談
録
、
或
令
未
知
因
果
者
、

知
有
昇
沈
、
或
令
未
解
乗
者
、
解
有
玄
譚
、
或
令
未
信
祖

宗
者
、信
有
此
事
而
巳
」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
三
四
二
頁
）。

（　

） 「
要
須
識
其
病
脈
、弁
其
落
著
、微
其
所
偏
墜
、而
発
起
之
。

使
捨
執
著
住
滞
。
然
後
示
以
本
分
正
宗
、
使
無
疑
惑
。
了

然
得
大
解
脫
、
居
大
宝
宅
。
自
然
趁
亦
不
去
。
可
以
洪
済

大
法
」(
『
仏
果
克
勤
禅
師
心
要
』
巻
一
、
卍
新
纂
大
日
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本
続
蔵
経
第
六
九
冊
、
四
五
五
頁
、
下
一
〇
―
一
三)

。

（　

） 「
被
人
喚
作
宗
師
、
須
備
衆
生
機
說
法
。
如
擊
石
火
閃
電

光
一
著
子
、
是
這
般
根
器
、
方
承
当
得
。
根
器
不
是
処
用

之
、
則
揠
苗
矣
」(

『
大
慧
普
覚
禅
師
語
錄
』
巻
二
九
、

大
正
蔵
第
四
七
冊
、
九
三
七
頁
、
中
二
三
―
二
六)

。

（　

） 「
僧
云
、〈
今
時
僧
俗
亦
信
禅
者
多
、
何
言
不
得
其
機
乎
〉。

師
曰
、〈
不
道
世
無
禅
機
、
只
無
与
吾
針
芥
相
投
之
機
耳
〉。

僧
曰
、〈
鈍
根
之
人
、
縦
雖
不
悟
、
直
以
本
分
接
之
、
則

結
縁
之
分
、
亦
可
以
深
。
何
故
弃
之
乎
〉。
師
曰
、〈
不
見

道
、
千
鈞
之
弩
、
不
為
鼷
鼠
発
機
。
如
来
出
世
、
閑
言
長

語
満
干
海
蔵
。
何
不
直
示
耶
、你
宜
思
之
〉。
円
悟
禅
師
曰
、

〈
先
奪
其
所
偏
墜
、然
後
示
以
本
分
鉗
鎚
〉。
大
慧
禅
師
曰
、

〈
宗
師
須
備
衆
生
機
説
法
。
如
撃
石
火
、
閃
電
光
一
著
子
、

是
這
般
根
器
、
方
承
当
得
。
根
器
不
是
処
用
之
、
則
揠
苗

矣
〉」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
三
四
二
頁
）。

（　

） 「
僧
云
、
若
爾
則
如
来
所
説
、
皆
是
虚
語
乎
。
師
曰
、
如

是
所
問
、
皆
非
正
問
。
故
我
前
所
答
、
亦
非
正
答
。
只
徇

你
情
。
且
弄
泥
団
爾
」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
三
四
三
頁
）。

（　

） 「
有
人
以
書
呈
大
慧
云
、
請
示
公
案
。
慧
答
日
、
聞
你
常

読
円
覚
経
。
吾
所
示
公
案
亦
在
其
中
。
大
慧
平
生
所
示
公

案
者
、
須
弥
山
、
乾
尿
撅
、
趙
州
無
字
等
是
也
。
請
看
経

文
。
如
是
公
案
在
何
処
。
倘
能
於
此
会
得
、
匪
啻
円
覚
、

至
于
千
経
万
論
及
世
間
麤
言
細
語
、
非
祖
師
公
案
、
如
来

所
説
。
豈
謂
之
虚
語
也
哉
。
恁
麼
則
寧
以
講
経
教
、
毀
吾

而
言
失
于
宗
師
体
裁
」（『
夢
窓
国
師
語
録
』
三
四
三
―
三

四
四
頁
）。

（　

） 「
古
人
云
、
馬
祖
百
丈
以
前
、
多
示
理
致
、
少
示
機
関
。

馬
祖
百
丈
以
来
、
機
関
多
理
致
少
。
此
亦
何
之
謂
乎
。
謂

上
古
知
識
無
眼
故
、
多
示
理
致
耶
、
謂
後
来
知
識
無
眼
故
、

背
先
輩
、
以
機
関
接
人
耶
。
当
知
祖
師
門
下
、
不
似
座
主

家
法
門
、
一
尺
終
一
尺
、
二
尺
終
二
尺
。
只
是
見
機
而
作
、

通
途
変
格
、
謂
之
破
家
散
宅
。
今
時
、
或
貴
機
関
、
或
崇

理
致
、
並
是
不
出
座
主
家
法
門
也
。
世
尊
言
、
始
従
鹿
野

苑
終
至
跋
提
河
、
未
嘗
説
一
字
。
且
道
、
是
理
致
耶
、
是

機
関
耶
。
若
也
於
此
薦
得
、讃
吾
也
得
、毀
吾
也
得
」（『
夢

窓
国
師
語
録
』
三
四
四
―
三
四
五
頁
）。

（　

）  「
若
本
分
ヲ
論
セ
バ
理
致
ト
名
ケ
、
機
関
ト
名
ク
ヘ
キ
法

門
ナ
シ
。
然
レ
ト
モ
、
方
便
ノ
門
ヲ
を
開
イ
テ
宗
旨
ヲ
挙

揚
ス
ル
時
、
義
理
ヲ
以
テ
学
者
ヲ
激
励
ス
ル
法
門
ヲ
バ
、

理
致
ト
名
ク
。
或
ハ
棒
喝
ヲ
行
シ
、
或
ハ
義
理
ニ
ワ
タ
ラ

サ
ル
話
頭
ヲ
示
ス
ヲ
ハ
、
機
関
ト
名
ケ
タ
リ
。
何
レ
モ
皆

小
玉
ヲ
ヨ
ヘ
ル
手
段
ナ
リ
。
古
人
云
、馬
祖
・
百
丈
以
前
ハ
、

多
ク
ハ
理
致
ヲ
談
シ
、
少
キ
ハ
、
機
関
ヲ
示
ス
。
馬
祖
・

百
丈
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
、
多
ハ
機
関
ヲ
用
ヒ
、
少
シ
キ
理
致

ヲ
示
ス
。
是
則
、
風
ヲ
看
テ
帆
ヲ
使
フ
手
段
ナ
リ
ト
云
々
」

（
川
瀬
一
馬
解
説
『
五
山
版
大
字
本
、
夢
窓
国
師　

夢
中
問

32333435
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答
集
付
谷
響
集
』
一
九
七
七
年
、
勉
誠
社
、
三
九
五
―
三

九
六
頁
、
八
一
段
）
以
下
『
夢
中
問
答
集
』
○
○
頁
、
○

○
段
と
略
記
）。

（　

） 『
夢
中
問
答
集
』
三
八
六
頁
、
七
七
段
。

（　

） 「
禅
門
ノ
眼
ニ
テ
見
ル
時
ハ
、
一
代
ノ
所
説
モ
、
皆
是
小

玉
ヲ
ヨ
フ
手
段
ナ
リ
。
有
時
ハ
諸
法
無
常
ト
説
キ
、
有
時

ハ
諸
法
常
住
ト
談
ス
。
或
ハ
諸
法
皆
是
虚
妄
ト
明
シ
、
或

ハ
諸
法
実
相
ト
演
フ
。
或
ハ
一
切
ノ
文
字
ハ
、
仏
法
ニ
非

ス
ト
示
シ
、
或
ハ
言
説
皆
是
法
身
ナ
リ
ト
言
ヘ
リ
。
カ
ヤ

ウ
ノ
種
々
ノ
法
門
ハ
、
皆
是
小
玉
ヲ
ヨ
ヒ
テ
、
有
時
ハ
障

子
ヲ
ア
ケ
ヨ
ト
イ
ヒ
、有
時
ハ
タ
テ
ヨ
ト
イ
ヘ
ル
カ
如
シ
。

如
来
ノ
本
意
ハ
、
カ
ヤ
ウ
ノ
言
句
ノ
上
ニ
有
ル
ニ
非
ス
。

―
―
如
来
ハ
法
ニ
定
相
ナ
キ
コ
ト
ヲ
、悟
リ
給
ヘ
ル
故
ニ
、

一
定
ノ
所
説
ナ
シ
。
―
―
禅
ノ
眼
ニ
テ
見
レ
バ
、
教
法
モ

亦
、
禅
ノ
宗
旨
ナ
リ
。
教
ノ
眼
ニ
テ
ミ
テ
バ
、
禅
ノ
宗
旨

モ
亦
、
教
法
ト
コ
ト
ナ
ラ
ス
。
教
禅
ノ
差
別
ノ
ミ
ニ
ア
ラ

ス
。
仏
法
世
法
ノ
差
別
モ
亦
、
カ
ク
ノ
如
シ
。
仏
法
ノ
慧

解
ヒ
ラ
ケ
ヌ
レ
ハ
、
世
間
ノ
相
モ
皆
仏
法
ナ
リ
」（『
夢
中

問
答
集
』
三
八
九
―
三
九
〇
頁
、
七
九
段
）。

（　

） 『
夢
中
問
答
集
』
一
七
〇
頁
、
三
二
段
。

（　

） 『
夢
中
問
答
集
』
三
八
五
―
三
八
六
頁
、
七
七
段
。
い
わ

ゆ
る
「
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
「
頻
呼

小
玉
元
無
事
只
要
檀
郎
認
得
聲
」
は
『
円
悟
仏
果
禅
師
語

録
』
卷
十
二
（
大
正
蔵
第
四
七
冊
、
七
六
八
頁
、
上
二
一

―
二
二)

。

（　

） 『
夢
中
問
答
集
』
三
九
一
頁
、
八
〇
段
。

（　

） 『
夢
中
問
答
集
』
三
九
四
頁
、
八
〇
段
。

（　

） 『
夢
中
問
答
集
』
三
六
七
―
三
六
八
頁
、
七
四
段
。

（　

） 「
如
彼
大
雲
，
雨
於
一
切
、
卉
木
叢
林
、
及
諸
薬
草
、
如

其
種
性
、
具
足
蒙
潤
、
各
得
生
長
。
如
来
說
法
、
一
相
一

味
。
所
謂
解
脫
相
、
離
相
滅
相
、
究
竟
至
於
、
一
切
種
智
。

其
有
衆
生
、
聞
如
来
法
、
若
持
読
誦
、
如
說
修
行
、
所
得

功
德
、
不
自
覚
知
。
所
以
者
何
。
唯
有
如
来
、
知
此
衆
生
、

種
相
体
性
、
念
何
事
、
思
何
事
、
修
何
事
、
云
何
念
、
云

何
思
、
云
何
修
、
以
何
法
念
、
以
何
法
思
、
以
何
法
修
、

以
何
法
得
何
法
。
衆
生
住
於
、
種
種
之
地
、
唯
有
如
来
、

如
実
見
之
、
明
了
無
礙
。
如
彼
卉
木
叢
林
、
諸
薬
草
等
、

而
不
自
知
、
上
中
下
性
、
如
来
知
是
、
一
相
一
味
之
法
」

(

『
妙
法
蓮
華
経
』
卷
三
「
薬
草
喩
品
第
五
」、
大
正
蔵
第

九
冊
、
十
九
頁
、
中
二
一
下
三)

。

（　

） 「
我
有
三
等
弟
子
、
所
謂
猛
烈
放
下
、
所
縁
専
一
、
窮
明

己
事
、
是
為
上
等
。
修
行
不
純
駁
雑
、
好
学
謂
之
中
等
。

自
昧
己
霊
光
輝
、
只
嗜
仏
祖
涎
唾
、
此
名
下
等
」（『
夢
窓

国
師
語
録
』
四
一
七
頁
）。

（　

） 「
禅
僧
ノ
法
門
ハ
、教
家
ノ
如
ク
、習
ヒ
伝
ヘ
ラ
ル
法
門
ヲ
、

胸
ノ
中
ニ
タ
ク
ハ
ヘ
、
紙
ノ
上
ニ
書
ツ
ケ
テ
、
展
転
シ
テ
、
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人
ニ
授
ケ
与
ル
コ
ト
ナ
シ
。
只
機
ニ
対
ス
ル
時
、
直
下
ニ

指
示
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
是
ヲ
覿
面
提
持
ト
名
ク
。
撃
石
火

閃
電
光
ニ
タ
ト
エ
タ
リ
。
―
―
然
レ
ト
モ
、
若
シ
一
向
ニ

記
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
ハ
、
誘
引
ノ
路
タ
エ
ヌ
ヘ
シ
。
是
ニ
ヨ

リ
テ
、
ヤ
ム
コ
ト
ヲ
エ
ズ
、
古
人
ノ
語
録
天
下
ニ
流
布
セ

リ
。
禅
宗
ノ
本
意
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
古
人
ハ
大
略
、
内
外
典

ヲ
博
覧
シ
テ
後
ニ
、
禅
門
ニ
入
玉
ヘ
リ
。
是
ノ
故
ニ
、
其

所
解
、
皆
偏
見
ニ
オ
チ
ス
。
末
代
禅
宗
ヲ
信
ス
ル
人
ノ
中

ニ
、
未
タ
因
果
ノ
道
理
ヲ
モ
ワ
キ
マ
エ
ス
、
真
妄
ノ
差
別

ヲ
モ
知
サ
ル
人
ア
リ
。
―
―
予
、
常
ニ
経
論
ヲ
講
ス
ル
コ

ト
ハ
、
カ
ヤ
ウ
ナ
ル
今
時
ノ
弊
ヲ
救
ハ
ム
タ
メ
ナ
リ
。
文

言
義
理
ノ
上
ニ
ツ
イ
テ
、
委
曲
ニ
談
ス
ル
、
因
果
真
妄
ノ

法
門
ヲ
タ
ニ
モ
、愚
存
ノ
如
ク
ウ
ケ
ト
ル
人
ハ
ス
ク
ナ
シ
。

各
々
ア
ラ
ヌ
カ
タ
聞
ナ
シ
テ
、
或
ハ
褒
メ
、
或
ハ
謗
ル
。

褒
貶
ト
モ
ニ
愚
存
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
況
ヤ
、
夢
中
ノ
問
答
ヲ

記
シ
置
キ
給
ハ
ム
コ
ト
、
其
益
ア
ル
ヘ
シ
ト
モ
存
セ
ス
。

然
レ
ド
モ
、
褒
貶
ノ
語
ニ
ヨ
リ
テ
、
順
逆
ノ
縁
ヲ
ム
ス
ハ

ム
コ
ト
、
何
ソ
コ
レ
ヲ
イ
ナ
マ
ム
ヤ
」（『
夢
中
問
答
集
』

四
四
五
―
四
四
八
頁
、
九
二
段
）。

（　

） 「
其
為
人
也
、
面
目
厳
凜
有
御
史
之
風
也
、
近
而
依
之
、

柔
順
温
和
、
慈
雲
法
雨
、
時
々
流
澍
感
人
深
矣
。
蓋
以
其

慎
独
、礪
精
久
錬
故
臨
衆
之
頃
儼
若
也
。
且
以
謙
譲
在
心
、

不
与
物
争
。
家
風
清
寥
性
悪
華
燭
。
訓
徒
誘
衆
動
則
、
率

身
先
之
立
、
度
適
宜
不
欲
煩
人
由
是
人
愈
畏
敬
。
爾
若
其

革
非
去
謬
則
不
拘
執
旧
規
。
一
切
公
勤
事
無
偏
党
及
矣
夫

真
機
。
一
発
撃
砕
虚
空
手
段
、
翳
晴
蛇
呑
龞
鼻
、
逆
順
縦

横
之
行
、
豈
可
復
以
常
人
之
能
得
測
度
之
哉
、
参
学
之
徒

常
不
減
千
人
」（『
夢
窓
国
師
年
譜
』
三
三
六
頁
）。

（　

） 「
禅
宗
ニ
本
分
ノ
事
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
何
ノ
事
ソ
ヤ
。
凡
ニ

ア
リ
テ
モ
減
ゼ
ズ
、
聖
ニ
ア
リ
テ
モ
増
ゼ
ズ
、
人
々
具
足

シ
、
箇
々
円
成
ス
ト
イ
ヘ
リ
」（『
夢
中
問
答
集
』
二
五
八

―
二
五
九
頁
、
五
二
段
）。

（　

） 「
仏
在
世
ノ
時
ハ
、
禅
教
律
ノ
僧
ト
テ
、
形
服
ノ
カ
ハ
レ

ル
コ
ト
ハ
ナ
カ
リ
キ
。
其
形
ハ
皆
律
儀
ヲ
ト
ト
ノ
ヘ
、
其

心
ハ
同
ク
定
慧
ヲ
修
ス
。
末
代
ニ
ナ
リ
テ
、
兼
学
ノ
人
ハ

ア
リ
カ
タ
キ
故
ニ
、
其
家
三
種
ニ
分
レ
タ
リ
コ
ト
ハ
、
其

謂
レ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。
各
々
一
学
ヲ
本
ト
シ
テ
、
タ
カ
ヒ

ニ
ソ
シ
リ
ア
ヘ
ル
ハ
、謬
リ
ナ
リ
。
像
法
決
疑
経
ノ
中
ニ
、

末
世
ノ
時
、
禅
僧
律
僧
教
僧
、
其
品
類
差
別
シ
テ
、
タ
カ

ヒ
ニ
ソ
シ
リ
ア
フ
テ
、
我
カ
仏
法
ヲ
破
滅
ス
ヘ
シ
」（『
夢

中
問
答
集
』
四
二
一
―
四
二
二
頁
、
八
八
段
）。

（
花
園
大
学
大
学
院　

仏
教
学
専
攻　

博
士
後
期
課
程
）
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