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一

禅
宗
学
の
基
礎
的
思
弁
に
就

い
て

禅
宗
学
と
云
っ
て
も
そ
の
研
究
法
は
種
々
あ

っ
て
、
広
範
囲
に

云

っ
た
場
合
は
禅
宗
史
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
書

誌
学
的
研
究
、
訓
詰
注
釈
的
研
究
、
考
証
学
的
研
究
も
勿
論
含
ま

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
後
私
の
論
じ
ょ
う
と
す
る
禅
宗
学

は
、

そ
の
い
ず
れ
の
研
究
方
法
で
も
な
い
。
い
わ
ば
最
も
根
本
的

な
禅

そ
の
も
の
、
即
ち
禅
経
験
を
如
何
に
思
弁
的
に
表
現
す
る
か

と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
古
人
の
祖
師
方
が
多
く
の
語
録
の
中
で
種

々
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
如
何
に
読
み
と
っ

て
ゆ
く
べ
き
か
、
前
述
の
方
法
以
外

に
、
自
己
の
禅
経
験
と
照
合

し
な
が
ら
古
人
の
文
献
の
中
に
そ
の
最
も
正
し
い
理
解
の
仕
方
を

解
明
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
が
私
の
研
究
方
法
で
あ
る
。
強

い
て

云
え
ば
、
禅
哲
学
又
は
禅
の
実
践
哲
学
と
も
云
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

平

野

出
爪

浄

さ
て
そ
こ
で
、
禅
経
験

(こ
れ
を
略
し
て
体
験
と
い
う
。
た
だ

し
こ
の
体
験
は
デ

・
エ
ル
タ
イ
な
ど
の
い
う
西
洋
哲
学
で
の
体
験

で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
)
を
理
解
す
る
場
合
に
二
つ
の
理
解

の
仕
方
が
あ
る
。

A
、

「体
験
を
体
験
と
し
て
即
自
態

に
於

て
理
解
す
る
」

こ
れ
を
古
則
の
例
で
い
う
と
た
と
え
ば
、
碧
巌
録
の
三
十
七
則

「
挙
盤
山
垂
語
云
三
界
無
法
何
処
求
心
」
と

い
う
の
が
あ
る
が
、

雪
寳
が
そ
の
類
の
始
め
に

「
三
界
無
法
何
処
求
心
」
と
持

っ
て
来

て
い
る
よ
う
に
、
思
惟
を
絶
し
た
そ
の
ま
ま
、
認
識
実
践
を
実
践

す
る
所
そ
の
ま
ま
に
於
て
理
解
す
る
と
い
う
理
解

の
仕
方
、

こ
の

方
法
は
法
華
の
い
わ
ゆ
る
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尽
と
い
う
所

で
、
禅

と
し
て
は
こ
れ
が
最
も
理
想
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
で
は
始
め
か
ら

天
才
を
待

つ
よ
り
外
な
く
、
学
問
、
思
弁
の
入
る
余
地
は
全
全
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
次
の
方
法
が
と
ら
れ
る
。

B
、

「体
験
を
移
行
と
し
て
対
自
態
に
於

て
客
観
的
に
思
惟
す
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る
」

つ
ま
り
体
験
を
概
念
化
し
て
思
惟
上
に
上
せ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
最
も
困
難
な
こ
と
は
、
体
験
を
概
念
化
し
た
場
合

　

　

　

　

　

　

そ
れ
は
体
験
で
な
く
な
る
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
。
体
験
そ
の
も
の

(体
験
の
意
味
や
表
象
は
対
象
と
な
っ
て
も
)
は
あ
く
ま
で
対
象

と
な
り
得
な
い
。
即
ち
禅
宗
学
の
根
本
問
題
は
体
験
の
意
味
や
表

象

に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
体
験
そ
の
も
の

(認
識
実
践
そ
の
も

の
)

に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
困
難
を
ど
の
よ
う

に
し
て
切
り
抜
け
、
思
弁
と
な
ら
な
い
も
の
を
思
弁
す
る
か
、
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
ど
う
い
う
方
法
を
と
る
か
と
い
う
の
が
課
題

で
あ
る
。

即
ち
体
験
の
即
自
態
を
思
惟
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
の
理
解

は

一
々
こ
れ
を
体
験
の
立
場
に
還
え
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、
体
験
を
思
惟
に
於
て
拮
弄
し
弄
し
な
が
ら

一
々
そ
の

思
惟

を
脱
落
し
て
ゆ
く
こ
と
に
於
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

体
験
を
現
象
と
し
て
取
扱
う
場
合
に
体
験
を
心
理
現
象
と
し
て

み
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
心
理
現
象
に
は
意
識
と
い
う
実
在
を
仮

定
し
て
、
そ
れ
を
思
惟
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
そ
の
把
握
が
出
来
る
。

し
か
し
実
践
し
つ
つ
あ
る
体
験
を
対
象
と
す
る
場
合
、
何
ら
考

え
ら
れ
る
根
拠
が
な
い
。
た
だ
客
観
的
事
象
を
体
験
の
立
場
か
ら

見
て
ゆ
く
こ
と
以
外
に
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
日
常
経
験
に
於
て
体
験
を
考

え
る
場
合
に
は
、
心

理
現
象
と
し
て
で
な
く
直
接
経
験
の
再
認
識
に
お
い
て
す
る
。
例

え
ば
、
昨
日

「
山
を
過
ぎ
河
を
過
ぎ
た
」
経
験
を
想
起
す
る
。
そ

れ
は

「山
を
過
ぎ
河
を
過
ぎ
た
」
な
る
表
象
を
想
起
し
て
い
る
の

で
は
な
く
て
、

「
山
を
過
ぎ
河
を
過
ぎ
た
」

経
験
を
再
経
験
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
現
れ
た
現
象
は

「
山
を
過
ぎ
河

を
過
ぎ
た
」
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
こ
の
事
実
を
在
ら
し
め
て
い

る
体
験
は
現
に
想
起
し
て
い
る
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
今

一

度

い
い
か
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
体
験
を
過
去
現
在
末
来
に
お
い

て
考
え
る
。
こ
の
場
合
体
験
は
直
接
な
体
験
自
体
で
な
く
、
考
え

ら
れ
る
対
象
と
し
て

一
つ
の
現
象
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単

に
客
観
的
な
現
象
で
な
く
、
客
観
的
な
現
象
を
認
識
し
て
い
る
。

即
ち
そ
う
し
た
現
象
を
も
自
己
に
お
い
て
あ
ら
し
め
て
い
る
体
験

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
対
象
で
あ
る
。
即
ち
対
象
と
し
て
は
客

観
的
で
あ
り
な
が
ら
、
体
験
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
は
超
現
象
で
あ
り
、
絶
対
で
あ
る
。

こ
の
実
践
的
理
解
に
於
て
は
絶
対
性

(無
時
間
性
)
を
保
持
し

な
が
ら
思
惟
的
理
解
、
即
ち
知
解
の
上
で
は
時
に
於
て
現
わ
れ
て

い
る
現
象

(時
間
性
)
と
し
て
み
る
。
と
い
う
こ
の
二
つ
の
二
重

の
理
解
を
統

一
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
う
と
、
体
験
を
論
理
的
に
分
折

し
拮
弄
し
て
考
え
る

こ
と
そ
の
こ
と
が
あ
た
え
ら
れ
た
対
象
知
を
分
折
し
て
い
る
の
で
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は
な
く
、
新
た
に
そ
う
し
た
理
論
知
の
体
験
に
移
行
し
て
ゆ
く
こ

と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
禅
経
験
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
思
弁

の
手
が
か
り
と
し
て
こ
こ
に

『認
識
の
実
践
』
と
い
う
体
験
の
表

現

の
語
を
最
適
と
考
え
て
使
用
す
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
認

識

の
実
践
」
と
い
う
語
を
対
象
と
し
て

一
応
思
惟
さ
れ
る
が
、
そ

れ
が
認
識

の
実
践
と
し
て
あ
ら
し
め
て
い
る
即
ち
認
識
の
実
践
を

実
践
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

さ

て
そ
れ
で
は

「認
識
の
実
践
」
の
簡
単
な
説
明
を
試
み
る
。

考
察

に
便
利
に
す
る
為
煩
環
な
解
釈
は
止
め
て
そ
の
主
た
る
特
色

を
箇
条
書
き
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

1
、
認
識
の
実
践
は
実
在
で
は
な
い
。
行
為
で
あ
る
。

「認
識
す
る
」
と
い
う
の
ば
概
念
即
ち
認
識
実
践
そ
の
も
の
の

概
念

で
は
な
い
。
認
識
実
践
は
実
践
で
、
実
際
に
自
分
が
体
験
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば

一
つ
の
花
の
認
識
実
践
と
は
現
に

一

つ
の
花
を
見
て
い
る
こ
と
で
、
花
を
見
る
意
識
作
用
で
は
な
い
。

認
識
な
る
概
念
は
た
だ
認
識
を
指
示
す
る
概
念
に
過
ぎ
な
い
。

2
、
認
識
即
実
在
、
事
実

真

の
認
識
実
践
と
は
、
あ
る
事
象
を
認
識
し
思
惟
し
て
い
る
こ

と
で
、
そ
こ
に
は
唯
事
象
の
み
あ
っ
て
認
識
す
る
作
用
者
は
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
時
は

「
認
識
す
る
」
と
考
え
る
こ

と
す
ら
真
の
認
識
の
意
義
を
離
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
認
識
実
践

を
本
当
に
知
ろ
う
と
す
れ
ば
自
ら
認
識
を
体
験
し
て

「物
を
見
る

は
物
が
在
る
」
こ
と
に
外
な
ら
な
い
状
態
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

「
認
識
す
る
も
の
」
と

「認
識
さ
れ
る
も
の
」
と
の
対
立
と
い
う

こ
と
は
畢
寛
、
認
識
実
践
に
お
け
る
意
味
に
す
ぎ
な
い
。

3
、
認
識
の
超
越
性

「
認
識
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
指
標
と
し
て
の
概
念
に
お
い
て

の
み
個
我
に
属
し
、
実
践
に
お
い
て
は
空
で
、
随

っ
て
超
個
人
的

で
あ
り
、
万
人
共
通
で
あ
り
而
も
体
験
で
あ

る
。

二

 

以
上
禅
経
験
に
つ
い
て
の
思
弁
方
法
に
つ
い
て
概
略
を
記
し
た

の
で
あ
る
が
、
次
に
禅
語
録
に
於
て
祖
師
方
が
如
何
に
し
て
離
言

絶
慮
の
禅
経
験
を
表
現
し
来

っ
た
か
を
先
ず

臨
済
録
に
お
い
て
考

察
し
て
み
る
。

先
に
体
験
の
理
解
の
方
法
と
し
て
、

A
と
B
の
立
場
を
上
げ
、

そ
の
統

一
方
法
と
し
て

「体
験
の
即
自
態
を
思
惟
の
対
象
と
し
な

が
ら
そ
の
理
解
は

一
一
こ
れ
を
体
験
の
立
場
に
還
え
し
て
ゆ
く
」

と
い
う
方
法
を
撰
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
臨
済
が
臨
済
自
身
の
禅

経
験
を
表
現
す
る
の
に
果
し
て
こ
の
体
験
の
移
行
の
方
法
を
裏
が

え
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
、
今
考
察
し

ょ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。上

堂
。
云
、
赤
肉
団
上
有

一
無
位
真
人
。
常
従
汝
等
諸
人
面
門
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出

入
。

未
証
拠
者
、

看
看
。

時
有
僧
出
間
、

如
何
是
無
位
真

人
。
師
下
禅
林
、
把
住
云
、
道
道
。
其
僧
擬
議
。
師
托
開
、
云

無
位
真
人
是
什
慶
乾
尿
櫃
、
便
帰
方
丈
。

こ
の
則
は
古
来
臨
済
録
中
最
も
有
名
な
則
で
あ
る
が
、
鈴
木
大

拙
博
士
が

「
臨
済
録
の
人
思
想
」
と
い
う
こ
と
を
発
表
さ
れ
て
か

ら
又
特

に
、
や
か
ま
し
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
達
摩
以
来

「
心
」
で
現
さ
れ
た
も
の
が
六
祖
で

「性
」
神
会
で

「
知
」
と
な

り
、
臨
済
に
お
い
て

「
人
」
と
農
開
さ
れ
て
ゆ
く
と
み
る
の
は

一

見
甚
だ
面
白

い
よ
う
だ
が
実
践
哲
学
的
に
考
察
し
た
場
合
、
こ
の

人
思
想
は
そ
う
容
易
に
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
が
あ
る
。
人
思
想

と
い

っ
て
人
と
い
う
概
念
を
抽
象
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
の
思
想
は

決
し
て
臨
済
そ
の
も
の
の
思
想
で
は
な
く
、
鈴
木
博
士
の
思
想
に

外
な
ら
な
い
。
人
思
想
の
欠
点
は
主
体
的
な
、

い
わ
ゆ
る

「体
」

の
方

に
重
点
が
置
か
れ
過
ぎ
て
、
は
た
ら
き

(体
験
)
を
あ
ま
り

に
も
軽
視
し
て
て
い
る
所
に
あ
る
。
無
位
の
真
人
が
常
に
汝
等
諸

む

　

人
の
面
よ
り
出
入
し
て
い
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
み
な
け
れ
ば

こ
れ
は
有
る
僧
の
問
う
た
概
念
的
な
真
人
に
過
ぎ
な
い
。
臨
済
の

い
う
無
位
の
真
人
と
は
認
識
実
践
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
赤
肉
団
上
と
い
う
の
は
前
章
の
2
、
で
述
べ
た
認
識
即
実
在

の
こ
と
を
い
っ
て
お
り
、
実
在
を
離
れ
て
認
識
の
形
而
上
的
に
あ

る
こ
と
は
無

い
と
云
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
認
識
の
実
践
は
あ

く
ま
で
実
在
で
は
な
い

(前
章
1
、
)
認
識
の
実
践

(体
験
)
は

見
聞
覚
知
に
即
し
な
が
ら
し
か
も
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
認
識

さ
れ
る
も
の
、
概
念
さ
れ
る
も
の
は
赤
肉
団

の
み
で
あ

っ
て
、
無

位
の
真
人
と
い
う
も
の
は
唯
指
示
さ
れ
得
る
の
み
で
概
念
さ
れ
な

　

　

　

い
。
そ
れ
故
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
故
に

「
出
入
す
」

と
把
え
得
な
い
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
。

「
未
だ
証
拠
せ
ぎ

る
も
の
は
看
よ
看
よ
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
未
だ
体
験
し
な
い

も
の
は
体
験
せ
よ

(認
識
実
践
)
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り

無
位
の
真
人
の
人
を
抽
象
し
た
り
概
念
し
て
知

れ
と
い
っ
て
い
る

の
で
は
決
し
て
な
い
。

さ
て
、
こ
の
則
は
こ
れ
で
前
半
が
終
る
わ
け
だ
が
、
鈴
木
博
士

は
人
思
想
を
構
成
す
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
こ
の
前
半
に
の
み
重

点
を
置
か
れ
、
後
半
の
前
半
よ
り
以
上
大
切
な
臨
済
特
有
の
禅
指

導
法
、
実
践
法
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
思
想
と
い
わ
れ

る
も
の
が
禅
経
験
を
表
現
す
る
の
に
極
め
て
疎
雑
で
あ
る
こ
と
を

ま
ぬ
が
れ
な
い
。

有
る
僧
が

「如
何
な
る
か
是
れ
無
位
の
真
人
」
と
問
う
た
の
は

そ
の
僧
が
無
位
の
真
人
を
体
験
せ
ず

に
、
概
念

で
把
え
よ
う
と
し

た
。
し
か
も
無
位
の
真
人

(認
識
の
実
践
)
と
は
認
識
す
る
こ
と

そ
の
こ
と
で
あ

っ
て
何
故
と
か
如
何
に
し
て
と
い
う
疑
問
は
絶
対

に
向
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
疑
問
そ
の
も
の
が

既
に

一
つ
の
認
識
実
践
の
形
式
で
あ
る
か
ら
意
味
内
容
の
由
来
を

疑
問
と
す
る
前

に
、
疑
問
の
意
味
そ
の
も
の
が
疑
問
で
あ
る
べ
き
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で
あ
る
ひ
認
識
の
実
践
を
本
当
に
知
る
に
は
唯
認
識
す
る

(実
践

す

る
)
よ
り
他
な
く
、
概
念
す
る
こ
と
は
全
く
無
意
味
な
こ
と
で

あ

る
。
有
僧
の
疑
問
に
常
識
的
な
答
を
あ
た
え
ず
、
臨
済
が

「唯

道

え
道
え
」
と
迫

っ
た
の
は
、
僧

の
概
念
的
態
度
か
ら
実
践
的
態

度

へ
転
換
さ
せ
よ
う
と
追
い
つ
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が

ら
、
そ
の
僧
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
ま
す
ま
す
迷

っ
て
し
ま

っ

た
。
概
念
化
さ
れ
た
言
葉
は
そ
の
意
味
内
容
が
い
く
ら
立
派
で
も

禅

で
は
何
の
役
に
も
立
た
ず
全
く
の
ナ
ン
セ
ソ
ス
と
な
る
。
其
処

で
臨
済
は

「
無
位
の
真
人
、
是
什
屡
の
乾
尿
薇
ぞ
」
と
そ
の
概
念

を
さ
ら
に
奪

っ
て
実
践
に
導
こ
う
と
最
後
ま
で
学
人
に
対
す
る
活

作
略
を
止
め
な
い
。
こ
こ
で
も
多
く
の
人
が
誤

っ
て

「
臨
済
が
そ

の
有
る
僧
が
悟
ら
な
か

っ
た
の
で
、
そ
の
僧
の
こ
と
を
乾
尿
微
の

よ
う
に
役
に
立
た
な
い
と
悪
口
を
云

っ
た
」
と
す
る
が
、
こ
こ
は

決

し
て
そ
ん
な
浅
い
事
で
は
な
い
。
臨
済
が
折
角
禅
体
験
の
指
示

と
し
て
無
位
の
真
人
と
表
現
し
た
の
に
、
そ
れ
を
体
験
と
し
て
受

と
ら
ず
、
概
念
化
し
て
受
取

っ
て
し
ま
っ
て
は
無
位
の
真
人
と
い

う
言
葉
は
、

一
回
切
り
し
か
つ
か
え
ず
、
そ
の
使
い
古
し
た
役
立

た
な
い
乾
尿
概
に
過
ぎ
な
い
と
、
先
程
把
住
し
て

「道
え
道
え
」

と
迫

っ
て
も
わ
か
ら
な
か

っ
た
僧
に
な
お
も
体
験
に
導
入
し
て
や

ろ
う
と
血
滴
々
の
老
婆
親
切
な
の
で
あ
る
。
こ
の
大
切
な
乾
尿
薇

を
省
み
ず
。
人
思
想
ば
か
り
追
廻
す
こ
と
が
如
何
に
臨
済
の
精
神

か
ら
離
れ
て
い
る
か
判
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
こ
の

乾
尿
微
の

「奪
」
を
般
若
の
空
思
想
と
早
合
点
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
で
あ
る
。
乾
尿
薇
は
単
な
る
否
定
で
は
な
い
相
手
の
概
念
知

を
今
度
は
新
し
く
そ
れ
を
自
己
の
体
験

へ
移
行
し
て
ゆ
く
、

こ
の

方
法
は
臨
済
禅
が
看
話
禅
と
し
て
発
展
し
た
中
に
白
隠
禅
師
が
発

見
さ
れ
た
の
か
把
出
さ
れ
た
の
か
、
兎
に
角

白
隠
が
あ
み
出
し
今

日
ま
で
綿

々
と
し
て
続

い
て
い
る
公
案
禅
の
中
に

「向
上
」
と
し

て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「向
上
」

の
実
践
法
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
臨
済
禅
が
今
日
ま
で
生
き
て
来
た
と
も
云

へ
る
。
白
隠

の
公
案
禅
の
悪

口
を
い
う
人
は
こ
の

「向
上
」
を
実
際
に
経
験
し

た
こ
と
が
無

い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
体
験
の
移
行
と
い
う
実
践
哲
学
が
臨
済
録
に
於
て

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
も
う
少
し
考
察
す
る
。
臨
済
が
云

っ
た
無
位
の
真
人
と
い
う
言
葉
が
前
に
認
識

の
実
践
で
あ
る
と
し

た
の
だ
が
、
認
識
の
実
践
が
概
念
で
は
な
く
体
験
で
あ
る
以
上
そ

の
表
現
に
臨
済
は
実
に
気
を
使

っ
た
。
垂
示

の
説
法
が
赤
肉
団
云

云
の
上
堂
よ
り
後
か
先
か
は
は
っ
き
り
し
な

い
が
兎

に
角
、
体
験

の
な
い
学
人
は
例
の
有
る
僧
の
如
く
す
ぐ
に
概
念
化
し
て
し
ま
う

も
の
で
あ
る
こ
と
を
臨
済
は
知

っ
て
い
た
。

そ
れ
が
問
答
商
量
の

場
合
は
そ
の
場
そ
の
場
で
例
の
乾
尿
薇
の
よ
う
に
接
化
の
手
段
が

可
能
だ
が
垂
示
説
法
の
よ
う
に

一
方
的
な
場
合
、
そ
う
は
ゆ
か
な

い
。
そ
こ
に
臨
済
の
神
経
の
細
く
行
き
と
ど
い
た
親
切
が
と
り
わ
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け
特
筆
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
、

祇
徐
面
前
聴
法
底
是

即
今
目
前
聴
法
底
人

徐
目
前
歴
歴
底

即
今
目
前
孤
明
歴
歴
地
聴
者

聴
法
無
依
道
人

即
今
聴
法
底
人

祇
今
聴
法
者

如
今
与
慶
聴
法
底
人

現
今
目
前
聴
法
無
依
道
人

目
前
現
今
聴
法
底
人

徐
目
前
用
底

目
前
霊
霊
地

無

一
箇
形
段
歴
歴
孤
明

さ
て
臨
済
は
認
識
実
践
を
次
々
と

目
前
昭
昭
霊
霊
鑑
覚
開
知
照
燭
底

こ
の
外
、
「
真
正
の
見
解
」

「
真
正
道
人
」

正
作
道
人
」
等
が
あ
る
が
、

容
を
も
っ
一
つ
の
も
の
が
、

ら
れ
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

一

つ

つ
表
現
を
変

へ
て
お
り
、

は
真

正
の
見
解
だ
け
で
あ
る
。

研
究
所
版
無
著
本

同同同同同同同同同同同同同

九
頁

十
頁

十
}
頁

十
六
頁

十
七
頁

十
八
頁

十
九
頁

廿
三
頁

廿
五
頁

廿
八
頁

岩

一
頁

珊
二
頁

計
四
頁

四
二
頁

「真
正
学
人
」
「真

こ
れ
は
単
に
認
識
の
実
践
と
い
う
内

こ
れ
だ
け
沢
山
の
も
の
に
云
い
か
え

つ
一
つ
が
少
し

全
く
同
じ
語
が
重
ね
て
出
て
く
る
の

こ
れ
は
体
験
の
語
が
概
念
化
さ
れ

る
こ
と
を
危
催
し
て
臨
済
が
意
識
し
て
わ
ぎ
と
表
現
を
少
し
つ

つ

変

へ
て
、

つ
ま
り
、
体
験
の
表
現
を
移
行
し
概
念
智
を
移
行
さ
せ

て
、
概
念
の
固
定
化
を
防
ご
う
と
し
た
意
図
が
は
っ
き
り
と
読
み

と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ

っ
て
臨
済

が
、
体
験
の
即
自

態
を
思
惟
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
の
理
解
を

一
一
体
験
の
立
場

に
還
元
し
て
表
現
し
た
親
切
に
は
全
く
頭
が
下

る
。
こ
の
よ
う
な

例
は
他
に
あ
ま
り
見
な
い
よ
う
で
あ
る
。
頓
悟
要
門
で

「
仏
心
」

「
解
脱
心
」

「
菩
提
心
」

「
無
生
心
」

「無
住

心
」
と

一
見
移
行

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
殆
ん
ど
が

「
二

性
空
」
で
片
付
け
て
ゆ
く
の
で
、
ど
う
も
臨
済
録
程
に
明
確
で
は

な
い
。
と
も
あ
れ
、
臨
済
が
同
じ
表
現
を
繰
返

す
こ
と
を
嫌

っ
た

の
は
事
実
で
あ
り
、
と
云
う
こ
と
は
抽
象
化
を
嫌

っ
た
こ
と
で
あ

る
。
人
思
想
と
い
う
抽
象
化
が
如
何
に
臨
済
の
精
神
に
反
す
る
か

自
ら
明
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
は
、

「徐
面
前
聴
法
底
是
」
の

一
連
の
述
語
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
如
く

「
僚
が
面
前

云
云
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。

「掩
の
前
で
法
を
聴
い
て
い
る

外
な
ら
ぬ
お
前
自
身
」
即
ち
、
具
体
的
な
今
こ
こ
で
の
お
前
以
外

に
何
も
の
も
抽
象
的
な
、
人
思
想
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
な

い
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
先
に
分

類
し
た
、

2
、

認
識
即
実

在
、

事

実
。

の
所
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
は
単
な
る
お
前
自
身
の
事
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く



禅宗学の基礎的思弁に就いて26

て
、
法
を
聴

い
て
い
る
と
い
う
即
今
の

ハ
タ
ラ
キ

(実
践
)
の
こ

と
を
云

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
や
や
も
す
れ
ば
、
す
ぐ
抽
象
化
さ

れ
易
い
僚
と
い
う
も
の
を
移
行
し
て
体
験
的
な
実
践
そ
の
も
の
を

い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
践
は
概
念
出
来
な

い
か
ら
あ

る
も
の
は
、

「
外
な
ら
ぬ
徐
そ
の
も
の
」
の
み
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
だ
実
践
の
表
現
が
あ
る
時
は
聴
法
と
い
い
あ
る
時
は
無
依

と
い
い
、
用
う
る
底
と
い
い
、
霊
霊
地
と
い
い
、

「
一
箇
の
形
段

無
う
し
て
歴
歴
孤
明
な
る
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
概
念
智
か
ら
実
践
に
移
行
し
て
ゆ
く
方
法
が
あ
く
ま

で
体
験
の
と
こ
ろ
を
離
れ
ぬ
よ
う
に
二
重
の
移
行
の
表
現
を
し
て

い
る
こ
と
を
我
々
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

 

次
に
認
識
実
践
の
性
質
を
古
人
が
如
何
に
表
現
し
て
い
る
か
、

そ

の
古
則
中
最
も
条
理
の
通

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
碧
巌
録
の
四

十
則
及
び
五
十

一
則
の
雪
寳
の
頬
の
中
に
考
察
し
て
み
よ
う
と
思

う
。

四
十
則
南
泉

一
株
花

本
則
。
挙
陸
亘
大
夫
。
与
南
泉
語
話
次
。
陸
云
。
肇
法
師
道
。

天
地
与
我
同
根
。
万
物
与
我

一
骨
。
也
甚
奇
怪
。
南
泉
指

庭
前
花
。
召
大
夫
云
。
時
人
見
此

一
株
花
。
如
夢
相
似
。

頒
。
聞
見
覚
知
非

一
一
。
山
河
不
在
鏡
中
観
。

霜
天
月
落
夜
将
半
。
誰
共
澄
潭
照
影
寒
。

先
ず
本
則

に
於
て
陸
亘
大
夫
が
禅
体
験

の
と
こ
ろ
を
形
而
上
学

的
に

「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と

一
体
」
と
概
念
を
持
出

し
た
の
で
、
南
泉
が
そ
の
概
念
智

に
落
ち
た
陸
亘
大
夫
を
気
ず
か

せ
る
べ
く
、

「
夢
の
如
く
に
相
似
た
り
」
と
云

っ
た
。
こ
こ
の
所

は
臨
済
の

「
是
れ
什
慶
の
乾
尿
藪
ぞ
」

に
良

く
似

て
い
る
。
要
は

次
の
雪
實
の
頬
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

古
来
こ
の
頒
は
碧
巌
百
則
の
頒
中
最
も
良
く
出
来

て
い
る
と
い

わ
れ
る
が
、
本
則
の
問
題
の
所
在
を
巧
み
に
ふ
ま
え
て
、
単
な
る

不
立
文
字
、
絶
言
絶
慮

で
な
く
体
験

の
と
こ
ろ
を
ふ
み
は
ず
さ
ず

に
表
現
し
得
て
い
る
。
先
ず
起
句
と
承
句
と
を

一
組
に
し
て
考
察

す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
土
ハ
に
認
識

の
実
践

を
説
明
し
て
い
る
。

「
聞
見
覚
知
非

=

」
こ
れ
は

一
章

で
説
明
し
た

「
認
識
の
実
践

は
実
在
で
は
な
い
、
行
為
で
あ
る
」
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。
聞
見

覚
知
の
は
た
ら
き
を
論
理
的
に
分
折
す
る
と
六
根
六
識
に
な
り
、

そ
の

一
つ
一
つ
に
執
わ
れ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
概
念
さ
れ
た
意

識
作
用
を
云

っ
て
お
り
、
認
識
実
践
そ
の
も

の
、
禅
経
験
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
し
て
非

=

と
い
う
語
に
は
個
我
と
い
う
差
別

観
を
否
定
し
た
意
味
を
含
ん
で
お
り
、
認
識
体
験
の
根
元
的
探
求

を
思
ひ
止
ま
ら
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
在
と
"
う
も
の
は

こ
こ
に
は
な
く
て
、
あ
る
も
の
は
認
識
実
践

の
は
た
ら
き
そ
の
も
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の
し
か
な
い
。
そ
こ
で
実
在
と
い
う
も
の
は
次
の
句
の
山
河
の
み

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
山
河
不
在
鏡
中
観
」
こ
れ
は

一
章
の
2

認
識
即
実
在
、
事
実
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
処
で
少
し
説

明
を
加
え
た
い
。

従
来
伝
統
の
読
み
方
で
は
、

「山
河
は
鏡
中
に
在

っ
て
観
ず
」

と
読

ん
で
い
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
は
っ
き
り
取
れ
な
い
し
無

理
な
読
み
方
と
思
う
の
で
、

「
山
河
は
鏡
中
の
観
に
在
ず
」
と
今

は
読

む
、
さ
て
そ
こ
で
真
の
認
識
実
践
と
は
、
あ
る
事
象
を
認
識
…

し
、
思
惟
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
唯
事
象

(山
河
)
の
み

あ

っ
て
、
認
識
す
る
作
用
者
は
な
い

(非
在
鏡
中
観
)
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
本
則
の

「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と

一

体
」

の
形
而
上
学
的
概
念
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
る
こ
と
は
在

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
山
河
で
、
私
の
見
て
い
る
山
河
で
も
な

け
れ
ば
超
越
主
観
の
表
象
た
る
山
河
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
次
の

転
結
句
を
理
解
し
ょ
う
と
思
え
ば
、
雪
實
の

「
明
暗
双
双
底
」
の

思
想
を
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
明
と
い
う
の

は

一
応
概
念
で
わ
か
る
世
界
、
暗
と
い
う
の
は
体
験
で
あ
っ
て
概

念
の
及
ば
な
い
所
で
、
明
暗
双
双
底
と
い
う
の
は
即
自
態
の
体
験

が
対
自
態
の
概
念
智
に
移
行
し
、
そ
れ
が
又
新
し
い
体
験
と
し
て

移
行

レ
て
ゆ
く
認
識
実
践
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
霜
天
月
落

夜
将
半
」
は
認
識
実
践
そ
の
も
の
は
決
し
て
概
念
で
知
る
こ
と
が

出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
盤
山
宝
積
の
い
う

「
大
智
非
明
」
で
あ

り
、

「
暗
」
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
伝
統

の
解
釈
は
転
句
結

句
共
に
主
客
を
奪

っ
た
黒
漫
漫
地
の
所
と
解
釈

す
る
が
そ
れ
で
は

折
角
の
こ
の
雪
寳
の
名
句
が
死
ん
で
し
ま
う
。
無
暗
に
能
所
や
主

客
を
奪
う
の
は
般
若
の
空
思
想
の
悪
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
雪
寳
の

明
暗
思
想
は
決
し
て
空
思
想
で
は
な
い
。

「
誰
共
澄
潭
照
影
寒
」

は
転
句
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
起
承
の
二
句
も
う
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
誰
と
共
に
か
」

「
影
を
照
し
て
」
が
大
切
な

と
こ
ろ
で
、
起
承
の
二
句
で
本
則
の
陸
亘
大
夫
批
判
を
し
て
形
而

上
学
を
実
践
哲
学
に
移
行
せ
し
め
た
が
、
転
結
の
句
で

「夢
の
如

く
に
相
似
た
り
」
と
云

っ
た
南
泉
の
境
界
を
頗
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
夢
の
如
く
で
な
い
、
つ
ま
り
正
覚

の
境
界
で
あ
る
。

「夢
の
如
く
に
相
似
た
り
」
と
云

っ
た
南
泉
の
、
恰
も
月
下
の
澄

潭
を
見
る
よ
う
な
ぞ

っ
と
膚
に
粟
を
生
ず
る
如

き
徹
見
は
何
に
由

来
す
る
か
と
学
人
を
把
住
し
て
頬
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
裏
に
は
、
誰
と
共
に
か
は
雪
寳
自
ら
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
雪
費
自
ら
認
識
実
践
の
概
念
か
ら
そ

の
実
践
に
移
行
し

て
、
個
我
を
没
し
た
所
か
ら
自
我
と
他
我

(雪
費
自
身
と
南
泉
)

が
共
通
の
世
界
を
認
識
し
、
共
有
す
る
こ
と
の
経
験
を
頒
し
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
明
暗
双
双
底
の
所
な
の
で

あ
る
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
五
十

一
則
の
頬
で
く
わ
し
く
述

べ
る
が

以
上
解
明
し
た
如
く
、
こ
の
頬
の

一
句

一
句
が
認
識
実
践
の
端
的
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を
表
現
し
な
が
ら
起
承
転
結
と
体
験
の
と
こ
ろ
を
ふ
み
は
ず
す
こ

と
な
く
移
行
し
て
、
体
験
の
も

つ
性
格
を
あ
ま
す
所
な
く
こ
の
七

言
絶
句
に
お
さ
め
た
所
は
さ
す
が
で
あ
る
。

五
十

一
則

雪
峰
是
什
慶

本
則
、
挙
。
雪
峰
住
庵
時
。
有
両
僧
来
礼
拝
。
峰
見
来
。
以
手

托
庵
門
。
放
身
出
云
。
是
什
腰
。
僧
亦
云
。
是
什
腰
。
峰

低
頭
帰
庵
。
僧
後
到
巌
頭
。
頭
問
。
什
腰
処
来
。
僧
云
。

嶺
南
来
。
頭
云
。
曽
到
雪
峰
腰
。
僧
云
。
曽
到
。
頭
云
。

有
何
言
句
。
僧
挙
前
話
頭
云
。
他
道
什
慶
。
僧
云
。
他
無

語
。

低
頭
帰
庵
。

頭

云
。

憶
我
当
初
悔
不
向
他
道
末
後

句
。
若
向
伊
道
天
下
人
不
奈
雪
老
何
。
僧
至
夏
未
。
再
挙

前
話
請
益
。
頭
云
。
何
不
早
間
。
僧
云
。
未
敢
容
易
。
頭

云
。
雪
峰
難
与
我
同
条
生
。
不
与
我
同
条
死
。
要
識
末
後

句
。
ロハ這
是
Q

頬
、
末
後
句
。
為
君
説
。
明
暗
双
双
底
時
節
。
同
条
生
也
共
相

知
。
不
同
条
死
還
殊
絶
。
還
殊
絶
。
黄
頭
碧
眼
須
甑
別
。

南
北
東
西
帰
去
来
。
夜
深
同
看
千
巌
雪
。

こ
こ
で
は

一
章
に
述
べ
た

「
3
、
認
識
の
超
越
性
」
を
主
と
し

て
考
察
す
る
わ
け
で
あ
る
。
先
ず
巌
頭
の
云

っ
た

「
錐
与
我
同
条

生
」

と

「不
与
我
同
条
死
」
の
こ
の
二
句

一
対
で
認
識
行
為
の
指

示
概
念
を
示
し
て
い
る
。
即
ち

「
錐
与
我
同
条
生
」
は
雪
寳
が
顛

し
て
い
る
如
く
共
相
知
底

で
あ
り
、
主
客
対
立
の
認
識
を
表
し
、

明
を
示
し
、

「
不
興
我
同
条
死
」
は
雪
寳

の
還
殊
絶
底
で
、
主
客

別
な
き
純

一
認
識
を
表
し
、
暗
を
示
す
。
さ
て
こ
れ
ら
の
指
示
の

概
念
か
ら
実
践

の
立
場
に
移
行
す
る
時
、
こ
れ
が
末
後
の
句
を
知

る
こ
と
で
あ
り
、
認
識
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
実

践
は
何
者
の
実
践

で
も
な
く
、

「
只
這
是
」

と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
明
も
暗
も
否
定
で
な
く
実
践
に
移
行
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
共
に
認
識
実
践
上
に
あ
り
、
そ
れ
故
明
暗
双
双
底
と
い
う

の
で
あ
る
。

「
黄
頭
碧
眠
須
甑
別
」
は
同
条
生
の
所
、

「
南
北
東

西
帰
去
来
」
は
同
条

に
死
せ
ず
の
共
に
概
念

の
世
界
で
あ
り
、
そ

の
概
念
か
ら
実
践
に
移
行
し
て
自
我
と
他
我

が
共
通
の
世
界
を
認

識
し
、
共
有
す
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
即
ち
認
識
の
超
越
性
そ
の

も
の
を
確
実
に
直
接
認
識
す
る
こ
と
が

「夜
深
同
看
千
巌
雪
」
で

あ
る
。


