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狗
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仏
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現
代
日
本
の
禅
思
想
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
文
献
的
素
材
と
な
る
の
は
公
案
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
専
門
道
場
の
室
内
で

扱

っ
て
い
る
公
案
を
、
そ
の
ま
ま
資
料
と
し
て
公
開
の
場
に
発
表
す
る
こ
と
は
決
し
て
良
い
こ
と
と
は
い
わ
れ
ぬ
。
と
い
っ
て
も
過
去
に

お

い
て
大
正
五
年
、

『
現
代
相
似
禅
評
論
』
と
い
う
書
名
で
既
に
公
案
禅
の

一
部
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
資
料
と
し
て
現

代

の
臨
済
禅
思
想
の
研
究
を
展
開
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
今
ま
で
殆
ん
ど
誰
も
手
を
着
け
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
そ
れ
は

何
故
か
、
こ
れ
は
筆
者
の
推
論
で
あ
る
が
、
白
隠
以
来
の
公
案
禅
の

一
部
が
今
ま
だ
あ
る
程
度
生
き
て
お
り
、
そ
れ
を
犯
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
宗
教
的
な
良
心
の
よ
う
な
も
の
が
、
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
在
の
臨
済
禅
に
お
け
る
公
案
体
系
は
、
そ
れ

の
み
で
は
禅
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
専
門
道
場
の
き
び
し
い
生
活
体
験
と
相
埃

っ
て
始
め
て
価
値
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

と

い
っ
て
現
在
の
公
案
体
系
が
何
の
反
省
も
さ
れ
ず
、
今
ま
で
の
ま
ま
で
良
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
は
真
面
目
な
師
家
方
に
よ

っ
て
公

案
体
系
の
全
面
的
な
見
直
し
、
大
改
革
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
た
だ
筆
者
に
は
全
面
的
な
検
討
を
す
る
力
量
は
到
底
な

い
の
で
そ
の
基
礎
的
な

一
部
分
に
問
題
提
起
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。
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二

筆
者
は
か

っ
て

『
公
案
禅
の
諸
問
題
』
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
、
現
代
の
公
案
禅
を
弁
護
し
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
論
理
的
に
あ

ま
り
明
噺
と
は
い
い
難
い
う
し
ろ
め
た
さ
と
共
に
、

『無
門
関
』
第

一
則

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
に
関
し
て
は
特

に
歯
切
れ
の
悪
さ
に
後

悔
を
残
し
て
き
た
。
そ
の
最
も
大
き
な
原
因
は

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
に
は
、
元
来
趙
州
和
尚
に
よ

っ
て
禅
の
本
質
的
な
も
の
が
語
ら
れ

て
い
る
事
実
と
、
そ
れ
が
宋
代
に
な

っ
て
接
化
の
手
段
、
修
行
者
を
導
く
方
便
、
方
法
論
と
し
て
利
用
さ
れ
き
た
事
実
と
が
混
同
さ
れ
て

い
る
現
状
を
明
確
に
し
な
か

っ
た
こ
と
に
あ
る
。

『無
門
関
』
に
は
江
戸
時
代
の
注
釈
書
や
明
治
か
ら
現
代
ま
で
多
く
の
提
唱
本
が
見
ら

れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
人
は
皆
無
で
あ
る
。
唯
わ
ず
か
に
我
が
大
学
時
代
の
恩
師
、
故
坂
本
静

一
氏

の
み
が

「禅
哲
学
講

義
」
で
そ
の
事
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
筆
者
の
ノ
ー
ト
か
ら
掲
出
し
て
み
た
い
。

し

も

…
…
そ
こ
で
こ
う
し
た
無
字
の
公
案
の
背
景
と
も
な
る
べ
き
有
無
の
問
答
を
止
揚
し
て

「趙
州
云
く
無
」
で
無
字
を
祇
磨
に
挙
せ
よ

と
し
て
、
有
無
を
絶
す
る
無
を
手
に
入
れ
る
の
が
禅
門
の
全
提
正
令
と
し
た
の
で
あ
り
、

『無
門
関
』
の
著
者

は
自
分
が
無
字
に
参
じ

た
経
験
か
ら
こ
れ
を
著
書
の
第

一
則
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
既
に
無
門
慧
開
以
前
か
ら
有
無
の
問
答
を
省
略
し

て
無

の

一
字
を
提
示
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
公
案
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
学
人
を
し
て
無
に

一
切
の
手
係
り
を
も
た
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
無

し

も

こ

を
思
惟
の
対
象
と
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
既
に
こ
れ
を
思
惟
の
対
象
と
せ
ず
、
し
か
も
只
歴
に
挙
せ
よ
と
い
う

か
ら
に
は
学
人
の
前

に
残
さ
れ
た

一
途
は
、
世
間
で
よ
く
い
う

「無
忙
成
り
き
る
」
こ
と
し
か
な
い
。
学
人
は

「無
1
つ
」

「無
1

つ
」
と
こ
の
無
の

一
念

に
つ
い
て
精
神
を
集
中
さ
せ
る
。
無
字
は
い
わ
ば
精
神
統

一
の
方
法
と
な

っ
た
。
精
神

の
統

一
は
む
つ
か
し
い
け
れ
ど
も
、
不
可
能
で

は
な
い
。
万
事
を
放
擁
し
て
十
二
時
中
、
,無
字
を
挙
し
て
い
れ
ば
、
必
ず
や
無
と

一
枚

の
無
に
な
り
き

っ
た
経
験

は
誰
に
で
も
生
ず
る

も
の
で
あ
る
。
無
字
は
い
わ
ば
禅
定
の
役
目
を
果
す
も
の
で
、
そ
こ
で
禅
門

で
は
い
つ
の
間
に
か
無
字
が
壁
頭
、
学
人
に
課
せ
ら
れ
る

習
慣
と
な

っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

こ
の
意
味
に
於
て
無
字

の
公
案
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も



禅
定
的
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
無
字
に
な
り
き
り
乾
坤
只
だ
無
の

一
字
と
な

っ
た
境
地
、
無
概
念
の
境
地
に
誘
導
す

る
こ
と
は
比
較
的

容
易
で
も
、
そ
の
境
地
の
中
に
於
て
働
き
出
る
も
の
、
即
ち
そ
の
自
性
を
覚
知
す
る
の
で
な
け
れ
ば
見
性
は
成
就
し
な
い
。

近
来
無
字
を
透
過
せ
り
と
称
す
る
者
が
、
無
字
と

一
枚
の
経
験
を
得
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
働
き
出
る
自
性
の
覚

知

を
欠
き
、
従

っ
て
表
現
さ
れ
る
わ
が
も
の
と
し
て
の
語
が
な
く
、
単
に
数
百
年
来
踏
習
し
た
無
意
味

の
語
を
出

し
、
自
己
が
無
と
同

体

な
る
こ
と
を
説
明
す
る
ば
か
り
で
、
こ
れ
で
公
案
は
透
過
し
た
り
と
許
さ
れ
て
も
遂
に
新
自
我
に
憧
着
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
新
風

光

に
接
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
に
無
字
の
公
案
の
い
わ
ば
限
界
が
あ
ゐ
と
い
え
る
。

こ
の
講
義
は
公
案
と
い
う
の
が
主
題
に
な

っ
て
い
允
の
で
、

「趙
州
無
字
」
の
原
典
で
あ
る

『趙
州
語
録
』
に
お
け

る

「狗
子
無
仏
性

の
話
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
が
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
残
念
で
あ

っ
た
。
し
か
し
公
案
と
し
て
の

「狗
子
無
仏
性

の
話
」
に
は
限
界
が

当
来

し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
指
示
さ
れ
た
功
績
は
大
き
い
。
こ
の
方
便
化
し
た

「狗
子
無
仏
性
」
の
公
案
を
臨
済
宗

の
中
で
古
来
誰
も

批
判
し
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「狗
子
無
仏
性
」
の
話
が
公
案
化
さ
れ
た
初
期
の
頃
で
、
ま
た
最
も
盛
ん
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

一

一
〇
〇
年
代
の
中
国
で
既
に
批
判
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

三
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筆
者
が
こ
の
論
文
で
主
張
し
た
い
要
点
は
、
原
典
の
『
趙
州
語
録
』
に
お
け
る

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
と
、
『無
門
関
』
第

一
則
に
代
表

さ
れ

る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
公
案
化
さ
れ
た

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
は
全
く
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来

こ
の
相
違
を
明
確
に

し
な
か

っ
た
た
め
に
、
ま
ず

『
無
門
関
』
第

一
則
の
解
釈
を
ふ
ま
え
て

『
趙
州
語
録
』
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
間
違

い
を
人
々
は
犯
し
て

来

た
し
、
更
に

「
有
で
も
な
け
れ
ば
無
で
も
な
い
無
」
と
い
う
固
定
観
念
を
造
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
古
則
、
問
答
商
量
を
推
理

　

し
よ
う
と
す
る
最
も
良
く
な
い
態
度
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
・と
も
あ
れ
、
ま
ず

『
趙
州
語
録
』
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



狗 子無仏性の話をめ ぐって12

悶
、
狗
子
還
有
仏
性
也
無
。
師
云
、
無
。
学
云
、
上
至
諸
仏
、
下
至
蜷
子
、
皆
有
仏
性
。
狗
子
為
什
歴
無
。
師

云
、
為
伊
有
業
識
性
在
。

く

し

か
え

な

か
み

し
も

あ

り

問
う
、

「狗
子
に
還

っ
て
仏
性
有
り
や
」
師
云
く
、

「無
し
」
学
云
く
、

「上
は
諸
仏
に
至
り
下
は
蜷
子
に
至
る
ま
で
、
皆
な
仏
性
あ

な

ん

か
れ

ご
つ
し
き
し
よ
う

た
め

り
。
狗
子
に
什
歴
と
し
て
か
無
き
」
師
云
く
、

「伊
に
業
識
性
の
有
る
在
る
が
為
な
り
」

こ
れ
が

『
趙
州
語
録
』
に
お
け
る

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
の
全
文
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
馬
祖
下
の
興
善
惟
寛

(七
五
五
ー
八

一
七
)

が
狗
子
仏
性
の
問
答
を
し
て
お
り
、
以
後
に
は
宏
智
正
覚

(
一
〇
九

一
ー

=
・五
七
)
の
広
録
に
趙
州
狗
子
無
仏
性

の
話
に
有
仏
性
が
加

え
ら
れ
る
が
、
ζ
れ
ら
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
今
は
あ
く
ま
で
趙
州
従
論

(七
七
八
-
八
九
七
)
の
残
し
た
言
葉
と
し
て

最
も
信
用
度
の
高
い

『
趙
州
語
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
基
本
的
な
問
題
か
ら
入

っ
て
ゆ
く
が
、

「狗
子
に
還

っ
て
仏
性
あ
り
や
」
と
い
う
僧

の
質
問
に
対
し
て
趙
州

の
答
え
た

「無
」
は

な

む

む

「無
し
」
で
あ

っ
て
、
有
無
を
超
え
た

「
無
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
有
無
を
超
え
た

「無
の

一
字
」
と
い
う
捉
え
方
は

恐
ら
く
五
祖
法
演

(?
1

=

〇
四
)
に
始
ま
り
、
大
慧
宗
呆

(
一
〇
八
九
ー

一
一
六
三
)
に
至

っ
て
最
も
そ
の
隆
盛
を
見
る
が
、
無
門

慧
開

(
一
一
八
三
-

一
二
六
〇
)
の
著

『
無
門
関
』
が
開
板
さ
れ
て
か
ら
は
、

「
無
の

一
字
」
の
み
を
特
別
扱
い
を
す
る
見
方
が
随
分
固

あ

定
化
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

『
趙
州
語
録
』
に
お
け
る
こ
の
話
を
読
む
限
り
に
於
て
は
、
僧
が

「狗
子
に
仏
性
が
有
る
か
」
と

　よ

　

　

　

　

　

い
う
質
聞
に

「無
い
」
と
答
え
た
の
で
あ
り
、

「有
る
か
」
に
対
す
る

「無
い
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
僧
の
次

の
質
問
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
。

「上
は
諸
仏
か
ら
下
は
ア
リ
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
仏
性
が
有
り
ま
す
。
犬
に
は
ど
う
し
て
無

い
の
で
す

か
」
若
し
趙
州
の
「無
」

む

が
、
有
無
を
超
え
た

「
無
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
僧
の
次
の
質
問
が
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
僧
の
質
問

に
対
す
る
次
の
趙
州

の
答
え
、

「彼
に
業
識
性
が
あ
る
か
ら
だ
」
も
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

『無
門
関
』
で
は

「無
字
」
以
下
を
切
り
捨
て
た
の
だ
と
い

え
る
。
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四

次

に
こ
の
話
を
読
ん
で
当
然
起

っ
て
く
る
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
自
身
が
根
本
の
問
題
で
あ
る
筈
の
宗
教
問
題
に
、
何
故
犬
が
話

題
に
な

っ
た
の
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
こ
に
犬
が
居
合
わ
せ
た
か
ら
と
い
う
様
な
簡
単
な
理
由

で
は
決
し
て
な

い
。
趙
州
や

そ
の
師
の
南
泉
普
願

(七
四
八
i
八
三
四
)
の
語
録
を
し

っ
か
り
読
ん
で
い
れ
ば
、
そ
の
中
で
動
物
が
出
て
来
た
時
は
、
決
ず
と
い
っ
て

良
い
程
、
そ
れ
は
異
類
中
行
に
関
係
し
て
い
る
事
に
気
が
付
く
筈
で
あ
る
。
従

っ
て
異
類
中
行
と
い
う
事
は
、
南
泉
、
趙
州
の
両
語
録
を

通
じ
て
際
立

っ
た
特
徴
の

一
つ
と
い
え
る
。
異
類
中
行
と
い
う
の
は
難
解
の
語
で
あ
る
が
、
曹
山
本
寂

(八
四
〇
1
九
〇

一
)
が
そ
の
語

録
の
中
で

「四
種
異
蜘
」
と
い
い
、
異
類
中
行
を
四

っ
に
分
類
な
ど
し
て
か
ら
必
要
以
上
に
難
解
に
な

っ
た
感
が
あ
る
。
ま
ず

『
南
泉
語

⑤
要
』

で
は

此
物
不
是
凡
聖
、
不
是
愚
智
、
強
喚
作
愚
智
。
本
不
是
名
字
、
不
得
道
著
、
道
著
則
頭
角
生
、
喚
作
如
如
早
是
変
。
兄
弟
直
須
向
異
類

中
行
始
得
、
大
難
大
難
。

此

の
物
は
是
れ
凡
聖
に
あ
ら
ず
、
是
れ
愚
智
に
あ
ら
ず
、
強
い
て
喚
ん
で
愚
智
と
作
す
の
み
。
本
と
是
れ
名
字
に
あ
ら
ず
、
道
著
す
る

こ
と
を
得
ず
、
道
著
せ
ば
則
ち
頭
角
生
ず
、
喚
ん
で
如
如
と
作
せ
ば
早
く
是
れ
変
ぜ
り
。
兄
弟
、
直
に
須
ら
く
異
類
中
に
行
い
て
始
め

て
得
べ
し
。
大
い
に
難
し
大
い
に
難
し
。

異
類
と
い
う
の
は
四

つ
足
の
動
物
を
い
う
。
だ
か
ら

一
応
文
字
の
上
で
は
異
類
中
行
と
は
動
物
の
中
に
行
く
と
い
う

こ
と
で
、
結
局
は

動
物

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
四
つ
足
の
動
物
に
人
間
が
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
死
ん
で
輪
廻
転
生
し
、
来
生
で
畜

生
に
生
れ
変
る
と
い
う
こ
と
で
、
古
来
印
度
か
ら
仏
教
に
至
る
ま
で
こ
の
思
想
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し

か
し
人
間
が
前
生
の
業
、
あ
る
い
は
現
生
の
業
に
よ

っ
て
六
道
輪
廻
す
る
と
い
う
思
想
は
、
現
代
の
日
本
人
の
感
覚
か
ら
は
あ
ま
り
に
も

か
け
離
れ
て
い
る
の
で
、
仏
教
を
学
ぶ
人
々
に
も
こ
の
事
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
対
象
が
禅
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ

る
。
元
来
禅
だ
け
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は
輪
廻
転
生
と
無
縁
で
あ

っ
た
筈
が
、
そ
う
す
っ
き
り
と
は
な
か
な
か
し
て
い
な
い
。
唐
代
の
禅
語
録
を
読
め
ば
、

こ
の
事
は
考
察
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
る
予
定
で
あ
る
。

と
に
か
く
当
時
の
仏
教
の
目
的
、
あ
る
い
は
禅
の
目
的
は
何
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
の
第

一
は
六
道
輪
廻
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
で
あ

っ

た
。
昔
の
求
道
者
が
き
び
し
い
戒
律
を
守
り
得
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恐
し
い
六
道
輪
廻
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
出
家
と
い
う
事
が
ま
ず
其
処
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
南
泉
は
輪
廻
を
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と
す

る
か
ら
自
由
が
な
い

ゆ

の
だ
、
自
ら
輪
廻
に
飛
び
込
め
と
い
う
の
で
あ
る
。

『景
徳
伝
燈
録
』
南
泉
章
に
次

の
如
く
見
ら
れ
る
。

第

一
座
間
、
和
尚
百
年
後
向
什
磨
処
去
。
師
云
、
山
下
作

一
頭
水
粘
牛
去
。
僧
云
、
某
甲
随
和
尚
去
還
得
也
無
。
師
云
、
汝
若
随
我
、

即
須
街
取

}
茎
草
来
。

い

ず

れ

す
い

こ

ぎ
き
う

な

第

一
座
間
う
、

「和
尚
百
年
後
、
什
歴
の
処
に
か
去
る
」
師
云
く
、

「山
下
の

一
頭
の
水
拮
牛
と
作
り
去
ら
ん
」
僧
云
く
、

「某
甲
、

和
尚
に
随
い
去
ら
ん
に
還

っ
て
得
ん
や
」
師
云
く
、
汝
若
し
我
れ
に
随
わ
ば
、
即
ち
須
ら
く

一
茎
草
を
街
取
し
来

る
べ
し
」

す
べ
て
の
仏
教
徒
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
輪
廻
転
生
に
、
こ
の
よ
う
に
真

っ
向
か
ら
ぶ
っ
つ
か

っ
て
ゆ
き
、
か
え

っ
て
輪
廻
思
想
を
乗

っ

取

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
商
量
は
、
お
そ
ら
く
南
泉
が
始
め
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
禅
風
は
趙
州
に
し

っ
か
り
と
受
け

つ
が

れ
る
。
そ
の
継
承
的
な
商
量
が

「南
泉
斬
猫
の
話
」
で
あ
る
と
筆
者
は
理
解
す
る
。

五

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
自
然
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
趙
州
の
会
下
で
は
輪
廻
転
生
を
ど
の
よ
う
に
突
破
す
る
か
が
大
問
題
と
な

っ

て
い
た
の
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
趙
州
に

「
狗
子
に
仏
性
あ
り
や
」
と
た
ず
ね
た
僧
は
、
若
し
自
分
が
現
生
の
業
に
よ

っ
て

来
生
犬
に
生
れ
変

っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
切
実
な
問
題
を
か
か
え
て
い
た
の
に
相
違
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
真
剣
な
禅
の
問

答

に
、
犬
の
事
な
ど
問
題
に
す
る
筈
が
な
い
。
し
か
し
質
問
者

で
あ
る
僧
に
は
南
泉
や
趙
州
の
高
度
な
異
類
中
行
と

い
う
精
神
を
未
だ
理
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解
し
て
い
な
か

っ
た
。
即
ち
若
し
犬
に
仏
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
が
た
と
い
輪
廻
転
生
し
て
犬
に
生
れ
変

っ
た
と
し

て
も
成
仏
出
来
る

な

で
は
な
い
か
と
云
う
期
待
を
持

っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
趙
州
の

「
無
し
」
と
い
う
答
え
は
、
そ
う
い
う
甘
え
を
厳
し
く

断
ち

切

っ
た
も
の
で
あ
り
、

「有
り
」
に
対
す
る

「
無
し
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
僧

の
甘
え
は
未
だ
つ
づ
く
。

『浬
葉
経
』
に

よ
れ
ば
犬
に
仏
性
が
あ
る
筈
で
は
な
い
か
と
迫
る
。
趙
州
は
そ
ん
な
こ
と
は
疾

っ
く
に
承
知
で
あ
る
。
経
典
と
い
う
も

の
は
、
ど
う
す
れ

ば
六

道
輪
廻
か
ら
救
わ
れ
る
か
と
い
う
大
宣
伝
を
連
ね
た
も
の
で
あ
り
、
異
類
中
行
は
敢
え
て
そ
れ
に
逆
ら
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
趙
州

は
再

び
そ
の
僧
を
突
き
は
な
す
。
犬
は

(四
つ
足
の
動
物
は
す
べ
て
)
前
生
の
業
に
よ

っ
て
犬
に
な

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
仏
性
な
ど
無
い

の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

趙
州
の
答
え
の

「業
識
性
」
と
い
う
言
葉
を
従
来

「惜
し
い
、
欲
し
い
、
憎
い
、
か
わ
い
い
な
ど
と
い
う
迷
い
の
性
質
」
な
ど
と
い
う

　

注
釈
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
軽
い
意
味
で
は
な
い
。
南
泉
、
趙
州
の
異
類
中
行
の
精
神
を
背
景
に
こ
の
問
答
を
考
え
る
時
、

「業

識
性
」

は
絶
対
に
浮
か
ば
れ
な
い
、

救
わ
れ
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
い
業
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
趙

州
が
取
り
上
げ
た

「
業
識
性
」
は
趙
州
の
思
想
背
景
が
あ

っ
て
の
上
の
事
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
大
關
提
と
考
え
る
。

問
、
如
何
是
大
關
提
底
人
。
師
云
、
老
僧
答
弥
、
還
信
否
。
云
、
和
尚
重
言
、
那
敢
不
信
。
師
云
、
覚
箇
閲
提
人
難
得
。
(『趙
州
語
録
』
)

問
う
、

「
如
何
な
る
か
是
れ
大
閾
提
の
人
」
師
云
く
、

「老
僧
、
祢
に
答
え
ん
、
還

っ
て
信
ず
る
や
」
云
く
、

「和
尚
、
重
ね
て
い
う
、

那
ん
ぞ
敢
え
て
信
ぜ
ざ
る
」
師
云
く
、

「箇
の
閾
提
人
を
寛
む
る
に
得
難
し
」

こ
の
聞
提
人
と
い
う
言
葉
は
ま
た
難
解
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
「成
仏
し
な
い
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

「成
仏
し
な
い
人
」

と
い

っ
て
も
、
極
悪
人
で
成
仏
出
来
な
い
人
の
場
合
と
、

一
切
衆
生
が
成
仏
す
る
ま
で
み
ず
か
ら
成
仏
し
な
い
と
い
う
菩
薩
を
い
う
場
合

み
ず

と
二
通
り
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
。
た
だ
自
か
ら
積
極
的
に

「成
仏
し
な
い
」
と
い
う
方
向
に

ゆ

相
違
な
い
。
曹
山
本
寂
が

「如
何
な
る
か
是
れ
大
閲
提
の
人
」
と
い
う
問
に

「業
を
催
れ
ず
」
と
答
え
て
い
る
が
、
こ
の

「業
を
催
れ
ず
」

を
大
変
高
い
意
味
で
と
ら
え
た
も
の
が
趙
州
の
大
閲
提
人
で
あ
る
と
筆
者
は
受
け
取
る
。
故
に
趙
州
が

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
の
中
で
更
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一
つ
云
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
若
し
質
問
者
の
僧
が
、
南
泉
の
い
う
異
類
中
行
を
念
頭
に
置
い
て

質

問
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
若
し
自
か
ら
進
ん
で
犬
に
輪
廻
転
生
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば

(異
類
中
行
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
)

ど
こ
か
で
い
つ
か
成
仏
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
、
甘
え
を

}
切
捨

て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
1、

『
無
門
関
』
第

一
則
の
公
案
を
透
過
し
た
者
は
、
次

に

「業
識
性
」
の
公
案
化
さ
れ
た
も
の
を
課
せ
ら
れ
、
続
い
て

「狗
子
有
仏
性
の

話
」
の
公
案
を
課
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
白
隠
下
の
公
案
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
今
日
の
臨
済
宗
の
公
案
禅
と
し
て
は

「
趙

州
狗
子
有
仏
性
の
話
」
は

「狗
子
無
仏
性
の
話
」
に
次

い
で
二
次
的
な
テ
キ
ス
ト
扱
%
を
受
け
て
い
る
・
こ
の
こ
と

の
良
し
悪
し
は
別
と

し
て
、
こ
の
二
つ
の

「話
」
の
歴
史
的
経
緯
を
考
察
し
て
み
る
べ
き
必
要
が
あ
る
。

「趙
州
狗
子
有
仏
性
の
話
」
が
問
答
形
態
の
型
を
整

え

て
文
章
と
な

っ
た
最
も
古
い
出
典
と
し
て
は

『
宏
智
広
録
』
の
小
参
と
類
古
に
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

僧
問
趙
州
、
狗
子
還
有
仏
性
也
無
。
州
云
、
有
。
僧
云
、
為
甚
撞
入
者
箇
皮
袋
。
州
云
、
為
他
知
而
故
犯
。
又
僧

問
、
狗
子
還
有
仏
性

也
無
。
州
云
、
無
。
僧
云
、

一
切
衆
生
皆
有
仏
性
、
為
甚
狗
子
却
無
。
州
云
、
為
他
有
業
識
在
。

な

僧
、
趙
州
に
問
う
、

「狗
子
に
還

っ
て
仏
性
有
り
や
」
州
云
く
、

「有
り
」
僧
云
く
、

「甚
ん
と
し
て
か
者
箇
の
皮
袋
に
撞
入
す
る
」

か
れ

こ
と
さ
ら

州

云

く

、
他

、

知

っ
て

故

に
犯

す

が

為

な

り

」

又

た
僧

問

う

、

「
狗

子

に

還

っ
て
仏

性

有

り

や
」

州

云

く

、

「
無

し
」

僧

云

く
、

二

な

切
衆
生
、
皆
仏
性
有
り
、
甚
ん
と
し
て
か
狗
子
に
却

っ
て
無
き
や
」
州
云
く
、
他
に
業
識
有
る
在
る
が
為
な
り
」

こ
こ
で

「狗
子
有
仏
性
の
話
」
が
真
に
趙
州
の
言
葉

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
は
や
は
り
異
類
中
行
を
背
景
と
し
て
成
り
立

っ
て

い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
た
だ
し
趙
州
が

「無
し
」
と
い
っ
た
同
じ
次
元
で
こ
こ
の

「有
り
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。
あ
ま
り
に

こ
と
さ
ら

み
ず

 も
う
ま
く
整
い
過
ぎ
る
の
で
妙
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
、

「
知

っ
て

故

に
犯
す
」
と

い
う
の
は
、
明
ら
か
に
自
か
ら
輪
廻
転
生
の
中
に
飛

び
込
ん
で
ゆ
く
異
類
中
行
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
い
う
と
異
類
中
行
の
実
践
で
な

っ
た
動
物
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
性
が
あ
り
、

(た
と
え
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ば
南
泉
や
濾
山
の
水
粘
牛
な
ど
)
そ
う
で
は
な
く
、
消
極
的
に
業
に
引
き
ず
ら
れ
て
輪
廻
転
生
し
た
動
物
に
は
仏
性
が
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
筆
者
の
こ
の
理
解
は

「趙
州
狗
子
の
話
」
が
公
案
化
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、

「狗
子
有
仏
性
の
話
」
が
付
加
さ
れ

て
い
る
か
い
な
い
か
で
宗
派
の
禅
風
の
個
性
も
ま
た
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

「
趙
州
狗
子
有
仏
性
の
話
」

が
完
備
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
最
も
古
い
出
典
が

『
宏
智
広
録
』

で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

こ
の

㈲

「話
」
が
断
片
的
な
形
で
見
ら
れ
る
の
は
も
う
少
し
遡
る
。

『禅
門
拮
頒
集
』
の

「趙
州
狗
子
仏
性
の
話
」
に
つ
い
て
は

『宏
智
広
録
』

㊥

と
同

じ
テ
キ
ス
ト
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
章
に
広
霊
希
祖
の
上
堂
が
掲
げ
ら
れ
、

修
山
主
の
問
答
が

引
か
れ
て
そ
れ

に

「州
云
く
有
」

と
「知
而
故
犯
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
修
山
主
と
い
う
人
は
龍
済
紹
修
と
い
い
、
羅
漢
桂
深
の
法
嗣
で
あ
る
か
ら
法
眼
文

益
と
法
の
兄
弟
に

な
る
。
こ
の
資
料
が
信
用
出
来
る
も
の
と
す
れ
ば
、
西
暦
九
百
年
前
後
に
は

「趙
州
狗
子
有
仏
性
の
話
」
が
あ

っ
た
事

に
な
る
。
ま
た
同

㈲

じ

『
禅
門
拮
頗
集
』
に
は
投
子
義
青
下
の
大
洪
報
恩

(
一
〇
五
八
1

一
一
一
一
)
の
類
古
が
あ
り
、
頒
の
内
容
か
ら
見
る
と

「有
仏
性
、

む

の

な

な

無
仏
性
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
宏
智
よ
り
約
四
十
年
先
輩
に
な
る
。

『禅
門
拮
頗
集
』
で
は
そ
の
他
、
智
海
本
逸
、
円
通
法
秀
、
本
覚
守

繭
が
そ
れ
ぞ
れ

「有
仏
性
、
無
仏
性
」
に
わ
た
っ
て
頗
古
を
作

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
雲
門
宗
で
あ
る
。
そ
し
て

「
無
仏
性
」
の
み
の

.

頒
古
は
真
浄
克
和

五
祖
法
獅

大
慧
宗
㌔

無
示
介
醸

密
庵
威
騒

等
で
臨
済
宗
に
属
す
る
・
今
記
述
し
た
も
の
は

『
禅
門
拮
頒
集
』

に
掲
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
明
ら
か
に
禅
風
の
分
離
が
見
ら
れ
る
。
即
ち

「有
仏
性

.
無
仏
性
」
を
ふ
ま
え

て
い
る
の
が
曹
洞
宗

・
雲
門
宗

つ
ま
り
青
原
系
の
人
々
で
あ
り
、

(大
愚
守
芝
の
み
は
例
外
)

「無
仏
性
」
の
み
を
題
し
て
い
る
の
が
臨

済
宗

の
人
々
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
南
宋
か
ら
元
初
に
か
け
て
臨
済
宗
の
系
統
の
語
録
を
し
ら
べ
て
み
た
が
、
や
は
り
そ
の
殆
ん
ど
は

「
無

仏
性
」
の
み
の
公
案
化
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
を
扱

っ
て
い
る
。
そ
し
て
ち
よ
う
ど
そ
れ
ら
に
最
も
対
立
的
に

「有
仏
性
、
無
仏
性
」
を
完

備
と

い
う
形
で
扱

っ
た
代
表
的
な
も
の
が

『宏
智
広
録
』
の
小
参
、
頗
古
で
あ
り
、
少
し
年
代
が
下

っ
て
そ
れ
を
61
き
継
ぐ
の
が
万
松
行

秀
の

『
従
容
録
』
で
あ
る
。

唐
代
の
禅
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
強
烈
な
個
性
や
独
自

の
禅
風
は
あ

っ
て
も
、
臨
済
宗
と
か
曹
洞
宗
と
い
う
よ
う
に
後

世
み
ら
れ
る
よ
う
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な
系
統
的
な
宗
派
色
と
い
う
も
の
は
殆
ん
ど
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
ひ
そ
れ
が
宗
派
的
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
の
は

一
〇

〇
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
に
お
け
る
修
行
方
法
論
の
相
違
の
論
争
に
ま
で
発
展
す
る
の
は
周
知
の
事

実

で
あ
る
が
、
そ
の
看
話
と
黙
照
と
要
約
化
さ
れ
る
中
に
は
、
実
は
こ
の

「
趙
州
狗
子
の
話
」
の
取
り
扱
い
方
の
相
違
が
厳
然
と
し
て
存

在
す
る
の
で
あ
る
。

七

だ
い
た
い
曹
洞
宗
の
系
統
の
禅
風
に
は
、
無
字

一
本
槍
と
い
う
工
夫
の
仕
方
な
ど
受
け
付
け
ぬ
体
質
が
あ
る
。
そ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
の

が
洞
山
、
曹
山
の
正
偏
五
位
の
宗
旨

で
あ
ろ
う
。

そ
の
思
想
の
根
源
は
石
頭
の

『参
同
契
』

ま
で
遡
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

兎
に
角
、

正
や
偏
に
か
た
よ
ら
ず
、
正
と
偏
が
回
互
不
回
互
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
臨
済
の

「
一
無
位
の
真
人
」
と
い
う
言
葉

が

を
道
元
が
批
判
し
、

「無
位
の
真
人
」
の
み
で
は
駄
目
で

「有
位
の
真
人
」
も
な
け
れ
ば
本
も
の
で
は
な
い
と
説
く
。
道
元
の

『正
法
眼

蔵
」
の
難
解
さ
は
こ
の

「
偏
正
回
互
」
の
入
り
組
み
方
の
複
雑
さ
に
あ
る
。
曹
洞
系
の
禅
に
は
そ
れ
の
み
で
は
な
く
曹
山
の

「四
種
異
類
」

が
影
響
す
る
。
こ
れ
は
筆
者
が

「趙
州
狗
子
の
話
」
を
異
類
中
行
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
傍
証
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

臨
済
系
で

「趙
州
狗
子
の
話
」
を
公
案
化
し
、
最
も
宣
揚
し
た
最
初
の
人
は
や
は
り
五
祖
法
演
で
あ
ろ
う
℃
た
だ
し
法
演
の
場
合
は
テ

鋤

キ

ス
ト
に
は

『趙
州
語
録
』
に
准
じ
た
も
の
を
使
用
し
、

「有
仏
性
」
は
な
い
。

『
五
祖
法
演
禅
師
語
録
』
に
は
次

の
如
く
見
ら
れ
る
。

,上
堂
。
挙
、
僧
問
趙
州
、
狗
子
還
有
仏
性
也
無
。
州
云
、
無
。
僧
云
、

一
切
衆
生
皆
有
仏
性
。
狗
子
為
什
歴
却
無
。
州
云
、
為
伊
有
業

識
在
。
師
云
、
大
衆
弥
諸
人
、
尋
常
作
歴
生
会
。
老
僧
尋
常
只
挙
無
字
便
休
。
弥
若
透
得
這

一
箇
字
、
天
下
人
不
奈
弥
何
、
侮
諸
人
作

歴
生
透
、
還
有
透
得
徹
底
歴
、
有
則
出
来
道
看
。
我
也
不
要
祢
道
有
、
也
不
要
弥
道
無
、
也
不
要
祢
道
不
有
不
無
、
禰
作
歴
生
道
。
珍

重
。

上
堂
。
挙
す
、
僧
趙
州
に
問
う
、

「狗
子
に
還

っ
て
仏
性
有
り
や
」
州
云
く
、

「無
し
」
僧
云
く
、

コ

切
衆
生
、
皆
な
仏
性
有
り
、
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狗
子
什
歴
と
為
て
か
無
き
や
」
州
云
く
、

「伊
に
業
識
有
る
在
る
が
為
な
り
」
師
云
く
、

「
大
衆
、
像
諸
人
、
尋
常
作
麿
生
か
会
す
。

い
か
ん

老
僧
は
尋
常
只
だ
無
字
を
挙
せ
ば
便
ち
休
む
、
弥
若
し
這
の

一
箇
の
字
を
透
得
せ
ば
、
天
下
の
人
、
像
を
奈
何
と
も
せ
ざ
ら
ん
、
弥
諸

人
、
作
歴
生
か
透
ら
ん
、
還

っ
て
透
得
徹
底
す
る
も
の
有
り
や
、
有
れ
ば
則
ち
出
で
来

っ
て
道
い
看
よ
。
我
れ
也

た
弥
が
有
と
道
う
を

要

め
ず
、
也
た
弥
が
無
と
道
う
を
要
め
ず
、
也
た
弥
が
有
な
ら
ず
無
な
ら
ず
と
道
う
を
要
め
ず
、
弥
、
作
磨
生
か
道
わ
ん
。
珍
重
。」

法
演
は
テ
キ
ス
ト
に

一
応

「業
識
」
を
掲
載
は
す
る
が
、
こ
れ
を
既
に
重
要
視
し
て
い
な
い
。

「尋
常
た
だ
無
字
を
挙
す
」
と
か

「這

の

一
箇
の
字

(無
字
)
を
透
得
せ
ば
」
と
か
し
き
り
に

「
無
字
」
の
み
を
強
調
す
る
。
し
か
も
こ
の

「
有
で
も
な
く
無
で
も
な
く
不
有
不

無

で
も
な
い
」
と
い
う
見
方
は
、
後
の
大
慧
や
無
門
な
ど
の
無
字
観

の
根
源
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

㈱

大
慧
宗
呆
は
、
そ
の
著

『
正
法
眼
蔵
』
の
中
、

一
箇
所
に
の
み
、

『
趙
州
語
録
』
か
ら

「業
識
有
る
在
り
」
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ

　

れ
以
外
の

『
大
慧
語
録
』

『大
慧
書
』
に
は
す
べ
て

「無
字
」
の

一
本
槍
で
あ
り
、
そ
の
大
量
の
引
用
に
拘
わ
ら
ず
、

「業
識
」
は
勿
論

「
有
仏
性
」
の
影
も
な
い
。
こ
の
宗
風
が
後
の
無
門
慧
開
の

『無
門
関
』
に
あ
た
え
た
影
響
は
絶
大
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の

一
例
を

『大

慧
語
録
』
の
法
語
か
ら
引
用
し
て
み
た
い
。

僧
問
趙
州
狗
子
還
有
仏
性
也
無
。
州
云
、
無
。
只
這

一
字
、
便
是
断
生
死
路
頭
底
刀
子
也
。
妄
念
起
時
、
但
挙
箇
無
字
、
挙
来
挙
去
、

藩
地
絶
消
息
、
便
是
帰
家
穏
坐
処
也
、
此
外
別
無
奇
特
。

僧
趙
州
に
問
う
、

「狗
子
に
還

っ
て
仏
性
有
り
や
。
」
州
云
く
、

「無
し
」
只
だ
這
の

一
字
、
便
ち
生
死
の
路
頭
を
断

つ
底
の
刀
子
な

り
。
妄
念
起
る
時
、
但
だ
箇
の
無
字
の
み
を
挙
せ
、
挙
し
来
り
挙
り
去

っ
て
蕎
地
に
消
息
を
絶
て
ば
、
便
ち
是
れ
帰
家
穏
坐
の
処
な
り
、

此
の
外
に
別
に
奇
特
な
し
。

こ
の
調
子
で

『大
慧
語
録
』
と

『
大
慧
書
』
合
せ
て

「狗
子
無
仏
性
」
が
四
十
五
回
も
出
て
く
る
。

し
か
し
こ
こ
で
不
思
議
に
思
う
の
は
、
五
祖
法
演
を
師
と
し
、
大
慧
宗
呆
を
法
嗣
に
し
た
円
悟
克
勤

(
一
〇
六
三
1

一
=
二
五
)
に
は
、

そ
の

『
円
悟
語
録
』
や

『碧
巌
録
』
に
は

「
趙
州
狗
子
の
話
が
全
く
見
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
日
本
臨
済
禅

の
源
流
で
あ
る
楊
岐
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方
会

(
九
九
二
ー

一
〇
四
九
)
の
系
統
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
我
が
宗
峰
妙
超
に
至
る
ま
で

「趙
州
狗
子
の
話
」
に
縁
が
極
め
て
薄
い
。
同

じ
円
悟
下
で
も
我
々
の
正
系
に
な
る
虎
丘
紹
隆

(
一
〇
七
七
-

一
=
二
六
)

の
語
録
に
は
全
く
見
ら
れ
ぬ
し
、

そ
の
法
嗣
、

磨
庵
曇
華

㈲

(
一
一
〇
三
-

一
一
六
三
)
に
は
大
慧
批
判
の
語
が
見
ら
れ
る
。

上
堂
。
僧
問
、
大
慧
禅
師
道
、
無
之

一
字
、
是
断
生
死
刀
子
、
還
端
的
也
無
。
師
云
、
急
磨
説
話
、
未
夢
見
趙
州
在
。

上
堂
。
僧
問
う
、
大
慧
禅
師
道
く
、

「無
の

一
字
是
れ
生
死
を
断

つ
刀
子
」
と
、
還

っ
て
端
的
な
り
や
。
師
云
く
、

「悠
歴
の
説
話
、

未
だ
夢
に
も
趙
州
を
見
ざ
る
な
り
」

こ
れ
は
大
慧
の

「趙
州
狗
子
の
話
」
の
用
い
方
、
利
用
の
仕
方
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
が

「無
字
」
の
み
を
摘
出
し
た
公
案
方

㈱

法

に
は
大
慧
下
五
世
の
笑
隠
大
訴

(
=

一八
四
-

一
三
四
四
)
ま
で
そ
の
語
録
中
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。

密
庵
、
松
源
、
運
庵
と
そ
れ
ぞ
れ
の
語
録
に
も

「逡
州
狗
子
の
話
」
の
取
り
上
げ
方
は
極
め
て
少
く
、
虚
堂
智
愚

(
=

八
五
-

一
二

六
九
)
も
た
だ

一
回
、
そ
れ
も
五
祖
法
演
の
法
語
と
し
て
少
し
紹
介
的
に
掲
載
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
法
嗣
で
あ
る
南
浦

紹
明

(
一
二
三
五
ー

=
二
〇
八
)
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
さ
て
い
よ
い
よ
応
燈
関
の
中
心
で
あ
る
宗
峰
妙
超

(
一
二
八
二
ー

一
三
三
七
)

で
あ
る
が
、
彼
に
強
く
影
響
を
あ
た
え
た
雲
門
文
優

(
八
六
四
-
九
四
九
)
と
雪
寳
重
顕

(九
八
〇
1

一
〇
五
二
)

の
各
語
録
に
は

「
趙

州
狗
子
の
話
」
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
次
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
見
ら
れ
る

『碧
岩
録
』

『虚
堂
録
』

『大
応
録
』
に
も
そ
う
い
う
家
風
が

見
ら
れ
な
い
が
、
宗
峰
妙
超
の
語
録
で
あ
る

『大
燈
語
録
』
に
は
め
ず
ら
し
く

『趙
州
語
録
』
か
ら
の

「無
仏
性
の
話
」
が
上
堂
に
見
ら

㈱

㈲

れ
、
ま
た
大
燈
が
撰
ん
だ
公
案
集

『
大
燈
百
二
十
則
』
に
も
そ
の
第
六
則
に
や
は
り

『趙
州
語
録
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
採
択

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
下
語
等
か
ら
推
察
す
る
と
、
大
燈
の
そ
れ
は
大
慧
や
無
門
の
も
の
と
は
家
風
が
違
う
。
た
と
え
ば

『
大
燈
録
』

で

「
…

:
趙
州
云
く
無
し
。
此

の
意
如
何
」
と
い
う
質
問
に

「燭
艘
裏
を
穿
過
す
」
と
答
え
て
お
り
、
異
類
中
行
か
ら
の
見
方
に
近
い
も

の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

「適
州
狗
子
の
話
」
の
歴
史
的
変
遷
、
ま
た
日
本
臨
済
禅
に
至
る
背
景
を
考
察
し
て
み
る
と
、
白
隠
以
後
の

「趙
州
狗
子
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の
話
」
は
、
大
鯨,心と
無
門
ま
で
飛
び
越
え
て
行
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

『葛
藤
集
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、

『
無
門
関
』

の
無
字
に

「業
識

性
」
と

「有
仏
性
の
話
」
を
後

へ
く

っ
つ
け
て
形
だ
け
如
何
に
も
整
え
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
は

『無
門
関
』

の
無
が
、
有
無
の

無
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
事
を
証
し
た
い
、
或
い
は
強
調
し
た
い
が
為
の
小
細
工
の
様
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
白
隠
以
後
の
室
内

(何
処

の
室
内
か
は
不
明
で
あ
る
が
)
を
暴
露
し
た

『
現
代
相
似
禅
評
論
』
の
見
解
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

八

以
上
に
よ

っ
て

「趙
州
狗
子
の
話
」
に
関
す
る
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
、
若
干
気
が
か
り
な
問
題
が
残

っ
て
い
る
。
そ

れ
は

『宏
智
広
録
』
に
見
ら
れ
る

「趙
州
有
仏
性
の
話
」
は
果
し
て
趙
州
の
真
説
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
資
料
的

経
緯
を
今

一
度
ま
と
め
て
み
る
と
、

ま
ず
趙
州
の
語
録
の
最
も
古
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

『
祖
堂
集
』

が
あ
る
が
、

そ
の
趙
州
章
に
は

「狗

子
仏
性
の
話
」
が
な
く
、

『景
徳
伝
燈
録
』
に
も
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
趙
州
の
こ
の
話
と
し
て
は

『古
尊
宿

語
要
』
が
最
も
古

く
、

『古
尊
宿
語
録
』
に
も
同
文
で
掲
載
さ
れ
る
。
続
い
て

『
聯
燈
会
要
』

『
五
燈
会
元
』
に
見
ら
れ
る
が
、

『
宏
智

語
録
』
の
内
容
の

時
代
と
し
て
は
だ
い
た
い

『趙
州
語
録
』
が
出
来
上
る
頃
と
重
な
る
。

「趙
州
有
仏
性
の
話
」
が

『
宏
智
語
録
』
と

『
従
容
録
』
に
の
み

見
ら
れ
、

『趙
州
語
録
』
に
は
勿
論
、
五
燈
の
各
燈
史
に
も
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
、
少
し
異
常
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。

『
趙
州

語
録
』
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
大
慧
や
無
門
の
系
統
に
は

「
業
識
性
」
の
語
が
抜
か
れ
、
逆
に
宏
智
の
系
統
に
は

「有
仏
性
」
が
加
え
ら
れ
て

い
る
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
な
状
況
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『趙
州
語
録
』
に
お
け
る

「狗
子
無
仏
性

の
話
」
を
よ
く
熟

読
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
に
加
え
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し

「業
識
性
」
を
抜
き
取

っ
て
は
決
し
て
な
ら
な
い
と
筆
者

は
思
う
の
で
あ
る
。

注

ω

拙
著

『
大
燈
禅

の
探
求
』
第

一
章
第

三
節
、

一
九
〇
頁
。

こ
の
時

の
筆
老

の
発
想

は
、
日
本
臨
済
禅
を

『無
門
関
』
第
二

則

「無
字

の

公
案
」

の
み
で
推
察
さ
れ
て
は
困

る
と

い
う
立
場

か
ら
で
あ
り
、
そ

の

「無
字

の
公
案
」
も

「
無
」
だ
け
で
は
な
い
と
現
在

の
公
案
禅
を

弁
護
し
て

い
る
が
、
残
念
な
が
ら

「趙
州
狗
子
の
話
」

の
堀
り
下
げ
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方
が
極

め
て
甘

い
。

②

『趙
州
語
録
』
の
最
も
古

い
テ
キ

ス
ト
と
し
て
は
福
州
鼓
山

の
蹟

蔵
主
が
刊
行
し
た

『古
尊
宿
語
要
』

の
中

の

「
趙
州
真
際
禅
師
語
録
」

で
あ

ろ
う
。
今
回
は

『無
著
道
忠
校
写
古
尊
宿
語
要
』

よ
り
引
用
し

た
。
臨
済
禅

の
室
内
で
今
日
挙
掲
せ
ら
れ
る

『
無
門
関
』

の

「無
字

の
公
案
」

で
は
、

趙
州

の
無

で
は
な
く
、

一
般
化
さ
れ
た
無
、
あ
る

い
は
修
行
者
個

々
の
無

と
し

て
取
り
扱

っ
て
い
る
が
、
今

は
そ
う

い

う
公
案
化

し
た
話
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
、
古

　

　

わ

典
を
読
む

立
場

で
、
即
ち
あ
く

ま
で

「
趙
州

の
狗
子
無
仏
性

の
話
」

と
し
て
取

り
扱

っ
て
ゆ
く
。

③

『
景
徳
伝
燈
録
』
巻

七

(台
湾
本

一
二
七
頁
)
興
善
惟
寛

(七

五

五
ー
八

一
七
)
章

問
、
狗
子
還
有
仏
性
否
。
師

云
、
有
。

僧
云
、
和
尚
還
有
否
。
師

云
、
我
無
。
僧
云
、

一
切
衆
生
皆
有
仏
性
馬
和
尚
因
何
独
無
。
師

云
、

我
非

一
切
衆
生
。
僧

云
、
既
非
衆
生
、
是
仏
否
。
師

云
、
不

是
仏
。
僧

云
、
究
寛
是
何
物
。
師
云
、
亦

不
是
物
。
僧

云
、
可
見

可
思
否
。
師
云
、
思
之

不
及
、
議
之
不
得
馬

故
云
不
可
思
議
。

惟
寛

の

「狗
子
仏
性

の
話
」

は
趙
州

の
そ
れ
と
は
や
は
り
随

分
趣
が

違
う
。

こ
の
場
合
、
狗
子
有
仏
性
は
、

出
発
点
が

一
切
衆

生
皆
有
仏

性

に
立

っ
て

ス
タ
ー
ト
が
批
較
的
平
凡
で
あ

る
。
そ
し
て

「我
無
」

か
ら
始
め
て
禅
的

に
な
る
が
、

こ
れ
も

「無

し
」
で
あ

っ
て

「無
」

(
・有
無
を
超
え
た
無
)
で
は
な

い
。

し
か
し
結
局
、

不
是

心
、
不
是

仏
、

不
是
物

の
師

の
馬
祖
禅

へ
と

帰
入
し
て
ゆ
く
、

最
終
的
に
は

'

「
不
可
思
議
」
と

い
う
而
白
く
な
い
表
現
法
を
と
り
、
趙
州

の
家
風

に
批
較
す
れ
ば
個
性
に
と
ぼ

し
い
。

ω
W

大
正
大
蔵
経
第
四
十
七
巻
、

五
三
四
頁
b
五
四
三
頁
b
ま
た
、

同
、

五
三
三
頁

c
五
四
二
頁

の
三
種
堕
、
三
等
之
堕
の
各
項
も
異
類
中
行

を
扱

っ
て
い
る
。
三
種
堕
と
は
、

「水
拮
牛
。

不
受
食
。
不
断
声
色
」

を

い
い
、

四
種
異
類
と
は
、

「往
来
異
類
。
菩
薩
同
異
類
。

沙
門

異

類
。
宗
門
中
異
類
」
を

い
う
。

曹
山
は
南
泉
の
有
名
な
異
類
中
行
の
話
以
外
に
、

「潟
山

曰
く
、
我

れ
百
年
後
、

一
頭

の
水
枯
牛
と
作
り
、
左
脇

の
上
に
濾
山
僧
某
甲

の

一
行
字
を
書
か
ん
。
汝
道
え
、

当
に
之
を
見
る
時
、
喚

ん
で
甚
屡
と

作
さ

ん
」
と
い
う
話
、

「
祖
仏
、
有
を
知
ら
ず
、
鯉
奴
白
猛
、
却

っ

て
有
を
知
る
、
什
麿
と
為
て
か
鯉
奴
白
拮
却

っ
て
有
を
知

る
」
と
い

う
話
、
あ
る
い
は

「披
毛
戴
角
」

「頭
長
三
尺
頸
短

二
寸
」
等

の
句

を
集

め
、
異
類
中
行
を
体
系
化
し
よ
う
と
し
た
。

こ
れ

は
か
え

っ
て

良
く
な
か

っ
た
と
思
う
が
、

異
類
中
行

に
注

目
し
た
こ
と

の
功
績

は

大
き

い
。

⑤

鼓
山
本

『
古
尊
宿
語
要
』
無
著
道
忠
校
写
本
、

十
二
丁
参
照
。

⑥

昔
と
今
で
は
禅
と

い
え
ど
も
、
そ

の
求
道

の
動
機
、
根
源
に
於

て

随
分
差
が
あ

る
こ
と
を
認
識
す

べ
き

で
あ
る
。
現
在

の
日
本
人
で
六

道
輪
廻
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た

い
と
い
う
動
機
で
禅

の
道

に
入
る
修
行
者

は
殆
ん
ど

い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

し
か
し
、
唐
代

で
は
そ
れ

が
常
識

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
た
と
え
ば

『
臨
済
録
』
を
例
に
と

っ

て
み
て
も
、

「
錯
る
こ
と
莫
れ
、
諸
禅
徳
、
此

の
時
遇
わ
ず

ん
ば
、
万
劫
千
生
、

三
界

に
輪
廻
し
、
好
境

に
徊

っ
て
綴

し
去

っ
て
騨
牛

の
肚
裏
に
生
ぜ
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招

ん
」

「
所
以
に
三
界

に
輪
廻
し
て
、
種
種

の
苦
を
受
く
」

「
是
の
如
き

の
流
、

尽
く
須
ら
く
債
を
抵
し
て
、
閻
老

の
前

に
向

っ

て
、

熱
鉄
丸
を
呑
む

こ
と
、
日
有

る
べ
し
」

「
未
だ
得
ざ
れ
ば
依
前
と
し
て
五
道
に
輪

廻
す
」

,
「
弁
、
懸
河

に
似
た
る
も
、
皆
な
是
れ
造
地
獄

の
業

の
み
」

こ
れ
ら
の
臨
済

の
語
を
見
て
、
現
代
人
は
現
代
感
覚
か
ら
、

臨
済

は

方
便
を
使

っ
て
お
ど
か
し
た
だ
け
だ
と
解
釈
し
勝
ち
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
軽

い
気
分
で
読
む
も

の
で
は
な
い
と
筆
・者
は
思
ヶ
。
当
時

の
人

々
が
輪
廻
転
生
を
実
際

に
ど
ん
な
に
恐
れ

て
い
た
か
を
真
正
面

か
ら
と
ら
え

る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
異
類
中
行

の
精
神
は
わ
か
ら
な

い
と
思
う
。

⑦

こ
こ
の
処
は

「
百
丈
野
狐

の
話
」
を
参
照
し
た

い
。

「
百
丈
野
狐

の
話
」
は

『
百
丈
広
録
』

に
は
見
ら
れ
ず
、

『
景
徳
伝
燈
録
』

に
も

な

い
。
最
も
古

い
と
思
わ
れ

る
出
典
は

『
天
聖
広
燈
録
』

で
あ

る
が
、

「
趙
州
無
字
」
と
同
じ
く

『無
門
関
』
に
掲
載

せ
ら
れ
て
有
名

に
な

っ
た
。
筆
者

は

「
百
丈
野
狐

の
話
」
を
従
来

の
提
唱
的
解
釈
と
は
意

見
を
異
に
し
、

「趙
州
狗
子
の
話
」
と
同
様
、
異
類
中
行

の
公
案
と

考
え
る
。
・
前
生
の
業
で
五
百
生
野
狐

に
堕
ち
た
と
い
う
話

の
根

源
は

や
は
り
輪

廻
転
生
説

よ
り
成
立

っ
て
お
り
、

前
注

で
い

っ
た
よ
う
に
、

こ
の
事
を
抜
き

に
し
て

こ
の
話

を
読
む

こ
と
は
出
来

ま
い
。

こ
の
話

の
中

心
は
不
落
因
果
、
不
昧

因
果

に
あ
る

こ
と
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

従
来

の
伝
統
解
釈
の
よ
う

に

「
不
落
園
果
も
不
昧
因
果
も
変
ら
ぬ
、

そ
れ
を
逮
う
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
理
に
落
ち
た

こ
と
に
な
る
糧
之

す
れ
ば
、

こ
の
折
角

の
貴
重
な
話
も
、

「趙
州
狗
子
の
話
」

の
伝
統

解
釈

「
有
で
も
な
け
れ
ば
無
で
も
な

い
有
無
を
超
越

し
た
無
」
と
同

じ

パ
タ
ー
ン
と
な
り
終
る
。

た
と
え
ば

,『
現
代
相
似
禅
評
論
』
で
は
、

不
落
因
果
、

不
昧
因
果

の
答
と
し
て

「
不
落
因
果

コ
ソ
ノ
＼

不
昧
因

果

ワ
ン
ノ
＼

(
不
落
不
昧
大
し
た
相
違

の
な
い
も

の
と

い
う
意
也
)
」

と
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
で
室
内
が
通
る
な
ら
、

こ
の
話
を
公
案

に
し

て
欲
し
く
な
い
。

不
落
因
果

の
場
合
は
輪
廻
転
生
説

の
常
識
的
な
立
場
か
ら
、
輪
廻
し

な

い
よ
う
に
、
輪
廻
を
恐
れ
て
、
輪
廻
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
て
修
行

し
、
悟

ろ
う
と
し
た
態
度
を
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ

は
従

来

の
伝
統
仏
教

の
と

っ
て
来
た
立
場
で
あ
り
、
な

ん
の
不
思
議
も
な

い
筈
で
、

こ
れ
で
真
面

日
に
修
行
し
て
来
た
僧
が
野
狐
に
転
生
し
た

こ
と
が
む
し
ろ
不
思
議
な
ぐ
ら

い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
禅

か
ら
す
れ

ば
、
そ
れ
は
当
然
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
禅
、
な
か
ん
ず
く
異
類
中

み
ず

行

か
ら
す
れ
ば
、
輪
廻
か
ら
逃
れ
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
自
.か
ら
輪

み
ず

廻
に
飛
び
込
み
、
自
か
ら
野
狐

に
な

っ
て
野
狐

に
安
住
す

る
な
ら
ば
、

輪
廻
が
輪
廻

で
な
く
な
り
、
野
狐
は
野
狐
で
な
く
な
る
。

こ
れ
が
不

昧
因
果

で
あ

う
て
不
落
因
果
と
は
歴
然
た
る
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ

の
不
昧
困
果
で
あ
ろ
う
と
す
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う

の
が

こ
の
公
案

の
意
図
す

る
処
で
あ

っ
て
、

不
落
も
不
昧
も
変
ら
な

'

け
れ
ば

こ
の
話

の
意
義
は
全
く
な

い
と
い

っ
て
よ
い
。

㈹

「南
泉
斬
猫

の
話
」
も
従
来

の
提
唱
本
の
解
釈
で
は
全
く
な

っ
と

く
し
が

た
い
。
猫
を
斬

る
こ
と

の
恐
し
さ
を
も

っ
と
真
剣

に
考
え
な

け
れ
鳳

な
ら
ぬ
の
で
臆
な
い
か
。
殺
生
戒

を
敢
え

て
犯
寸

宅
之

の
緊
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張
感
を
現
実

に
な

ん
と
か
抵
握
す

べ
き
で
ば
な

い
か
、

こ
の
話
も
室

内

の
公
案
解

釈
で
は
わ
か
る
も

の
で
は
な
い
。

こ
れ
も

い
ず
れ
稿
を

改

め
て
論
究

し
た
.い
。

⑨

業
識

と
い
う

の
は
有
清
流
転

の
根
本
識

で
あ

る
と

い
う
。

「忙
忙

た

る
業
識
」

と
い
う
語
が

『
祖
堂
集
」

の
仰
山
章
に
見
ら
れ
、
道
元

は

『
永
平
広
録
』

の
上
堂
で

コ
頂
く
、
但
だ
看

る
業
識
太
だ
荘
遊

た

る
を
、

一
切
衆
生
、
無
仏
性
。
下
座
」
と

い
っ
て
い
る
。

⑩

大
正
大
蔵

経
、
第
四
十
七
巻

五
三
〇
頁

c
。

参
照
。

αひ

白
隠
以
降
、
現
在
ま
で
実
践
さ
れ
て

い
る
公
案
禅

で
は
大
体
本
則

に

「
両
掌
相
拍

っ
て
声

あ
り
、
隻
手

に
何

の
声

か
あ

る
」
か

「
趙
州

因

に
僧
問
う
、
狗
子
に
還

っ
て
仏
性
有
り
や
、
州

云
く
無
し
」
が
初

関
と
し
て
出
題
さ
れ
、

そ
れ
が
透
過
す
る
と
、
拶
所
と

い
っ
て
、
そ

の
初
関
透
過

の
力
量
を
試

め
す
公
案
が
あ

る
。
た
と
え
ば

「無
と
云

わ
ず
に
何
と
い
う
」

「
無
と
有
と
を
分
け
よ
」

「無
と
有
と
ど
れ
だ

け
隔
た
る
」

「無
字

の
姿

を
い
う

て
み
よ
」
な
ど
が
あ
り
、

そ
の
拶

所

の
中
に

「業
識
性
」
や

「趙
州
狗
子
有
仏
性

の
話
」
な
ど
が
組
み

込

ま
れ
て

い
る
。

㈱

大
正
大
蔵

経
、
第
四
十
八
巻

一
七
頁
b
。
同

二
〇
頁

a
参
照
。

⑬

『
禅
門
拮
頒
集
』
雪
峰
鶴
夢
、
懸
吐
本
、

「四

一
五
」
ご
四
二
頁

a
～
二
四
三
頁

b
。

参
照
。

αφ

広
霊
祖
上
堂
。
挙
此
話
、

至
有
業
識
在
。
師

云
、
此
箇
公
案
、
叢

林
批

判
甚
多
。
或
云
、
狗
子
討
甚
仏
性
馬

間
者
無
仏
性
ゆ

或
云
、
是

冷
語
対
伊
。
或
乃
展
開
両
手
。
叉
有
僧
問
修
山
主
、
狗
子
還
有

仏
性

也
無
。

主
云
、
有
至
知
而
故
犯
。

…
:

⑱

大
洪
恩
頭
、
有
有
有
路
上
、
有
花
兼
有
酒
ひ

一
曝
分
作
十
程
行
、

坐
看
南
星
懸
北
斗
。

又
頒
、
無
無
無
厘
中
、
無
剣
又
無
童
鴨

三
入
洛
陽
人
不
識
、
翻
身

飛
過
洞
庭
湖
。

又
頸
、
有
復
無
無
復

有
、
百
年
妖
権
虚
開

口
。

一
句
当

風
震
若
雷
、

井
蛙
半
夜
同
啄
吼
。

叉
顛
、
無
復
有
有
復

無
隔
何
事
人
来
訪
子
湖
。
千
里
同
風

無
足
道
、

一
条
杖
子
両
人
扶
。

⑯

薦
福
逸
頭
、
有
仏
性

無
仏
性
、
正
却
倒
倒
却
正
。

踏
破

澄
潭
月
、

拗
折
無
星
秤
。
火
向
水
中
燃
、
概
従
空
裏
釘
。
肯
類
盲
亀
瑠

死
蛇
、

一
対
牙
関
緊
激
定
。

⑰

保
寧
秀
頒
、

少
年
学
解
昧
宗
途
、

老
倒
依
還
滞
有
無
。

古
仏
純
金

誰
弁
色
、
惑
為
機
智
競
躊
躇
。
莫
躊
躇
、
話
有
談
無
須
是
渠
。

㈲

法
真

一
類
、
狗
子
仏
性
無
、
狗
子
仏
性
有
。
従
来
只
向
両
頭
走
、

未
能

一
鍛
破
讐
関
、
業
識
依
前
還
作
狗
。

⑲

真
浄
文
頒
、
言
有
業
識
在
、
誰
云
意
不
深
。
海
枯
終
見
底
、
人
死

不
知
心
。

⑳

白
雲
演
頚
、
趙
州
露
刃
剣
、
寒
霜
光
焔
焔
。
更
擬

問
如
何
、
分
身

作
両
段
。

⑳

径
山
果
頒
、
有
間
狗
仏
性
、
趙
州
答
日
無
。
言
下
滅
胡
族
、
猶
為

不
丈
夫
。

㈱

育

王
謳
顛
、
千
尋
浪
底
魚
生
角
、

万
偲
崖
頭
虎
囎

風
。
却
笑
趙
州

無
仏
性
、
猶
能
向
月
吠
晴
空
。

⑳

密
庵
傑
顛
、

狗
子
無
仏
性
、
殺
人
便
傷
命
。
楚
痛

百
千
般
、
因
邪
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却
打
正
。

⑳

翠
巌
芝
拮
、
説
有
説
無
、
両
彩

一
審
。
如
今
作
麿
生
道
。

⑳

『
従
容
録
』
第

一
八
則
。

大
正
大
蔵
経
、
第
四
十
八
巻
、

二
三
八

頁

b
～

c
。
宏
智
正
覚

の
頒
古
は

狗
子
仏
性
有
、
狗
子
仏
性

無
。
直
釣
元
求
負
命
魚
、
逐
気
尋
香
雲

水
客
。
噌
噌
雑
雑
作
分
疎
、

平
展
演
。

大
鋪
野
、
莫
怪
儂
家
不
慎
初
。

指
点
蝦
疵
還
奪
壁
、
奏

王
不
識
藺
相
如
。

㈱
　

道

元

『
正
法
眼
蔵
』
説

心
説
性

の
巻
。
日
本
思
想
大
系

(
岩
波
書

店
)
本
、
下
巻

二
十
二
頁

臨
済

の
道
取
す
る
尽
力
は
わ
つ

か
に
無
位
真
人
な

り
と

い

へ
ど
も
、

有
位
真

人
を

い
ま
だ
道
取

せ
ず
。

の
こ
れ
る
参
学
の
こ
れ
る
道

取
、

い
ま
だ
現
成

せ
ず
、
未
到
参
徹
地
と

い
う
べ
し
。
説
心
説
性
は
説
仏

説
祖
な
る
が
ゆ

へ
に
、
耳
処

に
相
見
し
、

眼
処

に
相
見
す
べ
し
。

鋤

大
正
大
蔵
経
、
第

四
十
七
巻
、
六
六
五
頁
b
～

c
参
照
。

鰺

大
慧

『
正
法
眼
蔵
』
巻
六
、

「続
蔵

経
」

七
十

丁

a
。

⑳

大
正
大
蔵
経
、
第

四
十
七
巻
。

「
大
慧
語
録
』

八
二
七
頁

c

八
五
〇
頁
b

八
五

一
頁

c

八
六
九
頁

a
、

八
七
〇
頁

a

八
八
六
頁

a

八
九

一
頁

b

八
九
六
頁

a

C

九 九 九 九 九 九 九

〇 九 八 六 五 三 二
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
aaaaaaa

、 、 、 、 、

cccbb

C

八
九
九
頁

a

九
〇
〇
頁
b

九
〇

一
頁

c

九
〇
二
頁

a

九
〇
三
頁

c

九
〇
八
頁

c

九

=

頁

a

九

一
九
頁

a

九
三
二
頁

b

九
三
三
頁

a
、

九
三
四
頁

c

九
三
八
頁
b

九
三
九
頁
b

九
四

一
頁
b
、

九
四

二
頁

c

九
七
六
頁
b
、

b

、

c

CC

㈹

大
正
大
蔵
経
、

第
四
十
七
巻
、
九
〇
三
頁

c
。

㈱

応
庵
曇

華
語
録
、

『禅
宗
集
成
』

一
五
巻
、

九
九

六
七
頁

a
。

㈱

笑
隠
大
訴
語
録
、

『
禅
宗
集
成
』

一
五
巻
、

=
二
六
六
頁

a
。

幽

大
正
大
蔵
経
、
第
四
十
七
巻
、

九
九
九
頁

c
。

㈱

『
大
燈
語
録
』
、

大
徳
寺
語
録
。

大
正
大
蔵

経
、
第

八
十

一
巻

一

九

八
頁
b
。

記
得
す
、
僧

趙
州

に
問
う
、

「狗
子
に
還

っ
て
仏
性
有
り
や
」
州
云

く
、

「
無
し
」
此

の
意
如

何
。
師
云
く
、

「燭
骸
裏

に
穿
過
す
」
進

ん
で
云
く
、

二

切
の
毒
動
含
霊
、
皆
な
仏
性
有
り
、
甚

ん
と
し
て

か
狗
子
還

っ
て
仏
性
無
き

や
」
州
云
く
、

「他

に
業
識
性
あ
る
が
為

の
故
な
り
。
」
作
屡
生
か
端
的
を
弁
ぜ

ん
。
師
云
く
、

「身
を
蔵
し

て
影

を
露
わ
す
」
…
…
…
。

㈹

趙
州
因
僧
問
、
狗

子
還
有
仏
性
也
無
。

〔
舌
頭
己
長
〕
州
云
無
。

〔
買
鉄
得
金
。
又
云
、
逼
塞
虚
空
。

又
云
、
無
孔
鉄
槌
当
面
郷
〕
僧

云
、

一
切
灘
動
含

霊
皆
有
仏
性
、
為
甚
狗
子
還
無
仏
性
コ

〔
何
不
自

領
去
〕
州
云
、

為
伊
有
業
識
性
。

〔老
賊
大
敗
〕


