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東
洋
一
貫
の
大
道
と
し
て
の
禅
　
ＰＤＦ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
寛
　
洲

　
　
序
論

一

歴
史
的
回

二

禅
の
根
本
経
験

三

禅
と
諸
道

　
　
結
び

序
論

私
は
何
ら
の
地
位
や
肩
書
き
も
無
い
日
本
人
の
禅
匠
で
あ
る

こ
の
一
介
の
名
も
無
き
禅
匠
に

こ
の

た
び
ラ
ウ
ベ
教
授
が
そ
の
退
官
記
念
論
文
集
に
寄
稿
す
る
よ
う
に
推
薦
さ
れ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
と

最
初
に
私
は
考
え
た

大
学
院
で
西
洋
の

世
哲
学
を
専
攻
し
た
と
は
い
え

「
ふ

り

う

も
ん
じ

不
立
文
字

き

う
げ
べ
つ
で
ん

教
外
別
伝
」

を
標
榜
す
る
禅
僧
に

ラ
ウ
ベ
教
授
が
理
論
的
な
論
攷
を
期
待
さ
れ
る
は
ず
は
無
い

禅

に
於
い
て
は

禅
匠
の
み
が
行
な
う
こ
と
を

さ
れ
て
い
る

い
わ
ゆ
る

所
謂
「
提
唱
」
と
い
う
伝
統
的
な
表
現
形
式
が
あ
る

こ
れ

は
大
学
で
の
理
論
的

明
や
知

の
伝
授
と
は
端
的
に
異
な
り

論
者
で
あ
る
禅
匠
自
身
が

自
分
の

と
汗
で
得
た
禅
的
体
験
に
基
づ
い
て

縦
横
無
尽
に

し

し

く

獅
子
吼
す
る
の
で
あ
る

「
提
唱
」
と
い
う
日
本

の
意
味
は

仏
法
（
パ

リ

で
は
「
ダ
ン
マ
」
）
の
体
験
を
聴
衆
の
眼
前
に
丸
出
し
に
し
た
説
法
と
い

う
こ
と
で
あ
る

そ
れ
故

た
と
え
禅
匠
に
よ
る
説
法
で
も

句
の
理
論
的

釈
に
終
始
し
て
い
る
な

ら
ば

そ
れ
は
本
来
の
意
味
で
「
提
唱
」
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
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こ
の
小
論
で

私
は
禅
宗
の
伝
統
的
な
提
唱
を

み
る
つ
も
り
は
も
と
よ
り
無
い

第
一

ド
イ
ツ
の

大
学
で
日
本
学
を
専

分
野
と
さ
れ
る
教
授
の
「
退
官
記
念
論
文
集
」
の
一
篇
と
し
て
は

そ
う
い
う
形

式
が

ふ

さ

わ

相
応
し
く
な
い
と
思
う
し

ま
た
提
唱
と
は

禅
匠
と
修
行
者
と
が
共
に
坐
禅
を
し
な
が
ら

ぜ
ん
じ

う

禅
定
の
只
中
で

た
り
聴
い
た
り
す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る

さ
り
と
て
ま
た

体
験
丸

出
し
の
提
唱
を
本
領
と
す
る
禅
匠
と
し
て
は

単
な
る
理
論
的
論
攷
で
事

れ
り
と
す
る
訳
に
は
行
か
な

い

そ
こ
で
こ
の
論
攷
は

ア
カ
デ
ミ

ク
な
表
現
形
式
に
慣
れ
た
方
々
に
と

て
は
い
さ
さ
か
奇
異
に

映
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を

ま
ず
ご
諒

頂
き
た
い

た
だ

こ
れ
を
読
ま
れ
た
人
達
が

葉
の
表
現

や
知

を

え
て

そ
の
根
本
に

動
し
て
い
る
「

い活
き
も
の
」
を
感
得
し
て
下
さ
れ
ば
幸
い
で
あ
る

こ
こ
で
私
は

若
年
の
頃
読
ん
で
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ

リ
ン
の
小
説
『
ヒ

ペ

リ
オ
ン
』

の
「
序
」
の
一
節
を
思
い
出
す

曰
く

「
私
の
差
し
出
す
こ
の
花
の

た
だ
匂
い
を

か嗅
ご
う
と
す
る
人

は

そ
の
花
を
知
る
人
で
は
な
い

ま
た

そ
れ
を
摘
ん
で

た
だ
そ
こ
か
ら
知

を
得
よ
う
と
す
る
人

も

そ
れ
を
知
る
人
で
は
な
い

諸
々
の
不
協
和
音
が
ひ
と
り
の
人
物
の
う
ち
に

決
を
見
る
こ
と
は

単
な
る
思
索
の
た
め
の
物

で
も
な
く

ま
た
空

な
娯
楽
の
た
め
の
物

で
も
な
い
」
と

　

一

歴
史
的
回

　
　
　

代
の
日
本
に
は

禅
の
修
行
を
し
て
な
に
が
し
か
の
経
験
を
得
た
上
で

そ
の
経
験
に
基
づ
い
て
そ

れ
を
何
と
か
西
洋
の
思
想
と
根
本
的
に
関
係
付
け
よ
う
と
す
る
一
群
の
思
想
家
達
の
伝
統
が
あ
る

と
り

わ
け
京

大
学
を
中
心
と
し
た
「
京

学
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
達
で
あ
る

そ
れ
は
理
由
の
無
い
こ
と
で

は
な
い

西
洋
文
明
が
世
界
文
明
と
し
て
現
今
通
用
し
て
い
る
以
上

東
洋
の
伝
統
的
禅
も

歴
史
的
思

索
を
欠
き
西
洋
世
界
か
ら
孤
立
し
た
ま
ま
の

旧
態
依
然
た
る
状
態
に
留
ま

て
よ
い
訳
は
無
い
か
ら
で

あ
る明

治
時
代
以
降

百
三
十
年
以
上
も
前
か
ら

日
本
で
は
加
速
度
的
に
我
々
の
生
活
の
殆
ん
ど
全
て
の

分
野
に
於
い
て
西
洋
化
が
推
し
進
め
ら
れ

西
洋
の
文
化
や
生
き
方
が
全
力
で
採
り
入
れ
ら
れ
た

そ
れ

は

ア
ヘ
ン
戦
争
に
於
い
て

東
洋
の
大
国
で
あ
る
中
国
が
西
洋
の
軍
事
力
の
前
に
も
ろ
く
も
敗
れ
去

た
の
を

ま目
の
当
た
り
に
し
て

幕
末
の
憂
国
者
達
が

日
本
も
早
く
西
洋
流
の
富
国
強
兵
国
に
な
ら
な
け
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れ
ば
西
洋
列
国
の
植
民
地
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
危
惧
の
念
を
抱
い
た
こ
と
に
端
を
発
す
る

や
が
て

西
洋
が
全
世
界
を

せ

け
ん

席
捲
す
る
こ
と
が
必
至
と
思
わ
れ
て
い
た
状
況
の
中
で

日
本
の
西
洋
化
は
避
け
る
こ

と
の
出
来
な
い
宿
命
で
あ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
に
必
然
的
な
西
洋
文
明
の
受
容
に
際
し
て

日
本
の
知

人
の
採

た
態
度
に
は

二
通
り
あ
る

一
つ
は

漢
学
を
中
心
と
し
た
旧
来
の
東
洋
の
伝
統
を
全
く
か
な
ぐ
り
捨
て
て

西
洋
一

辺
倒
に
な
る
こ
と
で
あ
り

も
う
一
つ
は

洋
学
を
江
戸
時
代
の
有
力
な
学
問
で
あ

た
儒
学
と
如
何
に

結
び
付
け
る
か
を
模
索
す
る
こ
と
で
あ

た

幕
末
の
知

人
の

す
う
せ
い勢

は
概
ね
後
者
の
方
で
あ

た
が

明
治
に
な

て
所
謂
「
文
明
開
化
」
の

潮
が
全
国
に
蔓
延
す
る
よ
う
に
な

て

西
洋
の
科
学
技
術
の

圧
倒
的
力
を
目
の
当
た
り
に
し
て

そ
う
い
う
成
果
を
産
み
出
し
得
な
か

た
東
洋
文
明
を

全
て
の
面

で
西
洋
文
明
に

か
に
劣
る
も
の
・
唾
棄
す
べ
き
も
の
と
し
て
決
め
付
け
る
思
想
家
達
が

次
第
に
勢
力

を
増
し
て
い

た
の
で
あ
る

そ
の
筆
頭
は
何
と

て
も
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
四
―
一
九
〇
一
）
で
あ
る
（
以
下
に
述
べ
る
彼
へ
の

見
方
は

山
岡
鉄
舟
と
勝
海
舟
の
彼
に
対
す
る
批
判
が
基
本
に
あ
り

他
意
は
無
い
こ
と
を
注
記
し
て
お

き
た
い
）

彼
が

立
し
た
大
学
で
は

当
時
「
西
洋
文
明
の
案
内
者
」
（
『
福
翁
自
伝
』
岩
波
文
庫
版

二
〇
六
頁
）
た
ら
ん
と
す
る
に
急
な
る
あ
ま
り

全
て
の
授
業
が
英

で
行
な
わ
れ
た
結
果

英

の
読

み
書
き
は
出
来
て
も
日
本

の
文
章
は
読
め
な
い
と
い
う
様
な

奇
妙
な
学
生
達
が
輩
出
し
た

平
易
な

文
章
で
書
か
れ
た
彼
の
著
作
は

当
時
の
世
相
と
も

あ
い相
ま俟

て
爆
発
的
に
読
ま
れ

以
後
の
日
本
の
政
治

的
方
針
（
脱
亜
入
欧

富
国
強
兵
）
を
決
定
す
る
上
で

た
ん
げ
い

端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
影

を
与
え
る
こ
と
と
な

た

そ
し
て
そ
れ
が

後
に
な

て
他
の
東
洋
の
諸
国
に
多
大
の
被
害
を
与
え

敗
戦
と
い
う
悲
劇
的

結
末
を
見
る
主
要
要
因
と
な

た
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る

こ
れ
に
対
し
て

英
国
で
の
留
学
経
験
の
あ
る
儒
者
出
身
の
中
村

ま
さ
な
お

正
直
（
号

敬
宇
）
（
一
八
三
二
―

一
八
九
一
）
は

儒
学
は
国
境
を

え
た
普
遍
性
を
持
つ
も
の
と
考
え

福
沢
と
は
正
反
対
に

む
し
ろ

儒
学
の
学
習
者
に
し
て
初
め
て

洋
学
に
対
す
る
的
確
な
判
断
と
日
本
へ
の
導
入
と
い
う
困
難
な

題
に

答
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た

彼
の
こ
の
主
張
は
実
際
学
生
を
教
え
た
経
験
に
基
づ
く
も
の
で

彼
は

漢
学
の
素
養
の
あ
る
学
生
の
方
が

洋
学
の
修
得
も
進
歩
が
早
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
る

（
『
漢
学
不
可
廃
論
』）

こ
の
中
村
は
後
日

剣
・
禅
・
書
の
達
人
と
し
て
天
下
に
知
ら
れ
て
い
た
山
岡
鉄
舟
（
一
八
三
六
―
一
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八
八
八
）
が

そ
の
晩
年
に
「
武
士
道
」
と
題
し
て
「
日
本
人
の
真
の
生
き
方
」
に
つ
い
て
口
述
し
た
際

そ
の
熱
心
な
聴
衆
の
一
人
で
あ

た
（
山
岡
鉄
舟
口
述

勝
海
舟
評
論
『
武
士
道
』）

そ
の
口
述
の
場
で

鉄
舟
は

諭
吉
を
念
頭
に
於
い
て

一

の
啓
蒙
的
思
想
家
の
影

で

日
本
独
自
の
行
き
方
を
根
こ
そ

ぎ
捨
て
去

て
西
洋
一
辺
倒
と
な
り
つ
つ
あ
る
日
本
国
民
の
行
く
末
を
真
剣
に
案
じ
て
い
る

東
洋
に
は

折

西
洋
の
人
々
も

か
つ刮
も
く目

す
る
よ
う
な
深
遠
な
体
験
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
に

そ
れ
を
全
く

み
る
こ

と
な
く
自
国
の
伝
統
を
卑
下
し
て
西
洋

に

随
す
る
人
々
が

武
士
の
時
代
の
終
焉
を

え
る
に
際
し

て
輩
出
し
た
理
由
は

彼
ら
が
か
か
る
東
洋
的
精
神
の
真

を
体
得
し
て
い
な
か

た
が
故
で
あ
る

こ

の
種
の
人
物
は
元
来
一
般
に
も
「
論

読
み
の
論

知
ら
ず
」
と
い

て
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が

そ
う
い
う

く

ぜ

つ

口
説
の
徒
が
そ
れ
以
後

西
洋
流
の
新
奇
な
装
い
を
も

て
横
行
す
る
に
至

た

そ
し
て
百

年
後
の
今
日
で
は

鉄
舟
や
海
舟
の
危
惧
し
た
通
り

日
本
人
は
全
体
と
し
て

東
洋
古
来
の
伝
統
的
精

神
を
忘
却
し
て
自
ら
の
地
盤
を
喪
失
し
た
結
果

羅
針
盤
を
持
た
ず
進
む
べ
き
方
向
を
見
失

て
大
海
に

漂
う
船
の
よ
う
な
有
様
で
あ
る

し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に

日
本
人
が
東
洋
を
加
速
度
的
に

却
し
て
い

た
の
と
は
逆
に

西
洋
の
人
々

が
次
第
に
西
洋
文
明
の
抱
え
る
諸
問
題
を
根
本
的
に
打
開
す
る
道
を
模
索
し
て

東
洋
の
伝
統
的
精
神
や

行
法
に
着
目
す
る
に
至

た

そ
の
功
績
の
多
く
の

分
が

木
大
拙
博
士
に
負
う
も
の
で
あ
る
の
は

周
知
の
事
実
で
あ
る

先
述
の
鉄
舟
に
し
ろ

彼
の
無
二
の
道
友
で

江
戸
城
無

開
城
を
画
策
し
て
江

戸
時
代
の
幕
引
き
を
し
た
勝
海
舟
（
一
八
二
三
―
一
八
九
九
）
に
し
ろ

確
乎
た
る
東
洋
的
体
験
を
有
し

て
い
た
人
々
は

そ
の
体
験
ゆ
え
に

外
来
の
西
洋
文
明
の
受
容
に
際
し
て
も

い
さ
さ

聊
か
も
揺
ら
ぐ
こ
と

の
無
い
信
念
を
保
持
し
得
た
の
で
あ
る

か
か
る
東
洋
的
体
験
の
最
た
る
も
の
が
禅
で
あ
ろ
う
が

禅
の
根
本
経
験
は
そ
の
深
遠
さ
と
広
大
さ
か

ら
い

て

単
に
仏
教
の
一
派
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く

儒
教
や
日
本
古
来
の
神
道
な
ど
の

真

に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る

こ
の
小
論
で
は

自
己
の
本
心
本
性
の
体
得
を
宗
旨
と
す
る
禅
が

そ

の
他
の
東
洋
伝
来
の
諸
道
の
根
源
で
も
あ
る
こ
と
を
開
明
す
る
こ
と
が

み
ら
れ
る

そ
れ
故

そ
の
標

題
は
『
東
洋
一
貫
の
大
道
と
し
て
の
禅
』
と
称
さ
れ
る

そ
の
宗
教
的
体
験
の
真
実
相
の
開
示
は

単
な

る
対
象
的
思
索
で
あ
る
理
論
的
究
明
を_

か
に

え
て

実
体
験
に
裏
付
け
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

別
の

葉
で

え
ば

か
か
る
開
明
が
真
実
味
を
持
ち
う
る
の
は

そ
れ
が
全
人
格
体
を
打

て
一
丸
と
し
て
作
用
し
た

ぜ
ん
じ

う

禅
定
か
ら
発
現
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
は
ず
で
あ
る

そ
う
で
な
け
れ
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ば

主
体
的
に
「
禅
」
を

「
東
洋
」
を
通
貫
す
る
「
大
道
」
と
し
て

こ

よ

う

挙
揚
す
る
方
途
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ

と
と
な
り

却

て
通
常
の
如
く
外
か
ら
対
象
的
に

禅
を
仏
教
の
一
派
と
し
て
し
か
理

出
来
な
く
な

る
で
あ
ろ
う

宗
教
的
体
験
に
つ
い
て

る
こ
と
は

こ
の
様
に
論
者
自
身
の
有
り
方
が
厳
し
く
問
い

た
だ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

誠
に
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
る

以
下

我
々
も
こ
の
こ
と
を
肝
に

じ
て

論
究
を

み
た
い

肝
心
な
こ
と
は

分
別
的
な
理

で
は
な
く

「
い活

き
も
の
」
を
見
て
取
れ
る
か
ど

う
か

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る

二

禅
の
根
本
経
験

禅
と
は
何
か

禅
は
我
々
の
人
生
に
と

て
如
何
な
る
意
義
を
持

て
い
る
の
か

こ
れ
は
単
な
る
理

論
的
問
い
で
は
な
く

宗
教
的
な
問
い

つ
ま
り
全
存
在
を

け
て
始
め
て
答
え
得
る
べ
き
切
実
な
問
い

で
あ
る

中
国
唐
代
の
傑
出
し
た
禅
匠
で
あ
る
薬
山

い

げ

ん

惟
儼
禅
師
（
七
五
一
―
八
三
四
）
は

い
期
間

説
法
の
た
め
の
上
堂
を
し
な
か

た
（
玄
楼
『
鉄
笛
倒
吹
』
第
六
十
三
則
）

そ
こ
で
或
る
日

寺
の
住

持
が
薬
山
に
請
う
て

う
に
は

「
大
衆
は
老
師
の
お
示
し
を
心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
す
」
と

薬
山
は

そ
れ
で
は
と

大
衆
が
集
ま

て
説
法
を
聞
く
た
め
の
出
頭
の
合
図
と
な
る
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に

住
職

に
指
示
し
た

住
職
が
鐘
を
鳴
ら
し
て
大
衆
が
集
ま

た
と
こ
ろ
で

威
儀
を
具
し
て
現
れ
た
薬
山
禅
師

は

直
ち
に
自
分
の
方
丈
に
帰

て
し
ま

た

大
衆
一
同
が
驚
い
た
の
は
当
然
で
あ
る

住
職
が
薬
山

の
い
る
方
丈
に
や

て
来
て

「
あ

な

た

貴
僧
は
説
法
を
約
束
さ
れ
て
い
た
の
に

ど
う
し
て
一

も
お
説
き
に

な
ら
ぬ
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ

薬
山
は

「
経
に
経
師
有
り

論
に
論
師
有
り

又
い
か
で

争
か
老
僧

を
あ
や恠

し
み
得
ん
（
経
典
を

釈
し
た
り

論
じ
た
り
す
る
の
は

学
者
の
や
り
方
だ

禅
僧
で
あ
る
わ
し

が

禅
独
特
の
流
儀
で
や

て
何
処
が
悪
い
）
」
と

い
切

た
と
い
う

何
も

葉
で
説
く
だ
け
が
説

法
で
は
な
い

上
堂
説
法
し
な
い
の
も

不
説
底
の
大
法
輪
を
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る

ま
た

鐘
が
鳴

て
大
衆
が
出
頭
し

薬
山
が
現
れ
て
直
ち
に
方
丈
に
帰
る

と
い
う
何
不
自
由
無
い
行
動
の
う
ち
に

薬
山
禅
師
の
無
心
の
禅
的
境
涯
が
丸
出
し
に
な

て
顕
わ
れ
て
い
る

　
今
ひ
と
つ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う

こ
れ
も
中
国
唐
代
の
名
僧
で
あ

た
大
随
法
真
禅
師
（
八
三
四
―
九

一
九
）
ゆ
か
り
の
因
縁
で
あ
る

大
随
禅
師
の
庵
の
傍
ら
で
亀
が
甲
羅
干
し
を
し
て
い
た

こ
れ
を
見
て
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或
る
僧
が
禅
師
に

問
を
し
た

「
一
切
の
衆
生
は
皮
が

を
包
ん
で
い
る
の
に

ど
う
し
て
亀
だ
け
は

が
皮
を
包
ん
で
い
る
の
で
す
か
」
と

奇
妙
な
疑
い
を

し
た
も
の
で
あ
る
が

僧
の
こ
の

問
の

旨
は
容
易
に
理

出
来
る
で
あ
ろ
う

し
か
し

そ
れ
に
対
す
る
大
随
禅
師
の
対
処
の
仕
方
は

我
々
の

通
常
の
分
別
的
理

を_

か
に

え
た
も
の
で
あ

た

禅
師
は
僧
の
問
い
に

葉
を
も

て
答
え
る
こ

と
な
く

た
だ
履
い
て
い
た

そ
う
あ
い

草
鞋
を
脱
い
で

く
だ
ん

件
の
亀
の
背
中
の
上
に
置
い
た
の
で
あ
る

こ
れ
は
一
体

ど
う
い
う
積
り
か

亀
な
ど
見
る
な
と
い
う
意
味
で
草
鞋
で

し
た
の
か

或
い
は
草
鞋
と
亀
と
は
一
体

不
二
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

い
た
か

た
の
か

大
随
禅
師
の
行
為
は
元
来
そ
ん
な
分
別
的

釈
を
い

さ
さ
か
も
寄
せ
付
け
ぬ
も
の
で
あ
る

禅
そ
の
も
の
か
ら

わ
せ
れ
ば

こ
う
い
う
理

し
難
い
禅
の
機

縁
を
何
と
か
「
理
論
的
に
理

」
し
よ
う
と
い
う

み
ほ
ど

無
意
味
な
こ
と
は
な
い

　
日
本
の
江
戸
時
代
の
曹
洞
宗
の
名
僧
で

そ
の
峻
厳
さ
で
「
狼
」
と

あ

だ

な

綽
名
さ
れ
た

お
う
り

う

奥

げ
ん
ろ
う

玄
楼
禅
師
（
一

七
二
〇
―
一
八
一
三
）
は

こ
の
機
縁
を
そ
の
著
書
『

て

て
き

鉄
笛

と
う
す
い

倒
吹
』
の
中
の
一
則
（
第
十
七
則
）
と
し
て

採
り
上
げ
て

次
の
様
に

げ

じ
偈
頌
に

じ
て
い
る

「

亀
も
と

お
の自

ず
か
ら

皮
を
包
み

一
隻
の
草
鞋

人
こ
れ
を

お
お蓋

う

吉
凶
を
も

て
ぼ
く
た
く

卜
度
す
る
こ
と
を

や止
め
よ

法
た
だ
か
く
の
ご
と
し

な
ん
の
疑
う
こ

と
か
あ
ら
ん

」
そ
の
宗
旨
は

亀
は
も
と
も
と

が
皮
を
包
ん
で
い
る
も
の

片
方
の
草
鞋
を
大
随
禅

師
が
亀
の
上
に
置
か
れ
た
の
も
只
そ
れ
だ
け
の
こ
と

そ
の
有
り
の
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
で
法
の

げ
ん
じ

う

現
成
で

あ
る

そ
れ
な
の
に
余

な
妄
想
分
別
を
か
い
て
事
態
を
却

て
自
分
で
難
し
く
し
て
い
る
の
は

何
と

愚
か
な
こ
と
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
皮
を
包
ん
で
安
ら

て
い
る
亀
を
見
て

要
ら

ざ
る
疑
問
を

す
の
は

こ
の
僧
が
自
分
の
内
に

え

こ

う

回
向

へ
ん
し

う照
せ
ず

心
を
外
界
に
向
か

て
散
乱
さ
せ

て
い
る
か
ら
で
あ
る

亀
の
上
に
草
鞋
を
置
い
た
行
為
に
対
し
て

「
一
体
ど
ん
な
禅
的
な
意
味
が
あ
る

の
か
」
な
ど
と
疑
問
を

せ
ば

そ
れ
こ
そ
真
実
か
ら
天
地

か
に
隔
た

て
し
ま
う

し
か
し
見
方
を

変
え
れ
ば

我
々
は
ま
た

こ
の
未
熟
な
僧
の
妄
想
の
お
蔭
で

大
随
禅
師
の
こ
の
見
事
な
対
応
や

玄

楼
禅
師
の
格
調

き
偈
頌
を
今
日
に
至
る
ま
で
伝
え
る
こ
と
が
可
能
と
な

た
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で

あ
ろ
う

　
上
に
挙
げ
た
古
人
の
二
つ
の
例
を
見
て
も
既
に
分
か
る
よ
う
に

禅
と
は
何
か

を
つ
か

_

む
様
な
捉
え
難

い
も
の
で
あ
る

今
ひ
と
つ
古
人
の
機
縁
を
挙
げ
て
み
よ
う

こ
れ
も
中
国
唐
代
の

か

さ
ん

夾
山

ぜ

ん

ね

善
会
禅
師
（
八

〇
五
―
八
八
一
）
ゆ
か
り
の
因
縁
で
あ
る(

『
五
燈
会
元
』
巻
五

船
子
徳
誠
章)

夾
山
禅
師
は
初
め
或

る
お
寺
に
住
し
て
い
た
時

説
法
の
座
に
登

た
が

こ
の
時

た
ま
た
ま

偶
々
道
吾
円
智
禅
師
（
七
六
九
―
八
三
四
）
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が
あ
ん
ぎ

行
脚
し
て
そ
の
説
法
の
場
に
列
席
し
て
い
た

そ
の
時
或
る
僧
が
夾
山
に
対
し
て
「
如
何
な
る
か
是
れ

ほ

し
ん

法
身
」
と
尋
ね
る
と

夾
山
は
「
法
身
無
相
」
と
応
じ

「
如
何
な
る
か
是
れ

ほ
う
げ
ん

法
眼
」
と
尋
ね
る
と

「
法

眼
き
ず瑕

無
し
」
と
応
じ
た

こ
の

や

り
取
り
を
座
に
在

て
聞
い
て
い
た
道
吾
は

え
ず
失
笑
し
た

夾

山
は
身
に

え
が
あ

た
の
で
あ
ろ
う

そ
れ
を
見
て
に
わ
か
に
座
を
下
り

礼
を
具
し
て
道
吾
に
尋
ね

た

「
私
の
先
ほ
ど
の
あ
の
僧
に
対
す
る
答
え
に
き

と
至
ら
ぬ
所
が
有

た
が
為
に

上
座
の
失
笑
を

買

た
の
で
し

う

ど
う
ぞ

お
慈
悲
を
惜
し
ま
ず
私
の
為
に
至
ら
ぬ
点
を
ご
指
摘
下
さ
い
ま
す
よ
う

に
」
と

既
に
一
山
の
住
持
と
な

て
い
た
夾
山
の
こ
の
自
分
を
欺
く
こ
と
の
な
い
素
直
な
態
度
は
ど
う

で
あ
ろ
う

道
を
求
め
る
者
は

ら
く
夾
山
の
様
に

ど
こ
ど
こ
ま
で
も
我
見
に
固
執
せ
ず
に
道
の
為
に

我
が
身
を
空
し
く
し
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う

我
が
身
を
空
し
く
し
て
卓

し
た
先
達
の
意
見
に
従

て

行
く
こ
と
に
よ

て

益
々
大
道
に
親
し
く
な
り

法
が
身
を
潤
し
て
く
る
の
で
あ
る
（
道
元
『
正
法
眼

蔵
随
聞
記
』
岩
波
文
庫
版
二
十
九
頁
）

し
か
し

道
吾
は
自
分
で
説
く
代
わ
り
に

薬
山
禅
師
の
下
で

一
緒
に
修
行
し
た

せ

ん

す

と

く

船
子
徳

じ

う
誠
和
尚
（
生
没
年
不
詳
）
の
所
に
行
く
よ
う
に
指
示
し
た

船
子
は

そ
の

ひ
と
と
な
り

為
人
に
就
い
て
の
夾
山
の
問
い
に
対
し
て

道
吾
が
「
上
片
瓦
無
く

下
寸
土
無
し
」
と
特
色
付
け
た

様
に

大
空
無
相
の
境
涯
に
熟
徹
し
た

お

か
く
て
い

格
底
の
禅
匠
で
あ

た
が

彼
は

道
吾
と

う
ん
が
ん巌

と
い
う
二
人

の
同
参
に

自
分
は
粗
野
な
性
格
で
あ
り
自
然
を
好
む
の
で
お
寺
の
住
持
に
は
な
る
積
り
は
無
い
が

も

し
将
来
こ
れ
ぞ
と
い
う
修
行
者
が
あ
れ
ば

ひ
と
つ
自
分
の
所
へ

よ
こ

し
て
貰
い
た
い

そ
う
す
れ
ば
彼
を

一
人
前
に
仕
立
て
上
げ
て

先
師
薬
山
禅
師
の
法
恩
に
報
い
た
い

と
頼
ん
で
い
た
の
で
あ
る

こ
の
時

船
子
は

川
に
浮
か
べ
た
小
船
の
渡
し
守
と
な

て
に
ん
う
ん

任
運

と
う
と
う々

と
し
て
人
々
を

せ

け

接
化
し
て
お
り

時
の
人

も
そ
の

邁
な
境
涯
を
知
る
者
が
無
い
有
様
で
あ

た

　
こ
の
船
子
と
夾
山
と
の

し

ほ

う

嗣
法
を
め
ぐ
る

い
き
さ
つ

経
緯
は

誠
に
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
る

道
吾
の
失
笑
が
身
に

沁
み
た
夾
山
は

住
し
て
い
た
寺
の
修
行
僧
ら
を
総
分
散
し
て

旅
装
束
を
し
て
直
ち
に
船
子
の
と
こ
ろ

に
至

た

船
子
は
や

て
来
た
夾
山
を
見
る
や
い
な
や

矢
継
ぎ
早
に
問
答
を
仕
掛
け
て

火
花
が
散

る
よ
う
な

や

り
取
り
と
な

た

こ
の
時
の
問
答
は
船
子
の
日
頃
の
仕
事
場
で
あ

た
小
船
の
上
で
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

問
答
の
挙
句

夾
山
が
最
後
に
口
を
開
こ
う
と
す
る
と

船
子
は
持

て
い
た
船

の
か
い櫂

で
突
然
夾
山
を
叩
い
て
水
中
に
落
と
し
て
し
ま

た

夾
山
が
か
ろ
う
じ
て
船
に

は這
い
上
が
ろ
う
と

す
る
と

船
子
は
助
け
る
ど
こ
ろ
か

「
い道

え
い道

え
」
と
迫
り

夾
山
が
口
を
開
こ
う
と
す
る
と

ま
た

も
や
櫂
で
打
ち

す据
え
た

そ
の
途
端
に
夾
山
は
遂
に

か
つ
ね
ん

豁
然
と
し
て
大
悟
し
た
の
で
あ
る

「
人
を
殺
さ
ば
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ら
く

を
見
る
べ
し
」
と
い
う
悪
辣
な
禅
の

さ

け

作
家
の
手
段
通
り

船
子
は
更
に
畳
み
掛
け
て
問
い

た
だ

し

た
挙
句

夾
山
が
真
の
悟
境
に
達
し
た
こ
と
を
看
取
し
て

遂
に

し

く
嘱
し
て

た

「
貴
公
は
こ
れ
か
ら

直
に
身
を
蔵
す
る
処
で
は

も

し

う
せ
き

没
蹤
迹
で

没
蹤
迹
の
処
で
は
身
を
蔵
し
て
は
な
ら
ぬ

わ
し
は
三
十
年
間

薬
山
の

え

か

会
下
に
あ

て
修
行
し

明
ら
め
た
の
は
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
だ

貴
公
は
既
に
そ
れ
を

え

と

く

会
得
し

た

以
後
は

ひ

と

け

人
気
の
多
い
町
や
村
に
住
ま
ず
に

た
だ
深
山
幽

の
内
に
住
し
て
一
箇
半
箇
を

た
し

つ

打
出
し
て

我
が
法
を
断
絶
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
」
と

夾
山
は

ふ
し

く

付
嘱
を
受
け
て
船
子
の
も
と
を
辞
す
際

別
れ
る
に
忍

び
ず

幾
度
も
振
り

た
と
い
う

自
分
を
真
の
悟
境
に
導
い
て
く
れ
た
厳
師
へ
の

慕
の
情
の
押
さ

え
切
れ
ぬ
も
の
が
有

た
の
で
あ
ろ
う

す
る
と

大
成
し
て
去

て
行
く
夾
山
を
見
て

船
子
は
我
が

望
み
は
成
就
し
た
と
ば
か
り

小
船
を
転
覆
さ
せ
て

じ

す
い

入
水
し
て
し
ま

た
の
で
あ
る

そ
れ
に
し
て
も

こ
の
一
段
の
禅
の
嗣
法
を
巡
る
経
緯
は

誠
に
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ
う
な
真
剣
勝
負
で
あ
る

し
か
し

こ
の
因
縁
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い

　
こ
の
後

夾
山
は
再
び
自
分
の
寺
に
帰

て
修
行
者
達
を
指
導
し
た

そ
こ
で
道
吾
が
或
る
僧
を

つ
か

わ

せ
て
夾
山
に
問
わ
せ
た

「
如
何
な
る
か
こ
れ
法
身
」

夾
山
は
答
え
た

「
法
身
無
相
」

ま
た
僧
が
尋
ね

た

「
如
何
な
る
か
こ
れ
法
眼
」

夾
山
は
答
え
た

「
法
眼

き
ず瑕

無
し
」

こ
の
夾
山
の
答
え
を
聞
い
た
僧
は

帰

て
道
吾
に
話
し
た
と
こ
ろ

道
吾
は

た

「
こ

や
つ奴

こ
の
度
は
確
か
に
徹
底
し
た
わ
い
」
と

こ
れ
は
興
味
深
い
逸
話
で
あ
る

心
眼
を
開
い
た
後
の
夾
山
が

開
か
ぬ
前
と
同
じ
答
え
方
を
し
て

そ

れ
を
ま
た
道
吾
が

う
べ
な

肯

た
と
い
う
の
で
あ
る

こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
看
取
出
来
る
の
は

肝
心
な

こ
と
は

何
と
答
え
る
か
と
い
う
外
面
的
形
式
に
存
す
る
の
で
は
な
く

答
え
る
人
の
心
境
の
如
何
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

仏
道
を
成
就
し
た
夾
山
の
口
か
ら
出
れ
ば

単
な
る
教
学
的
説
明
が
究
極
的
真

実
の

こ

よ

う

挙
揚
と
な
る

古
人
は
こ
れ
を

「
迷

た
人
が
悟
り
を
説
け
ば

悟
り
も
迷
い
と
な
り

悟

た

人
が
迷
い
を
説
け
ば

迷
い
も
悟
り
と
な
る
」
と

い
表
わ
し
て
い
る

先
述
の
二
つ
の
場
合
も
そ
う
で

あ
る

薬
山
が
上
堂
し
て
説
法
も
せ
ず
に
方
丈
に
帰

た
こ
と
が

そ
の
ま
ま
で
仏
法
の

こ

よ

う

挙
揚
に
な
る
の

は

ひ
と
え
に
彼
が
悟
達
し
て
い
る
が
故
で
あ
る

普
通
の
未
透
底
の
人
が
同
じ
こ
と
を
し
て
も
駄
目
で

あ
る

ま
た
普
通
の
人
が
大
随
の
猿
真
似
を
し
て
亀
の
上
に
草
鞋
を
置
い
た
と
こ
ろ
で

そ
れ
が
真
実
の

挙
揚
に
な
る
筈
は
な
い

外
面
的
形
式
は
二
の
次
な
の
で
あ
る

　
禅
宗
の
初
祖
菩
提
達
磨
大
師
も

「
道
を
修
め
道
を
得
る
の
に

い
早
い
の
差
が
あ
り
ま
す
か
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て

次
の
様
に
答
え
て
い
る

「
百
千
万
劫
と
い
う
大
変
な
違
い
が
あ
る

心
そ
の
も
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の
が
道
で
あ
る
人
は
早
く

発
心
し
て
修
行
を
重
ね
て
い
く
人
は

い

機
根
の
優
れ
た
人
は

心
そ
の

も
の
が
道
で
あ
る
こ
と
を
知

て
い
る
が

機
根
の
鈍
い
人
は

あ
ち
こ
ち
に
道
を
求
め
て

道
の

あ

り

か

在
処

を
知
ら
ず

ま
た
心
そ
の
も
の
が
元
来
無
上
の
道
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
」（『
達
磨
二
入
四
行
論
』）

と

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

達
磨
は
た
だ
端
的
に
「
道
」
と

て
い
る
だ
け
で

殊
更
「
仏
道
」
と
は

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

達
磨
の
み
な
ら
ず

全
て
真
正
の
禅
の
祖
師

方
が
説
く
の
は

自
己
心
中
の
根
源
的
な
「
大
道
」
で
あ
る

こ
の
大
道
は
自
ら
の
心
に
こ
そ
求
め
ら
れ

る
べ
き
も
の
で

自
己
以
外
の
処
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

と
は
い
え

「
自
ら
の
心
」
と

い

て
も

そ
れ
は
決
し
て
分
別
意

の
対
象
で
あ
る
様
な
「
心
意

」
と
し
て
の
心
で
は
な
く

宇
宙

全
体
を
包
み
込
む
様
な

し
ん
に

真
如
と
し
て
の
心
で
あ
る
か
ら

通
常
の
分
別
や
思
索
を
以

て
し
て
は
到
底
理

さ
れ
難
い
も
の
で
あ
り

そ
の
体
験
の
有
る
人
だ
け
が
知
り
得
る

て
い底

の
「
心
」
で
あ
る

そ
し
て
こ
の

大
道
は

特
に
禅
仏
教
に
於
い
て
際
立

た
仕
方
で
開
明
さ
れ
た
と
は
い
え

禅
や
仏
教
に
限
定
さ
れ
る

べ
き
真
実
で
は
な
く

仏
教

儒
教

道
教

神
道
を
一
貫
し
た
根
本
そ
の
も
の
で
あ
る
様
な
大
道
で
あ

る
た
く
す
い

澤
水
禅
師
は
い
ま
か
ら
二
百
六
十
年
前
に
百
六
十
歳
以
上
で
遷
化
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
日
本
の
名
僧

で
あ
る
が

禅
師
も
ご
自
分
が
大
道
そ
の
も
の
で
あ
る
根
本
の
一
心
を
明
ら
め
た
そ
の
卓

し
た
境
地
か

ら

次
の
様
に
明

さ
れ
て
い
る

「
仏
法
と
い
う
の
は
人
々
の
一
心
の
名
で
あ
る

そ
れ
を
知
ら
な
い

で

自
分
は
出
家
で
は
な
い
か
ら
仏
法
な
ど
信
じ
難
い
と

た
り

そ
し謗

り
憎
ん
だ
り
す
れ
ば

そ
れ
は

取
り
も
直
さ
ず
自
分
の
一
心
を
嫌
い
憎
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

こ
れ
は
大
層
愚
か
な
こ
と
で
は
な
い

か

も
し
儒
者
の
身
で
あ
り
な
が
ら
仏
法
を
謗
る
な
ら
ば

そ
れ
は
儒
道
の
極
意
を
い
ま
だ
味
わ

た
こ

と
の
無
い
人
で
あ
る

神
道
の
人
が
仏
法
を
謗
る
な
ら
ば

そ
れ
は
神
道
の
極
意
を
い
ま
だ
味
わ

た
こ

と
の
無
い
人
で
あ
る

仏
法
者
で
あ
り
な
が
ら
儒
道
や
神
道
を
謗
る
な
ら
ば

そ
れ
は
仏
法
を
夢
に
も
知

ら
な
い
仏
法
者
で
あ
る

（
ま
し
て
や
）
仏

中
で
相
対
立
し
て
宗
論
を
争
わ
せ
る
こ
と
は

る
に

ら
ぬ
誠
に
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る

そ
の
故
に

仏
法
は
武
道
の
極
み

歌
道
の
根
本
で
あ
る

そ
の
他

の
諸
道
百
芸
も

そ
の
究
極
的
核
心
に
到

て
は

全
て
一
心
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
」（『
澤
水
法

』

『
禅

法

集
』
下
巻
所
収
）

澤
水
禅
師
は
こ
の
様
に

わ
れ
て
い
る
が

こ
れ
に
私
は
付
け
加
え
て

申
し
上
げ
た
い

「
西
洋
思
想
の
行
き
詰
ま
り
を
痛
感
し
て
そ
の
打
開
の
方
途
を
東
洋
に
求
め
て
お
ら
れ

る
西
洋
の
人
々
の
切
実
さ
に
比
す
れ
ば

東
洋

な
か
ん
づ
く

就
中
日
本
の
大
多
数
の
人
は

仏
教
の
真
意
を
知
ろ
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う
と
す
る
こ
と
無
く

多
分
に
内
容
空
疎
な
現
代
の
仏
教
教
団
の
外
面
的
形
態
だ
け
を
見
て

ひ
と
え
に

仏
教
を
唾
棄
す
べ
き
も
の
と
決
め
付
け
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は

誠
に
残
念
で
愚
か
な
こ
と
で
あ
る

宝
の
持
ち
腐
れ
と
は
正
に
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と

自
己
と
万
物
と
の
根
源
で
あ
る
「
根
本
の
一
心
」
を
明
ら
め
る
の
は

実
際
何
を
さ
て
置
い
て
も
な
す

べ
き
重
大
事
で
は
な
か
ろ
う
か

禅
で
は
こ
の
切
実
さ
を

「
ず

ね

ん

頭
燃
を

は
ら救

う
」
と

い
表
わ
し
て
い
る

頭
に
火
が
つ
い
た
ら

そ
の
ま
ま
放

て
置
く
人
は
あ
る
ま
い

誰
し
も
直
ち
に
消
そ
う
と
す
る
で
あ
ろ

う
が

一
心
す
な
わ
ち
大
道
を
明
ら
め
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
急
を
要
す
る
切
実
事
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る

そ
し
て
こ
の
関

を
透
過
し
た
人
が
い
ず
れ
も
未
曾
有
の
大
歓
喜
を
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は

宗
教
的
か
つ
歴
史
的
事
実
で
あ
る

名
な
禅
書
で
あ
る
『
無

関
』
を
読
ん
だ
事
の
あ
る
人
は

誰
で
も
第
一
則
「
趙
州
無
字
」
に
於
け
る

無

慧
開
禅
師
（
一
一
八
三
―
一
二
六
〇
）
ご
自
身
の
体
験

か
ら

ほ
と
ば
し

迸

り
出
た
次
の

葉
を

え
て
い
る
で
あ
ろ
う

曰
く

「
透
得
過
す
る
者
は

但
親
し
く
趙
州

に
ま
み見

ゆ
る
の
み
に
あ
ら
ず

す
な
わ

便
ち
歴
代
の
祖
師
と
手
を

と把

て
共
に
行
き

び

も

う

眉
毛

あ
い厮

結
ん
で

同
一
眼

に
見

同
一
耳
に
聞
く
べ
し

あ豈
に
慶
快
な
ら
ざ
ら
ん
や
」
と

「
驚
天
動
地
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
の
根

本
経
験
の

味
を
ひ
と
た
び
味
わ

た
者
は

必
ず
や
名
利
や
財
宝
な
ど
の
世
俗
的
価
値
に
は
最
早
眼

を
く
れ
な
く
な

て
し
ま
う

そ
し
て
こ
の
比

な
き
法
悦
を
他
の
人
達
に
も
知
ら
し
め
た
い
と
い
う

底
無
き
菩
提
心
が
沸
き

こ

て
く
る
の
で
あ
る

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も

古
徳
が
親
し
く
証
さ
れ
た
こ
の
境
地
を

現
代
の
我
々
が
現
実
に
体
認
す
る

こ
と
は

果
た
し
て
ま
た
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か

こ
こ
で
著
者
は
主
体
性
を
旨
と
す
る
宗
教
者

と
し
て

自
分
自
身
の

つ
た
な

拙
い
体
験
に

及
せ
ざ
る
を
得
な
い

私
が
属
す
る
臨
済
宗
で
は

公
案
を
用

い
て
修
行
者
に
「
見
性
成
仏
」
の

じ
つ実

を
挙
げ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

参
禅
し
た
修
行
者

が

「
初
関
」
と
し
て
師
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
は

通
常

じ

う
し

う

趙

州
の
「
無
字
」

或
い
は
白

の

「
せ
き
し

隻
手

お
ん
じ

う

音
声
」
の
公
案
で
あ
る

俗
に
千
七
百
則
と
い
わ
れ
る
公
案
の
中
で
も
最
も
有
名
で

『
無

関
』

四
十
八
則
の

へ
き
と
う

劈
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
無
字
の
公
案
は

単
に
「
初
関
」
と
い
う
に
止
ま
ら
ず

ま
た
一

切
の
公
案
の
根
本
と
な
る
一
則
で
も
あ
る

『
無

関
』
の
著
者
で
あ
る
無

禅
師
は

ご
自
身
が
こ
の

則
に

こ
ん
し
ん

渾
身
の
精
魂
を

そ
そ注

い
で
苦
修
さ
れ
る
こ
と
六
年
に
し
て
漸
く
大
悟
さ
れ
た
経
験
か
ら

こ
れ
を
殊
に

重
視
さ
れ

そ
の
取
り
扱
い
は
全
て
の
公
案
の
中
で
も
最
も
力
を
入
れ
た
も
の
と
な

て
い
る

ま
た

中
国
宋
代
の
無
学
祖
元
禅
師
（
一
ニ
ニ
六
―
一
二
八
五
）
も

き
ん
ざ
ん

径
山
の
無
準
師
範
禅
師
（
一
一
七
八
―
一
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二
四
九
）
の

え

か

会
下
で
こ
の
無
字
に
参
ず
る
こ
と
六
年
に
し
て

徹
底
し
て
大
死
一
番
し
た
挙
句
の
果
て
に

漸
く
大
悟
の
時
を

え
た
と
い
わ
れ
る

日
本
で
も

白

慧

禅
師
（
一
六
八
五
―
一
七
六
八
）
を
初

め

多
く
の
禅
僧
が
こ
の
話
頭
の
恩
力
に
よ

て
見
性
に
到
達
し
た
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る

　
し
か
し
な
が
ら

現
今
の
臨
済
宗
の
室
内
で
は

修
行
者
の
禅
定
力
が
充
分
に
純
熟
し
て

初
関
の
無

字
を
透
過
す
る
こ
と
が
取
り
も
直
さ
ず
自
己
の
本
心
本
性
を
徹
見
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ま
で

殆
ん

ど
の
師
家
が
修
行
者
達
を
引

張
ら
ず
に

比

的
安
易
に
透
過
を
認
め
て
し
ま
う

と
い
う
嘆
か
わ
し

い
傾
向
が
見
ら
れ
る

最
も
重
要
な
初
関
の
透
過
で
す
ら
そ
の
通
り
で
あ
る
か
ら

そ
の
後
に
次
々
と

せ
ら
れ
る
多
く
の
公
案
も

た
だ
そ
の
師
家
が
属
す
る
室
内
で
伝
承
さ
れ
た

け

ん

げ

見

に
合
致
し
さ
え
す
れ
ば

そ
れ
で

さ
れ
る
の
で
あ
る

こ
の
様
に
な

た
原
因
の
一
つ
は

日
本
に
於
い
て
公
案
を
集
大
成
し
た

白

以
来

そ
れ
ぞ
れ
の
師
家
が
自
分
独
自
の

さ

し
拶
処
（
公
案
）
を
創
始
し
て
行

た
が
為
に

時
代
を
経

る
に
従

て
次
第
に
修
行
者
が
透
過
す
べ
き
公
案
の
数
が
増
え
て
行

た
こ
と
に
あ
ろ
う

し
か
し

そ

れ
に
よ

て

数
多
い
公
案
を
次
々
と
透
過
し
て
行
き

公
案
体
系
を
早
く
消
化
し
て
印
可
証
明
を
貰
う

こ
と
が
目
的
と
な

て
し
ま
い

肝
心
の
自
己
の
本
心
を
明
ら
め
る
こ
と
が

お
ろ
そ

疎
か
に
な

て
し
ま

た

の
で
あ
る

自
我
を
破
産
し
て
無
我
の
端
的
を
体
認
す
る
こ
と
無
し
に
公
案
の
数
だ
け
を
数
え
て
い
く
こ

と
に
よ

て
齎
さ
れ
る
の
は

自
我
の
増

に
他
な
ら
な
い

こ
う
い
う
対
処
の
仕
方
で
修
行
者
達
を
指

導
し
よ
う
と
す
る
師
家
は

畢
竟
弟
子
に
対
し
て
本
当
の
親
切
心
が
な
い
と
い
う
意
味
で

菩
提
心
の
欠

如
を
指
摘
さ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う

日
本
の
禅
界
で
は

既
に

檗
宗
の

ち

う
お
ん
ど
う
か
い

潮
音
道
海
禅
師

（
一
六
二
八
―
一
六
九
五
）
が
当
時
の
状
況
に
関
し
て

こ
の
慨
嘆
を
吐

し
て
お
ら
れ
る(

『

海
の

南
針
』
『
禅

法

集
』
下
巻
所
収)

そ
の
大
意
を

え
ば

「
二
百
年
こ
の
方

日
本
で
は
祖
師
方
の

公
案
に

じ

く
ご

著

な
ど
し
た
も
の
を
集
め
て

こ
れ
ら
の
則
を
数
え
終
わ
る
こ
と
を
破
参
大
悟
と
称
し
て

こ

れ
を
箱
な
ど
に
収
め

一
大
事
因
縁
と
し
て
後
生
大
事
に
し
て
い
る
が

火
事
な
ど
に
出
く
わ
せ
ば

そ

ん
な
一
大
事
因
縁
は
直
ち
に
灰
と
成

て
し
ま
う

こ
の
数
え
参
を
教
え
る

老
の
中
に
は

多
聞
博
学

の
人
は
い
る
も
の
の

名
利

慢
の
心
に
妨
げ
ら
れ
て

こ
う
し
た
行
き
方
が
誤
り
で
あ
る
と
看
破
す
る

ほ
ど
の
人
も
無
い

そ
の
有
様
は
ち

う
ど

と
び

や
烏
が
死
ん
だ
鼠
を
取

て
秘
蔵
し
て
い
る
様
な
も
の
で

あ
る

こ
れ
は
私
が
悪
口
で

て
い
る
の
で
は
毛
頭
な
い

仏
経
祖

の
中
に
先
徳
の
戒
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る

著

な
ど
の
意
味
を
も
一
向
に
了

出
来
ず
に

か
り
そ
め

仮
初
に
師
家
に
こ
れ
は
こ
う
と
教
え
ら

れ
て

い
当
て
て
お
く
だ
け
で
あ
る

子
供
が
な
ぞ
な
ぞ
を
説
く
様
に

え
る
の
で

自
己
の
本
心
は
は
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き
り
し
な
い
ま
ま
で

公
案
の
数
え
参
が
終
わ

た

老
の

動
も
俗
人
に
何
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い

そ
の
上

法
慢
の
為
に
諸
宗
を
侮
り

正
法
を
誹
謗
す
る

こ
の
故
に

二
百
年
以
来

禅
の

ひ燈
は
消
え

て

正
眼
の
人
は
一
箇
半
箇
も
な
い

(

中
略)

　
今
ど
き
の
数
え
参
を
教
え
る
智

や

老
も

こ
う
い

う
公
案
の
数
え
参
が
い
つ
の
頃
に
誰
が
や
り
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
す
ら
知
ら
ず

こ
れ
を
済
ま
す
こ
と

無
し
に
は
修
行
が
済
ん
で
出
世
し
て

老
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
と
ば
か
り
思

て

そ
ん
な
修
行
が
一

体
何
の
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
有
様
で
あ
る

私
は
若
年
の
頃

こ
う
し
た
外
道

の
教
え
に
出
会

た
が

後
に
な

て
真
正
の
老
師
に
お
逢
い
し
て

そ
の

を
知

た
の
で
あ
る

こ

の
様
に
申
す
の
は

後
進
の
修
行
者
達
が
同
じ
様
な

わ
く
ら
ん

惑
乱
を
蒙
る
こ
と
を
危
惧
し
て
の
こ
と
で
あ
る

道

場
の
看
板
を
掲
げ
て
大
勢
の
修
行
者
達
を
集
め

こ
う
い
う
公
案
の
数
を
数
え
る
こ
と
を
教
え
て
光

を

空
し
く
費
や
せ
て
い
る
人
を

果
た
し
て
智

（
立
派
な
老
師
）
と
呼
ぶ
べ
き
か

そ
れ
と
も
外
道
と
呼

ぶ
べ
き
か
」

以
上

潮
音
禅
師
の
菩
提
心
溢
れ
る
激
烈
な
述
懐
を
引
用
し
た
の
は
他
で
も
な
い

現
今

の
禅
界
の
状
況
も
実
に
こ
の
通
り
だ
と
痛
感
す
る
か
ら
で
あ
る

禅
の
修
行
に
憧
れ
て
日
本
に
や

て
来

る
大
多
数
の
外
国
の
人
々
が
失
望
の
悲
哀
を
味
わ
う
の
は

そ
の
為
で
あ
ろ
う

し
か
し

そ
れ
は
師
家

の
落
ち
度
だ
け
で
は
な
い

修
行
者
の
方
も

公
案
を
訳
も
分
か
ら
ず
に
通
さ
れ
て
そ
れ
で
満

せ
ず
に

そ
う
い
う
指
導
者
の

し
ん
が
ん

真
贋
を
見
抜
い
て

無
慈
悲
の
慈
悲
を
も

て
自
分
を
導
い
て
く
れ
る
真
正
の
師
家

を
求
め
て
歴
参
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

ふ
ん
に

う

汾

ぜ
ん
し

う

善
昭
禅
師
（
九
四
七
―
一
〇
二
四
）
は
七
十
人
の
善
知

に
参

じ
た
後

首
山
省
念
禅
師
の

え

か

会
下
で
大
悟
の
春
を

え

が

さ

ん

峨
山

じ

と

う

慈
棹
禅
師
（
一
七
二
七
―
一
七
九
七
）
は

三
十
人
の
善
知

に
参
じ
て

末
后
に
八
十
歳
の
白

禅
師
の
毒
手
に
依

て
真
箇
の
眼
を
開
き

厳
師

の
悪
辣
さ
を
生
涯
感

し
て
嗣
法
の
香
を
焚
か
れ
た

現
在
の
日
本
の
臨
済
宗
の
法
脈
は

こ
と
ご
と

悉

く
こ
の
峨

山
禅
師
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
が

禅
師
は
後
年
修
行
者
達
に
示
さ
れ
て
こ
う

わ
れ
て
い
る

「
私
は

か
つ嘗

て
あ
ん
ぎ

行
脚
修
行
の
時

全
国
を
遍
歴
す
る
こ
と
二
十
年
ば
か
り
の
間

三
十
人
余
り
の
善
智

に
相
見
し

参
禅
し
た
が

ど
の
お
方
も
我
が
機

の

さ
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

た

末
后
に
白

禅
師
に
お
目
に
か
か

て

三
度
痛
棒
を
喰
ら

て
打
ち
出
さ
れ

こ
れ
ま
で
得
た
道
力
は
い
さ
さ
か
の

役
に
も
立
た
な
か

た

そ
れ
以
来

禅
師
が
亡
く
な
ら
れ
る
ま
で
の
四
年
間

敬
服
し
て
ご
指
導
を
受

け
た
の
で
あ
る

こ
の
時
に
当

て

天
下
で
私
を
打
ち
の
め
し
て
く
れ
る
の
は

実
に
我
が
白

禅
師

お
独
り
で
あ

た

私
は

禅
師
の
道
力
や
徳
力
が
素
晴
し
い
こ
と
を
貴
ぶ
も
の
で
は
な
い

ま
た
禅
師

の
令
名
が
全
国
津
々
浦
々
に
ま
で
鳴
り

い
て
い
る
の
を
貴
ぶ
も
の
で
は
な
い

ま
た
禅
師
の
悟
り
の
境
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地
が
古
今
に
抜
き
ん
出
て
い
る
の
を
貴
ぶ
も
の
で
は
な
い

ま
た
禅
師
が
如
何
な
る
祖
師
方
の
機
縁
を
も

悉
く
明
瞭
に
見
徹
し
て
余
す
所
が
な
い
の
を
貴
ぶ
も
の
で
は
な
い

ま
た
禅
師
の
説
法
が
縦
横
無
尽
の

し

し

く

獅
子
吼

む

い

無
畏
の
有
様
で
あ
る
の
を
貴
ぶ
も
の
で
は
な
い

ま
た
禅
師
が
三
百

五
百

乃
至
七

八
百
の

修
行
者
達
に
取
り
囲
ま
れ
て

丸
で
一
人
の
仏
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
た
様
な
有
様
で
あ
る
の
を
貴
ぶ
も

の
で
は
な
い

た
だ

そ
の
他
の
老
師
方
が
私
を
如
何
と
も
出
来
な
か

た
に
も
拘
ら
ず

禅
師
だ
け
は

悪
辣
の
手
段
を
下
し
て

私
に
三
度
痛
棒
を
喰
ら
わ
さ
れ

進
退
窮
ま
る
絶
体
絶
命
の
処
ま
で

い
詰
め

遂
に
私
を
し
て
大
事
了
畢
さ
せ
て
下
さ

た
こ
と
を
貴
ぶ
の
み
で
あ
る

誠
に
仏
法
の
極
意
を
究
め
る
の

は
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
」（

み

う
き

妙
喜

そ
う
せ
き

宗
績
『

け
い
き

く

荊
棘

そ
う
だ
ん

叢
談
』
二
十
六
丁
）
と

こ
の
様
に

祖
師
方
の

あ

ん

り

行
履
を
仔
細
に
鑑
み
る
に

お

か
く
て
い

格
底
の
祖
師
方
は

孰
れ
も
例
外
な
く
公
案
を
容
易
に

可
し

な
い
も
の
で
あ
る

白

禅
師
に
対
す
る
峨
山
禅
師
の
こ
の

ま
ん
こ
う

満
腔
の
報
恩
心
の
真
意
を

え

と

く

会
得
し
得
な
い
人

は

禅
師
の
法
孫
で
は
あ
る
ま
い

　
私
は

出
家
の
当
初
か
ら
こ
の
様
な
感
懐
を
持

て
お
り

き

ど

う堂
ち

ぐ

智
愚
禅
師(

一
一
八
五
―
一
二
六
九)

の
「
十
病
論
」(

『

堂

』
巻
四)

の
一
つ
で
あ
る
「
病
は
一
師
一
友
の
処
に
あ
り
」
と
い
う

葉
に
従

て

五

六
人
の
善
知

に
参
じ
た

も
と
よ
り
公
案
の
数
だ
け
を
数
え
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
か

た
の
で

師
家
が
公
案
を
透
過
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

「
私
は
ま
だ
本
当
に
は
自
性
を
徹
見
し
て
公
案
を

透
過
し
て
お
り
ま
せ
ぬ

ど
う
か
透
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
な
」
と

て
さ
さ
や
か
な
抵
抗
を
し

ま
た

透
過
さ
せ
ら
れ
て
次
々
と
公
案
を
与
え
ら
れ
て
も

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て

根
本
の
一
則
で
あ
る
「
無
字
」

の
公
案
を
全
身
全

で
ね
ん
て
い

拈
提
す
る
こ
と
を
止
め
な
か

た

公
案
工
夫
の
あ
る
べ
き
姿
に
関
し
て
は

『
無

関
』
の
中
の
「
無
字
」
の
評
唱
で

無

禅
師
が
ご
自
分
の
体
験
に
基
づ
い
て
親
切
の
限
り
を
尽
く
し

て
述
べ
て
お
ら
れ
る

大
事
な
こ
と
は

公
案
を
頭
で
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
て

公
案
そ
の

も
の
に
成
り
切

て
し
ま
う
べ
く
全
身
全

を
挙
げ
て

し
か
も
間
断
無
く
工
夫
す
る
こ
と
で
あ
る

無

字
の
公
案
な
ら
ば

坐
禅
の
時
だ
け
で
は
な
く
四
六
時
中
行
住
坐
臥
を
通
じ
て
「
無

無

無
」
と
成
り

切
る
工
夫
を
し
て
行
く
の
で
あ
る

勿
論

そ
の
際
に
基
本
と
な
る
の
は
や
は
り
坐
禅
に
於
け
る
工
夫
で

あ
る
の
は

う
ま
で
も
な
い

う
ん
の
う衲

は

「
堂
内
」
と
「
常
住
」
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
問
わ
ず

我

が
身
を
火
の

か
た
ま
り

塊

の
様
に
し
て
気
違
い
と

み

ま

が

見
紛
う
ば
か
り
に

寸
暇
を
惜
し
ん
で
丹
田
に
気
を
満
た
し
め

せ
き
り

う
こ
つ

脊
梁

を
じ

き

竪

し
て
坐
禅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
か
し

そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い

て

坐
に
執

着
し
て
動
中
を
嫌
う
な
ら
ば

真
の
三
昧
境
は
現
前
し
な
い

動
中
を
避
け
る
人
に
限

て

中
の
工
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夫
即
ち
坐
禅
に
於
け
る

ざ
ん
ま
い

三
昧

ほ

と
く

発
得
も
不
充
分
な
人
が
多
い
の
は

私
の
親
し
く
見
聞
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

　
と
は
い
え

四
六
時
中
間
断
無
く
工
夫
三
昧
に
な
る
こ
と
な
ど

そ
う
容
易
に
出
来
る
も
の
で
は
な
い

し
か
し

そ
の
不
可
能
と
思
え
る
処
に
向
か

て

全
精
魂
と
誠
の
限
り
を
傾
け
尽
く
し
て

我
が
身
を

な
げ
う

擲

て
脇
目
も
振
ら
ず
に
突
き
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る

多
く
の
修
行
者
達
が
こ
こ
で
挫
折
し
て
し
ま

う
の
は

早
急
に
成
果
を
求
め
る
が
故
に

三
昧
境
に
入
る
こ
と
の
困
難
を
痛
感
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る

こ
の
場
合

最
も
重
要
な
こ
と
は

成
果
を
求
め
ず

そ
の
時
の
自
己
の
心
境
を
反
省
す
る
こ
と
無

し
に

ひ
た
す
ら

只
管
「
無

無

無
」
と
成
り
切

て
行
く
こ
と
で
あ
る

無
字
三
昧
の
工
夫
が
純
熟
し
て
く
る

と

睡
眠
欲
す
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
い

古
人
が
「
寝

を
忘
ず
」
と

わ
れ
た
境
涯
が
現
前
し
て
来
る

し
か
し

そ
れ
は
そ
う
し
よ
う
と
思

て
出
来
る
も
の
で
は
な
い

こ
の
点
に
関
し
て

大
拙
居
士
が
最

初
に

し
ん
し

親
炙
さ
れ
た
洪
川
老
師
の
次
の

葉
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う

曰
く

「
或
る
ひ
と
問
う

古
人

の
参
禅
学
道
は
工
夫
純
一

寝

を
忘
ず
る
に
到
る

弟
子

そ
の
境
界
に
到
ら
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
能

わ
ず

予
が
曰
く

_

が
大
道
に
親
切
な
ら
ざ
る
が
故
な
り

古
人
の
寝
を
廃
し

さ
ん

を
忘
ず
は

こ
れ
勉

強
し
て
然
る
に

ず

も若
し
学
人

一
の
急
切
事
の
心
に
関
わ
る
有
ら
ば

知
ら
ず

え
ず
寝
を
廃
し

を
忘
ず

け
だ蓋

し
や罷

め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
能
わ
ざ
る
の
み
」(

『
蒼

広

』
巻
二)
と

こ
の

葉
の
真
意

は

「
寝

を
忘
ず
る
」
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
修
行
し
て
も
出
来
る
も
の
で
は
な
く

む
し
ろ
公
案

三
昧
に
な

て
い
る
と

結
果
的
に
思
わ
ず
知
ら
ず
寝

を
忘
ず
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
寝

を
忘
じ
よ
う
」
或
い
は
「
見
性
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
す
ら

よ
こ
し
ま

な
分
別
で
あ
り

妄
想
で
あ

る

こ
の
場
合

ひ
た
す
ら

只
管
単
純
な
公
案
そ
の
も
の
に
成
り
切
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る

　
さ
て

私
が
あ
る
道
場
に
新
た
に
入

し
て

悟
を
決
め
て
無
字
の
工
夫
三
昧
に
没
頭
し
て
三

月

く
ら
い
過
ぎ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る

も
と
よ
り
そ
の
間
は
脇
席
に
付
け
ず
に
徹
宵
し
て
坐
り

日
中
も
寸

暇
を
惜
し
ん
で
坐
禅
に
励
ん
で
い
た

作
務
の
最
中
も
工
夫
三
昧
で

不
思
議
な
こ
と
に

疲
労

こ
ん
ぱ
い

困
憊
し

て
い
る
筈
で
あ
る
の
に
一
向
に
疲
れ
な
ど
感
じ
な
か

た

そ
の
時
に
は
分
か
ら
な
か

た
の
で
あ
る
が

後
で
振
り

て
反
省
す
る
と

そ
の
様
に
し
て
「
無
」
の
一
点
に
集
中
し
て
い
る
う
ち
に

通
常
担
い

で
い
た
自
我
が
い
つ
の
間
に
や
ら
薄
紙
を
剥
が
す
が
如
く
に
脱
落
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う

住
む
場
所

が
変
わ

た
せ
い
で

ひ
ど
い
の
ど

を
引
い
て
し
ま

て
坐
禅
の
最
中
に
も
咳
が
止
ま
ら
な
く
な

て
し
ま

た

勿
論
咳
を
し
て
も
禅
定
は
聊
か
も
揺
る
が
な
か

た
が

他
の
修
行
者
達
の
迷
惑
に
な
る

と
思
い

夜
は
二
時
間
だ
け
横
に
な

て
寝
て

早
く

を
治
そ
う
と
し
た
が

結
局
咳
で
寝
る
こ
と
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は
出
来
な
か

た

道
友
の
中
に
は
私
の

が
全
然
治
ら
な
い
の
で

死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す

る
者
も
あ

た
が

当
の
本
人
は
一
向
に
平
気
で

身
心
共
に
充
実
し
た
日
々
を
送

て
い
た
の
で
あ
る

そ
れ
は
誠
に
摩
訶
不
思
議
な
状
態
で
あ

た

い
間
殆
ん
ど
寝
て
い
な
か

た
の
に

疲
れ
を
何
ら
感

じ
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か

気
が
全
身
に
充
実
し
て
八
面

れ
い
ろ
う

玲
瓏
に
な
り

自
分
の
周
り
の
事
象
も
全
て

透
徹
し
て
来
る
の
で
あ
る

こ
う
し
て
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
果
て
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
が

時
節
因

縁
が
熟
し
た
と
で
も

お
う
か

或
る
時

咳
を
し
た
途
端

じ

き

げ

直
下
に
自
己
の
無
我
な
る
こ
と
に

じ

う
と
う

承
当

し
た

本
来
我
々
に
は

通
常
感
じ
て
い
る
様
な
小
さ
な
自
我
な
ど
は
微
塵
も
無
か

た
こ
と
が

は

き
り
と
分
か

た
の
で
あ
る

そ
れ
と
同
時
に

自
我
が
有
る
様
に
思

て
い
る
の
は
明
ら
か
に
「_

倒

夢
想
」(

『
般
若
心
経
』)

で
あ
り

自
我
を
意

す
る
が
為
に

我
々
は
自
我
中
心
的
な
生
き
方
を
し
て

し
ま
う
が

そ
う
い
う
自
我
的
生
き
方
を
翻
し
て
無
我
的
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
痛
感
す

る
に
到

た

実
際

自
我
と
い
う
有
り
方
の
上
で
生
ず
る
色
々
な
問
題
は

無
我
に
根
本
的
に
転
換
す

る
こ
と
に
よ

て
の
み

抜
本
的
に

決
さ
れ
る
の
で
あ
る

こ
う
し
て
出
家
以
前
に
法
理
の
上
で
理
論

的
に
理

し
て
い
た
だ
け
で
あ

た
事
実
を

身
を
以

て
実
証
す
る
こ
と
が
出
来
た

勿
論
そ
れ
以
前

に
も
様
々
な
無
我
の
禅
定
体
験
は
あ

た
が

そ
の
時
が
最
も
徹
底
し
て
い
た
の
で
あ
る

し
か
し

も

と
よ
り
そ
れ
で
目
標
が
達
し
た
訳
で
は
な
く

む
し
ろ
そ
こ
か
ら
初
め
て
本
当
の
修
行
が
始
ま
る

修
行

と
い
う
の
は

ど
こ
ま
で
行

て
も
「
未
在

未
在
（
い
か
ん

い
か
ん
）」
で
あ
る

　
白

禅
師
に
よ

て
集
大
成
さ
れ
た
公
案
禅
の
目
指
す
所
は

単
な
る
伝
統
的
見

と
の
一
致
で
は
な

く

自
我
を
尽
く
し
て
「
自
性
即
ち
無
性
」（
白

「
坐
禅
和

」
）
と
い
う
根
本
的
真
実
を
徹
見
す
る
こ

と
に
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

白

下
の
修
行
者
が
こ
の
為
に
如
何
に

の
に
じ滲

む
様

な

折
り
を
し
た
か
を

も
う
ひ
と
つ
ご
紹
介
し
て
み
よ
う

次
の

葉
は

源
慧
桃
禅
師
（
一
七
二

一
―
一
七
八
五
）
が

下
の
修
行
者
に
回

さ
れ
た
も
の
で
あ
る

「
私
は
昔

河
松
蔭
寺
の
白

禅
師

の
下
で
修
行
中

元
文
五
年(

一
七
四
〇)

の
正
月
よ
り

三
種
病
の
公
案
に
参
じ

四
年
目
の
秋
に

初

め
て
こ
の
難
透
の
公
案
を
透
過
す
る
こ
と
が
出
来
た

そ
の
四
年
の
間

人
と
無
用
の
一

を
交
え
ず

可
笑
し
い
こ
と
も
面
白
い
こ
と
も
無
い
の
で

遂
に
笑
う
こ
と
は
無
か

た

他
人
が
笑

て
い
る
の
を

見
る
と

合
点
が
い
か
な
か

た

日
暮
れ
に
な

て
か
ら
は
涙
を
流
す
の
み
で

夏
も
冬
も
断

し

ま
た

は

た
い

_

な
ど
を
な
め

水
を

ん
で

七
日

五
日
づ
つ

人
に

れ
て

山
中
の
宮
や
拝
殿
な
ど
で

摂
心
を
行
な

た

こ
の
歳
の
冬
に
な

て
難
透
の
白

未
在
の
公
案
を
白

禅
師
よ
り
与
え
ら
れ
た
が
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疑
い
は
晴
れ
ず

十
二
月
初
め
か
ら
庵
の
戸
口
に

を
下
ろ
し
て

の
家
に
三
日
に
一
度

事
を
届

け
て
く
れ
る
様
に
頼
ん
で
空
腹
を
癒
し

明
年
二
月
末
ま
で
庵
か
ら
出
る
こ
と
は
無
か

た

原
宿
の
松

蔭
寺
へ
は
歳
暮
の
礼
に
も
正
月
の
礼
に
も
行
か
な
か

た

そ
う
し
て
二
月
の
末
に
未
在
の
公
案
を
透
過

し
た
時
の
大
歓
喜
は

そ
れ
こ
そ
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
も
の
で
あ

た

三
月
の
初
め
に
年
頭
の
礼
に
松

蔭
寺
へ
参

た
と
こ
ろ

禅
師
は
大
層
悦
ん
で
下
さ

た
の
で
あ
る
」
（
『

源
一
滴
』
法

集
）

源
禅
師
は
ま
た
別
の
手
紙
で
は

白

禅
師
と
厳
し
い
先
輩
の
無
理
無
体
の
責
め
に
会
い

五
六
度
も
首

を
く
く
ろ
う
か
身
投
げ
し
よ
う
か
と
苦
し
ん
だ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

公
案
工
夫
と
い
う
も
の
が
身
命

を

し
て
如
何
に
真
剣
に
行
な
わ
れ
る
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う

富
士
山
の
見
え
る
松
蔭
寺
で
は

白

禅
師
と

す
い遂
お
う翁

禅
師
の
お
墓
の
周
囲
を

修
行
中
に
不
幸
に
も

せ

ん

げ

遷
化
し
た
修
行
者
達
の
実
に
六
十
四
基
も
の

墓
石
群
が
取
り
囲
ん
で
い
る

彼
ら
は
如
何
に
命
懸
け
で
修
行
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か

禅
や
公
案
に
対

し
て
容
易
の
観
を
な
す
こ
と
は

厳
に
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い

三

禅
と
諸
道

　
前
節
で
述
べ
た
禅
の
根
本
経
験
は

既
に

及
し
た
様
に

諸
道
の
根
源
と
な
る
も
の
で
あ
る

東
洋

の
伝
統
に
於
い
て
は

「
道
」
と
名
付
く
も
の
は
全
て
自
己
を
空
じ
た
上
で
初
め
て
体
得
さ
れ
る
無
我
無

心
の
作
用
で
あ
る

ド
イ
ツ

圏
の
方
々
に
は

こ
の
体
験
の
微
妙
な
味
合
い
は

オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ

リ

ゲ
ル
の
著
名
な
労
作
『
弓
と
禅
』
を
一
読
し
て
頂
け
れ
ば

理

さ
れ
易
い
で
あ
ろ
う

も
と
よ
り

読

ん
で
頭
で
理

で
き
た
か
ら
と

て

そ
れ
で
事

れ
り
と
す
れ
ば
大
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が

　
禅
に
於
い
て
特
に
開
か
れ
た

だ
い
く
う

大
空

む

そ

う

無
相
・

し
ん
く
う

真
空

み

う
う

妙
有
の
体
験
が

そ
の
他
の
諸
道
の
根
本
と
も
な

て

い
る
こ
と
の
具
体
的
証
拠
と
し
て

以
下
に
於
い
て
二
つ
の
例
を
呈
示
し
た
い
と
思
う

そ
れ
は

石
田

梅
岩

く
ろ
ず
み住
む
ね
た
だ

宗
忠
と
い
う
二
人
の
卓

し
た
日
本
人
の
場
合
で
あ
る

（
以
下

『
石
田
梅
岩
全
集
』
『

住
教
教
書
』
参
照
）

先
ず

京

の
商
人
で
あ

た
石
田
梅
岩
（
一
六
八
五
―
一
七
四
四
）
は

農
家

の
次
男
で
あ

た
十
五
歳
位
の
頃
か
ら

当
時
の
少
年
達
が
普
通
学
ん
で
い
た
儒
教
的
教
育
を
受
け
て
以

来

自
分
も
学
問
を
し
て
古
来
の
優
れ
た
聖
人
賢
者
の
崇

な

行
を
学
ん
で

何
と
か
し
て
人
の
模
範
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と
な
る
様
な
人
生
を
送
り
た
い
と
考
え
る
に
到

た

元
来
東
洋
で

う
「
学
問
」
と
は

人
間
と
し
て

生
き
る
べ
き
道
を
学
ん
で
実

き

う
こ
う

躬
行
し

徳
を
身
に
付
け
て
我
が
身
を
潤
し

自
分
も
他
人
も
思
わ
ず

知
ら
ず
真
楽
の
境
地
に

ゆ

げ

遊
戯
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る(

『
大
学
』
の
朱
子
章
句
に
曰
く

「
大

学
は
（
中
略
）
初
学
徳
に
入
る
の

な
り
」
と)

も
と
よ
り
そ
う
い
う
本
来
の
有
り
方
か
ら
外
れ
て

四
書
五
経
を
中
心
と
し
た
儒
教
の
経
書
の

詁
学
や
考
証
学
の
み
に
専
念
し
て
い
た
学
者
は
数
多
く
い
た

の
で
あ
る
が

梅
岩
は
そ
れ
を
後
に
「
文
字
芸
者
」
と
し
て
退
け
る
に
到

た

聡
明
な
彼
は

聖
人
の

書
を
真
に
理

す
る
に
は
聖
人
の
心
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

「
自
分
の
本
心
本
性
は
何
か
」
と
い

う
難
問
に
逢
着
し

全
身
全

を

け
た
求
道
の
挙
句

遂
に

檗
宗
に
属
す
る
居
士
で

み

う
げ
ん

明
眼
の
禅
の

師
で
あ

た
お

ぐ

り

小
栗

り

う
う
ん

了

に
師
事
し
て

四
十
歳
の
時
に
年
来
の
疑
問
が

散

消
し

「
ぎ

う
し

ん

堯

舜
（
昔
の

聖
王
）
の
道
は
孝
弟
の
み

う鵜
は
水
を
く
ぐ
り

は
空
を
飛
ぶ

道
は
上
下
に
明
ら
か
な
り

性
は
こ
れ

万
物
の
母
」
と
知

て

大
い
に
喜
ん
だ

し
か
し

彼
の
厳
師
は

「
お
前
の
見
た
の
は
在
り
来
た
り

の
知
れ
た
こ
と
だ

盲
人
が
象
を
見
た
と
い
う
喩
え
の
様
に

尾
や

を
見
た
だ
け
で
全
体
を
見
る
こ
と

が
出
来
て
い
な
い

お
前
の
場
合

自
分
の
本
性
が
万
物
の
親
と
見
た
と
い
う

そ
の
眼
が
ま
だ
残

て

い
る
で
は
な
い
か

本
性
に
は
（
自
己
を
対
象
化
す
る
様
な
）
眼
は
無
い
も
の
だ

そ
の
眼
を
今
一
度
離

れ
て
来
い
」

と
梅
岩
の

脱
の
不
充
分
さ
を
指
摘
し
た

梅
岩
は
そ
れ
か
ら
更
に
日
夜
寝

を
忘
れ
て

工
夫
す
る
こ
と
一
年
余
り
に
し
て

或
る
夜
深
更
に
及
び

身
体
が
疲
れ
て
眠
り
に
つ
き

夜
の
明
け
る

の
も
知
ら
ず
に
眠

て
い
た
と
こ
ろ

後
ろ
の
森
で
雀
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
た
途
端

「
こ
つ
ね
ん

忽
然
と
自
性
見

の
見
を
離
れ
る
」
（
悟
り
す
ら
も
空
じ
て
真
空
に
な
る
）
こ
と
が
出
来
た

そ
れ
以
来

彼
の
心
境
は

ま
る
で

子
の
様
に
純
真
そ
の
も
の
に
な

た
と
い
う

禅
で
は
大
悟
の
暁
に
よ
く
「
投
機
の
偈
」
と
称

さ
れ
る
漢

や
和
歌
を
作
る
の
で
あ
る
が

梅
岩
も
そ
の
時

「
呑
み
尽
く
す
心
も
今
は
白
玉
の

子

と
な
り
て
ホ
ギ

の
ひ
と
こ
え

一
音
」
と
い
う
和
歌
を
作

た

も
と
よ
り
漢

で
作
る
方
が
よ
り
本
格
的
な
の

で
あ
る
が

年
商
人
で
あ

た
梅
岩
に
は
そ
う
い
う
素
養
も
無
く

ま
た
そ
う
い
う
作

の
能
力
を
左

程
重
視
し
て
い
な
か

た
の
で
も
あ
ろ
う

彼
に
と

て
は
恐
ら
く
自
分
の
本
心
を
明
ら
め
る
こ
と
こ
そ

「
ず

ね

ん

頭
然
を

は
ら救

う
」
が
如
き
切
実
な
一
大
事
で
あ

た
に
相
違
な
い

先
述
の
和
歌
を

ふ

え

ん

敷
衍
し
て

彼
は
次

の
様
に
述
べ
て
い
る

「
そ
れ
よ
り
し
て
後
は

自
性
は
大
な
る
こ
と
も

万
物
の
親
と
い
う
こ
と
も
思

わ
ず

迷
う
た
と
も
思
わ
ね
ば

ま
た

め
た
と
も
思
わ
ず

え
て
は

を
喰
ら
い

渇
し
て
は
水
を

呑
み

春
は

か
す
み

に
こ
も
る
華
を
見

夏
は
晴
れ
ゆ
く
空
に

々
た
る
緑
を

な
が

め

暑
気
甚
だ
し
け
れ
ば
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水
を
楽
し
み

稲
葉
の

に
月
を
慕
い

萩
の
下
葉
色
づ
く
よ
り

紅
葉
の
景
色
を

じ
て

木
の
葉
に

か
か
る
薄

よ
り

変
わ
り
変
わ
り
て
雪
と
な
る

実
に
一
念
に
移
り
ゆ
く
そ
の
有
様
を
観
ず
れ
ば

い

か
さ
ま

子
と
も
云
い
つ
べ
し

春

衣
替
え
な
る
夏
山
も

紅
葉
は
散
り
て

雪
は
降
り
つ
つ
」

こ
こ
に
は

「
に
ん
う
ん

任
運

と
う
と
う々

」
と
称
さ
れ
る
無
我
無
心
の
東
洋
的
生
き
方
の
精

が

憾
な
く
表
現
さ
れ

て
い
る
と

え
よ
う

こ
の
梅
岩
の
工
夫
の
仕
方
と
大
悟
ま
で
の
経
緯
を
見
る
と

理
想
的
な
禅
修
行
の

経
過
を

た
と

う
こ
と
が
出
来
る

そ
こ
で
彼
は

最
早
商
人
と
し
て
の
勤
め
を
辞
め
て

四
十
五
歳
に
し
て
京

市
中
で
無
料
講
義
を
開

始
す
る
こ
と
に
な
る

そ
の
心
境
を
彼
は
次
の
様
に

て
い
る

「
私
は
晩
学
で
あ

た
の
で

こ
れ

と
い

た
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
も
な
い
し

日
常
の
行
動
も
立
派
な
人
に
似
て
い
れ
ば
良
い
が

そ
れ
も

更
に

お
ぼ
つ
か束

な
い

そ
れ
な
の
に
一
体
何
を
教
え
る
積
り
か
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が

私
が
人
々
を
教
化

し
よ
う
と
す
る
志
は

数
年
の
間
心
を
究
め
尽
く
し
て
聖
賢
の
何
た
る
か
が

ほ
う
ふ
つ

彷
彿
と
自
得
出
来
た
と

て
も
過

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

こ
の
心
を
知
ら
し
め
た
な
ら
ば

生
死
は

う
に
及
ば
ず

み

う
も
ん

名
聞

利
欲
も
離
れ
易
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る

こ
れ
を
導
く
為
で
あ
る

も

と
も

学
問
知

に
つ
た
な

拙
い
私

の
講
釈
で
あ
る
か
ら

聴
衆
も
少
な
い
で
あ
ろ
う

も
し
聞
く
人
が
な
け
れ
ば

た
と
え
四
つ

の
辻
に

立

て
な
り
と
も

自
分
の
志
を
述
べ
た
い
と
思

た
の
で
あ
る
」
（
石
田
梅
岩
『
斎
家
論
』
）

根
本
の

大
道
そ
の
も
の
で
あ
る
真
実
の
自
己
を
明
ら
め
た
と
い
う
揺
ぎ
無
い
確
信
を
持
ち
な
が
ら

か
く
も
謙

に
振
舞
う
こ
と
が
出
来
る
の
が

我
を
尽
く
し
た
梅
岩
の
心
境
の
円
熟
さ
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う

梅
岩

は

心
を
磨
く
材
料
（
「

と
ぎ
ぐ
さ

磨
種
」）
で
あ
る
な
ら
ば

儒
教
・
仏
教
・
道
教
・
神
道
・
国
書
の
い
ず
れ
の
教

え
に
せ
よ

「
一
も
捨
て
ず

一
に

な
ず泥

ま
ず
」
と
い
う
態
度
で
偏
見
な
く
活
用
し
た

こ
う
し
て
彼
は
独

自
の
「
心
学
」（「
石
田

流
の
心
学
」
と
い
う
意
味
で

「
石

心
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
樹
立
し
て

商
人
を
主
と
し
た
実
に
多
く
の
在
俗
の
弟
子
達
を
育
て

そ
の
結
果

彼
の
道
統
か
ら
は

修
行
成
就
し

て
免

皆
伝
と
も

え
る
「
断
書
」
を
受
け
た
者
だ
け
で
も

驚
く
べ
き
こ
と
に
実
に
三
万
六
千
人
以
上

も
あ
り

今
に
到
る
ま
で
そ
の
名
が

け
ん
で
ん

喧
伝
さ
れ
る
に
到

て
い
る

孔
子
は
大
聖
人
で
あ
る
が

そ
の
孔
子
に
し
て
尚
且
つ

「
勤
勉
で
は
私
も
人
並
み
だ
が

君
子
と
し

て
の
実

で
は

私
は
ま
だ
十
分
に
は
行
か
な
い
」
（
『
論

』
述
而
篇
）
と
か

「
君
子
の
道
は
四
つ
有

る
が

私
は
未
だ
そ
の
一
つ
を
も
行
な
う
こ
と
が
出
来
な
い
」（
『
中
庸
』
第
十
三
章
）
な
ど
と
い
う
恐
る

べ
き
述
懐
が
あ
る

私
見
に
依
れ
ば

こ
れ
こ
そ
「
意
・
必
・
固
・
我
」
の
四
つ
を
断
た
れ
た
孔
子
（
同
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書

し

か

ん

子
罕
篇
）
の
無
我
・
至
誠
の
自
ず
か
ら
な
る
発

に
他
な
ら
な
い

日
本

代
の
達
道
の
人

山
岡
鉄
舟
は

明
治
天
皇
の
侍
従
を
し
た
功
績
を
認
め
ら
れ
て
叙
勲
さ
れ
よ

う
と
し
た
時
に

「
ま
だ
ま
だ
お
尽
く
し

ら
ぬ
と
思

て
い
る
の
に

叙
勲
な
ど
も

て
の
ほ
か
だ
」

と
断

し

「
喰
う
て
寝
て
何
も
致
さ
ぬ
ご
褒
美
に

蚊
族
（
「
華
族
」
と
同
音

）
と
な

て
ま
た
も

を
吸
う
」
と
自
嘲
し
た

鉄
舟
は
天
皇
の
教
育
係
役
を
西

隆
盛
か
ら
の
た

て
の
依
頼
で
引
き
受
け

天
皇
か
ら
最
も
信
頼
さ
れ
た
側

で
あ

た

し
か
も
彼
の
前
の
主
君
は

徳
川
慶
喜
と
い
う
最
後
の
将

軍
で
あ

た

将
軍
に
と

て
代
わ

て
最

権
力
の
座
に
つ
い
た
天
皇
に
新
た
に
仕
え
る
こ
と
に
な

た
鉄
舟
は

殊
に
将
軍
の

下
で
あ

た
旧
武
士
達
か
ら
口
さ
が
な
い
批
難
を
浴
び
た
様
で
あ
る
が

そ

れ
で
も
彼
は
一
向
に
弁
明
な
ど
せ
ず
に
天
皇
に
お
仕
え
し
た

そ
れ
は

鉄
舟
に
せ
よ
海
舟
に
せ
よ

「
東

洋
の
精
華
」(

鉄
舟)

で
あ
る
無
我
・
至
誠
と
い
う
「
一

じ
き
し
ん

直
心
を
常
に
行
じ
て
い
る
」
（
六
祖
大
師
）
と
い

う
比

な
き
確
信
が
あ

た
れ
ば
こ
そ

如
何
な
る
難
事
に
も
平
然
と
対
処
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
（
勝
海

舟
に
関
し
て
は

『
氷
川
清
話
』
を
参
照
さ
れ
た
い
）

先
の
逸
話
は

実
に
鉄
舟
全
幅
の

誠
の
表
現
で

あ
る

「
こ
の
道

今
人
棄
て
て
土
の
如
き
」
（
杜
甫
）
有
様
を
見
る
に
つ
け
て
も

人

の
精
神
世
界
に

と

て
う
た
た
寂
寥
の
感
無
き
を
得
な
い

何
よ
り
も
先
ず

こ
う
い
う
精
神
的
法
財
を
所
有
す
る
日
本

人
が

せ
ね
ば
な
る
ま
い

更
に

孔
子
は
大
勢
の
弟
子
を
持
つ
よ
う
に
な
ら
れ
て
も

ご
自
分
の

里
に
帰
ら
れ
た
際
に
は

ま

る
で
無
学
で
も
の
も

え
な
い
人
の
様
に
慎
ま
し
や
か
で
あ
ら
れ
た
と

う

日
本

明
学
の
祖
と

わ

れ

「
聖
人
」
と
尊
称
さ
れ
た
中
江
藤
樹
（
一
六
〇
八
―
一
六
四
八
）
は

『
論

』

党
篇
の
一
篇
の
内

に
「
夫
子
徳
光
の

え
い
せ
き

影
迹
」
（
藤
樹
先
生
全
集

巻
之
八

論

党
啓
蒙
翼
伝

四
〇
五
頁
）
を
見
て
取

た

彼
は

党
篇
を
拝
読
し
て

聖
人
と
称
さ
れ
る
孔
子
が

聖
人
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
果
て
て

時

と
処
に
応
じ
て
実
に
自
然
で
活
き
活
き
と
し
て
的
確
な
行
動
を
と

て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知

て

「
聖
」

と
い
う
概
念
に
執
わ
れ
て
い
た
自
分
の
未
熟
さ
と
不
自
由
さ
に
気
付
い
た
の
で
あ
る

聖
に
固
執
す
る
人

は
聖
人
と
は
呼
ば
れ
得
ず

禅
に
執
着
す
る
人
は
真
の
禅
者
で
は
有
り
得
な
い

聖
を
忘
れ
果
て
て
こ
そ

真
の
聖
人
で
あ
り

禅
を

じ

か

自
家

や
く
ろ
う
ち

う

薬
籠
中
の
も
の
と
し
て

し
か
も
兎
の
毛
ほ
ど
も
執
わ
れ
な
い
人
こ
そ

真
の
禅
者
で
あ
る

こ
の
意
味
で

日
本
渡
来
の
中
国
僧
で
あ
る

せ
い
せ
つ

清
拙

し

う
ち

う

正

澄
禅
師
（
一
二
七
四
―
一
三

三
九
）
が

「
自
ら

さ

け

作
家
（
達
道
の
人
）
と

わ
ば

作
家
に

ず
」
と

わ
れ

大
拙
居
士
が
崇
敬
さ

れ
て
い
た
我
が
恩
師
の
森
本

し

う
ね
ん

省
念
老
師
（
一
八
八
九
―
一
九
八
四
）
が

「
禅
は
禅
で
な
い
の
が
本
当
の
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本
当
の
禅
で
あ
る
」
と

わ
れ
た
の
は

至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る

か
の
清
拙
禅
師
の
お

葉
を

著

者
は

日
本
禅
宗
史
上
切

て
の
道
学
兼
備
の
名
僧
で

白

禅
師
で
す
ら
礼
を
具
し
て
参
問
さ
れ
た
と

い
う

む
ち

く

無
著

ど
う
ち

う

道
忠
禅
師
（
一
六
五
三
―
一
七
四
四
）
の
『
正
法
眼
蔵

せ
ん
ぴ

う

僭
評
』
（
二
十
八
頁
）
で
見
つ
け
た

の
で
あ
る
が

そ
こ
で
無
著
禅
師
は

道
元
禅
師
が
そ
の
嗣
法
の
師
で
あ
る

翁
如
浄
禅
師
（
一
一
六
三

―
一
二
二
八
）
に

及
し
た

「
天
童
和
尚
（
如
浄
禅
師
）
常
に
曰
く

三
百
年
来
よ
り
こ
の
か
た
我
が

如
く
な
る
智

未
だ
出
で
ず

諸
人

審
細
に
弁
道
工
夫
す
べ
し
」
と
い
う
箇
所
に
就
い
て

こ
の
如
浄

禅
師
の

葉
を

「
こ
う
こ
ん

後
昆
の

き

う
ま
ん

_

慢

自
大
の

を
開
く

は
な
は

太
だ
不
是
な
り
」
と
痛
烈
に
批
判
す
る
と
共

に

師
の
こ
の

葉
を

き

う
じ

矜
持
を
も

て
引
用
し
て
い
る
道
元
禅
師
を
も
重
ね
て
批
判
し
て
い
る

無
著
禅

師
は
「

じ

く
擇

ほ
う
げ
ん

法
眼
」（
白

『
け
い
そ
う

荊
叢

ど
く
ず
い

毒
蘂
』
巻
九

三
十
二
丁
裏
）
を
具
備
し
た
清
廉
潔
白
の
名
僧
で
あ
り

党
派
的
偏
見
か
ら
如
浄
・
道
元
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
無
い
こ
と
は

う
ま
で
も
無
い

禅
で
は

大
悟
徹
底
し
て
も
な
お
事

れ
り
と
せ
ず
に
「

し

う
た
い

聖
胎

養
」
す
る
と
い
う
気

い
ほ
う
ち

く

芳
躅
が

あ
る

日
本
で

え
ば

大
燈
国
師
（
宗
峰
妙

）
の
京

五
條
河
原
で
の

年
に

わ
た亙

る
乞

の
群
れ
に

混
じ

て
の
生
活

そ
の

は

す

法
嗣
の
無
相
大
師
（
関
山
慧
玄
）
の
六
十
歳
で
の
美
濃
八
年
の
山
中
で
の

養

な
ど
が

殊
に
有
名
で
あ
る

こ
れ
ら
は
す
べ
て

折

て
得
た
悟
り
の
境
地
す
ら
も
払
い
果
て
て

悟
り
に
も
執
わ
れ
な
い
大
自
在
の
境
地
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
せ
ん
が
為
で
あ
る

「
自
分
は
素
晴
ら
し

い
悟
り
の
体
験
を
得
た
」
と
い
う
自
負
は

自
我
を
尽
く
し
た
よ
う
に
見
え
て

そ
の
実

更
に
厄
介
な

我
見
の
台
頭
を
意
味
す
る

悟
り
の
体
験
に
執
わ
れ
た
人
が

悟

て
い
な
い
人
よ
り
も
常
軌
を
逸
し
た

動
を
と
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

禅
で
は
こ
れ
を
「
法
執
」

と
か
「
仏
見
・

法
見
」
と

て

戒
す
る
（
『
塗
毒

』
正
篇
四
十
七
丁
表
に
曰
く

「
南
泉
云
く

文
殊
普
賢
昨
夜
三

更
仏
見
法
見
を

す

各
々
三
十
棒
を
与
え
て
二

て

ち

せ

ん

鉄
圍
山
に

へ
ん
こ
う

貶
向
す
」
）

達
磨
大
師
か
ら
六
代
目
の
祖
師

で
あ
る
六
祖
大
師
が
尊
重
さ
れ
た
『
金
剛
経
』
に
も

「
法
す
ら
ま
さ
に
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い

ま
し
て

法
は
尚
更
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
一
句
が
あ
る

聖
胎

養
の
必
要
な

ゆ

え

ん

所
以
で
あ
り

白

禅
師
の

法
嗣
の
東
嶺
円
慈
禅
師
（
一
七
二
一
―
一
七
九
二
）
が

そ
の
労
作
『
宗

無
尽
燈
論
』
の
末
尾
に

わ
ざ
わ
ざ

態
々

「
行
持
論
」
を
付
記
し
て
お
ら
れ
る
所
以
で
あ
る

自
我
を
殺
し
尽
く
し
て
（
至
道
無
難
禅
師
曰
く

「
殺
せ
殺
せ
我
が
身
を
殺
せ

殺
し
果
て
て

何
も

無
き
時

人
の
師
と
な
れ
」
『
至
道
無
難
禅
師
集
』
一
二
五
頁
）
真
箇
の
無
我
の
境
地
に
到
達
す
る
為
に

は

こ
の
様
に
底
知
れ
ぬ
努
力
を
必
要
と
す
る
が

次
に
述
べ
る
日
本
の
宗
派
神
道
の

さ
き
が
け

魁

と
な

た
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住
教
を
樹
立
し
た

く
ろ
ず
み住
む
ね
た
だ

宗
忠
（
一
七
八
〇
―
一
八
五
〇
）
こ
そ
は

殆
ん
ど
無
師
独
悟
で
こ
の
境
地
を
真

に
我
が
物
と
し
て
縦
横
自
在
に
教
化
を
行
な

た
稀
有
の
人
物
で
あ
る

日
本
古
来
の
神
道
を
職
業
と
す
る
家
に
生
ま
れ
た
宗
忠
は

幼
時
か
ら

す
こ
ぶ

頗
る
孝
行
心
が
厚
か

た

十
九
歳
に
し
て
彼
は

「
心
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
一
句
を
室
町
時
代
の
神
道
の
名
著
（

よ

し

だ

か

ね

吉
田
兼

と
も倶

『
神

道
大
意
』
）
の
中
に
見
つ
け
て

そ
れ
以
来
「
生
き
な
が
ら
神
に
な
る
」
と
い
う
途
方
も
無
い
念

を
持

つ
こ
と
に
な

た

と
こ
ろ
が
宗
忠
が
三
十
三
歳
に
な

た
時

図
ら
ず
も
両
親
が
流
行
病
の
為
に
引
き

続
い
て
死
去
し
て
し
ま
い

悲
歎
に
暮
れ
た
彼
は
遂
に
胸

疾
患
の
大
病
に

か
か罹

り

瀕
死
の
状
態
に
陥

て
し
ま
う

悟
を
決
め
て
死
を
待

た
宗
忠
が
ふ
と
気
付
い
た
の
は

自
分
は
父
母
の
死
を
悲
し
む
あ

ま
り

気
に
な

た
為
に
大
病
に
な

た
の
だ
か
ら

心
さ
え

気
に
な
れ
ば
一
転
し
て
病
気
は
治
る
筈

だ
と
い
う
こ
と
で
あ

た

こ
う
し
て

天
恩
の
有
り
難
さ
に
心
を
向
け
る
と

不
思
議
な
こ
と
に
い
つ

の
間
に
か
病
は
軽
く
な

た

冬
至
の
日
に

入
浴
後
に
太

を
拝
み
た
い
と

い
出
し
た
の
で

妻
は

衰
弱
し
て
い
た
宗
忠
の
身
体
を
気

て
反
対
し
た
が

彼
は
神
職
と
し
て
の
正
装
を
し
て
日
の
出
を
待

た

や
が
て
東
方
の
空
に
姿
を
現
わ
し
た
荘
厳
な
太

に
対
し
て

彼
は

か
し
わ
で

柏
手
を
打

て
一
心
不
乱
に

拝
み

思
わ
ず
知
ら
ず
太

の

気
が
身
体
全
体
に
透
徹
し
て
全
身
が
太

の
コ
ロ
ナ
の
様
な

気
に
包

ま
れ
た
結
果

彼
は
万
物
の
根
源
で
あ
る

あ
ま
て
ら
す

天
照

お
お
み
か
み

太
神(

宗
忠
は
「
大
神
」
を
こ
の
様
に
書
い
た)

と
同
魂

同
体
に
な

た
と
直
感
し
た

こ
の
時
に
「
天
地
生
々
の

機(

い活
き
も
の)

」
を
自
得
し
た
宗
忠
は

人

間
は
元
来
永
遠
に
「
生
き
通
し
」
で
あ
り

生
死
か
ら
自
由
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自

し
た
の
で
あ
る

こ
の
根
本
経
験
の
こ
と
を

住
教
で
は
「

て
ん
め
い

天
命

じ
き
じ

直
授
」
と
呼
ぶ

こ
の
経
験
に
就
い
て
彼
は
後
に
或
る

人
に

あ宛
て
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る

「
道
と
は
『
満
ち
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り

天
照
太
神
の
ご
分

身
が
満
ち
て
欠
け
な
い
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

人
は

気
が

ゆ
る緩

む
と

気
が
強
く
な
る
も
の
で
あ

る

気
が
勢
い
の
有
る
時
が

け
が穢

れ
で
あ
る

そ
れ
は
気
枯
れ
（
『
穢
れ
』
と
同
音
）
で
あ
り

大

（
根

本
的

『
太

』
と
同
音
）
の
気
を
枯
ら
す
の
で

そ
の
為
に
様
々
な
難
儀
が
生
ず
る
の
で
あ
る
」

こ
れ
以
後
の
彼
は

自
分
だ
け
が
こ
の
様
な

た
ぐ

い
稀
な
恵
み
を
受
け
て

他
の
人
に
恵
ま
な
い
の
は
ご

神
慮
に
背
く
と
考
え

こ
の
使
命
感
か
ら
教
え
を
説
き
始
め
た

そ
れ
と
共
に

ま
じ
な
い
に
よ

て
多

く
の
病
人
を
無
料
で
治
す
と
い
う
一
種
の

的
治
療
を
行
な

た

彼
の
治
療
に
よ

て
多
く
の
瀕
死
の

重
病
人
が
即
座
に
治
る
と
い
う
奇

が
立
て
続
い
て

こ

た

年
の

あ

し

な萎
え
や
盲
目
を
直
ち
に
治
し

た
の
は

何
か
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
奇

を
彷
彿
と
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
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し
か
し
宗
忠
に
と

て
は

「
病
の
治
る
を
『
い
ろ
は
』
（
入
り
口
）
と
し
て

次
第
に
誠
の
道
に
入
ら

し
め
る
」
こ
と
が
目
標
で
あ

た

誠
の
道
は
ま
た

歓
び
と
楽
し
み
に
満
ち
た
「
神
な
が
ら
の
道
」
で

あ
り

「
生
き
通
し
」
と
も
呼
ば
れ
る

「
天
照
ら
す
神
の
御
心
人
心

ひ
と
つ
に
成
れ
ば
生
き
通
し
な
り
」

と

彼
は
そ
の
心
を
歌
に

よ

ん
で
い
る

ま
た
彼
の
道
が
興
隆
し
て
く
る
と

外

か
ら
様
々
な
中
傷
が

浴
び
せ
ら
れ
た
が

彼
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
弁
明
す
る
こ
と
も
せ
ず

未
だ
徳
が

り
な
い
自
分
に
は

却

て
か

こ
う

恰
好
の
修
行
の
機
会
で
あ
る
と
し
て

更
に
厳
し
く
自
己
反
省
し

四
年
が
か
り
の
一
千
日

さ
ん
ろ
う

参
籠

（
神
社
に

こ
も籠

て
の
祈

）
と
十

年
予
定
で
の
毎
月
に
百
種
の
神
社
参
り
と
に

次
々
取
り
掛
か

た

更
に
そ
の
間

あ
の
交
通
の
便
の
悪
い
時
代
に

自
分
の
住
む
岡
山
か
ら

日
本
に
於
け
る
神
社
の
中
心

を
な
す
遠

離
の
伊
勢
大
神
宮
へ
の

さ
ん
ぐ
う

参
宮
も
何
度
か

み
て
い
る

宗
忠
の
講
釈
は

自
我
を
離
れ
て
無
我
に
な
り

意

す
る
こ
と
な
く
自
然
に
口
を
突
い
て
出
る
も
の

で
あ

た
故

彼
は
そ
れ
を
「
天

」
と
呼
び

「
日
の

お

お

み

か

み

大
御
神
直
伝

鎮
魂
の
大
道
」
と
い
う
大
い
な

る
自

を
持
つ
に
到

た

彼
は
聴
衆
に
対
し
て
も
次
の
様
に

た

「
さ
て
私
は
何
も
知
ら
ず

書

物
に
も
依
ら
ず

（
中
略
）
儒
仏
も
知
ら
ず

何
を
説
こ
う
と
い
う
思
い
も
有
り
ま
せ
ん

た
だ
天
照
太

神
の
ご
神
慮
を
受
け
て
こ
の

座
に
登
れ
ば

ご
神
慮
が
自
然
と
私
の
胸
に
満
ち
て

ス
ラ
ス
ラ
と
流
れ

出
ま
す

（
中
略
）
従

て

私
の
講
釈
を
宗
忠
の
講
釈
と
思
わ
ず
に

か
た
じ
け
な

忝

く
も
天
照
太
神
の
ご
講
釈

だ
と
思

て

先
ず
疑
い
を
払
い

ふ
る旧

く
思
い
得
ら
れ
た
道
理
を

な
げ
う

擲

て
胸
を

む
な

し
く
し

天
真
爛
漫

に
心
を
新
た
に
し
て
聴
い
て
頂
き
た
い

（
中
略
）
よ
く
お
聴
き
に
な
れ
ば

た
と
え
今
死
に
そ
う
な
重

病
で
も

講
釈
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
癒
え
ま
す
」

宗
忠
に
と

て
は

無
我
に
な
る
こ
と
は
万
物
の

根
源
で
あ
る
天
照
太
神
と
同
魂
同
体
に
成
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

そ
し
て
誠
に
す

か
り
任
せ
切

て

「
我
が
ま
る
で
無
く
な
れ
ば

天
地
が
結
ん
で
い
た
心
の
活
き
も
の
が
初
め
て
目

め
て

夢
が

め
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
」

彼
は
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
有
り
難
い
」
と
い
う
感
情
を
重
視
し
た

彼
は

う

「
何
事
も
有

り
難
い
有
り
難
い
と
日
を
送
ら
れ
た
な
ら
ば

全
て
の
こ
と
が
残
ら
ず
有
り
難
く
な
る

も
と
よ
り
有
り

難
い
ば
か
り
の
御
身
の
上
で
す
か
ら

少
し
も
ご
油
断
ご
ざ
い
ま
せ
ん
様
に

（
歌
）
『
何
事
も
有
り
難
い

に
て
世
に
住
め
ば

向
か
う
物
事
み
な
有
り
難
い
な
り
』

善
悪
共
に
有
り
難
い
と
思
え
ば
時
々
事
々
に

有
り
難
く
な
り
ま
す

（
中
略
）
み
な
形
の
上
で
は
難
が
有
る
の
が
形
の
本
来
の
姿
で
す

し
か
し
我
々

の
修
行
は
難
を
難
と
も
思
わ
な
い
の
が
修
行
で
す
か
ら

苦
に
な
る
こ
と
は
有
り
ま
せ
ん

苦
に
な
ら
ぬ
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時
は
あ
と
は
楽
し
み
ば
か
り
で
す

そ
の
心
は
道
そ
の
も
の
で
す
か
ら

道
に
心
が
安
住
し
て
い
る
時
に

は
大
安
楽
で
す

う
ま
で
も
な
く

心
次
第
で
楽
し
み
は
思
い
の
ま
ま
と
な
り
ま
す
」

宗
忠
に
依
れ
ば

通
常
の
我
見
我
欲
が
あ
る
が
為
に

唯
一
の
「
活
き
も
の
」
で
あ
る
心
が

く
ら晦

ま
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る

そ
こ
で
彼
は

そ
う
し
た
有
る
も
の
（
分
別
）
を
払
い
去

て
一
物
も
残
ら
ぬ
ほ

ど
に
す
る
「

じ

う
常

ば
ら払

い
」
を
間
断
無
く
努
め
る
こ
と
に
よ

て

無
に
到
る
こ
と
が
出
来
る

と
し
た

「
無

に
到

て
も
な
お
止
め
な
け
れ
ば

有
り
難
く
嬉
し
く
面
白
い
こ
と
の

何
に
譬
え
様
も
無
い
ほ
ど
の
妙

味
が
あ
る

こ
れ
が
天
心
に
到
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

天
心
は
天
地
の
心

天
地
の
活
き
も
の

即
ち

天
照
太
神
一
体
で
あ
る
」

彼
に
依
れ
ば

我
々
は
皆
も
と
も
と
無
い
所
か
ら
出
て
来
た
身
で
あ
り

心

の
根
本
で
あ
る
無
を
常
々
養
う
こ
と
こ
そ

天
照
太
神
の

み

た

ま

御

を
養
う
こ
と
で
あ
る

彼
は
「
活
き
も
の

は
無
の
中
に
有
る
」
と
も

て
い
る
が

日
頃
彼
が
ど
の
様
な
心
境
で
こ
の
無
を
実
現
し
て
い
た
か
に

就
い
て
は

次
の

葉
が
あ
る

「
今
世
界
中
で

私
ほ
ど
無
念
無
欲
の
場
で
勤
め
て
い
る
者
は
あ
る
ま

い
と
思
う

私
が
今
こ
こ
で
こ
う
し
て
い
る
時

胸
中
を
さ

ぱ
り
払
い
去

て
一
念
も
無
く

す
べ
て

体
中
な
ん
に
も
無
い

心
は
ま
る
で
天
に
お

し
申
し
て
い
る
故

活
き
も
の
は
ま
る
で
天
地
に
満
ち
満

ち
て
有
る

が

有
り
難
い
こ
と
に
は

ま
た
ス

と
こ
こ
に
戻

て
来
る
の
で
あ
る
」

日
本
固
有
の
神
道
に
属
す
る

住
教
の
開
祖
で
あ
る

住
宗
忠
の
無
我
・
至
誠
の
境
涯
（
「
至
誠
」
に

関
し
て
は
『
中
庸
』
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を

彼
自
身
の
教
え
に
即
し
て
紹
介
し
て
来
た
が

こ
と

こ

こ

此
処

に
到

て
は

禅
仏
教
や
儒
教
や
神
道
な
ど
と
い
う
差
別
を
強
調
す
る
こ
と
が

如
何
に
皮
相
的
で
あ
る

か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う

こ
れ
ら
の
東
洋
の
教
え
を
通
貫
す
る
根
本
の
境
地
こ
そ

禅
そ
の
も
の
で
あ
る

と

て
よ
い

現
に

幕
末
維
新
頃
に
備
前
の
曹
源
寺
で
大
法
を

こ

よ

う

挙
揚
し
て
数
多
く
の
優
秀
な
法
嗣
を

打
出
さ
れ
た

最
も
伝
統
的
と
目
さ
れ
る

ぎ

さ

ん

儀
山

ぜ
ん
ら
い

善
来
禅
師
（
一
八
〇
二
―
一
八
七
八
）
は

法
嗣
の
洪
川

老
師
の
名
著
『
禅
海
一
瀾
』
に
「
序
」
を
寄
せ
て

同
様
の

旨
の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る

も
し

こ
の
小
論
を
見
て

禅
匠
に
し
て
儒
教
や
神
道
な
ど
の
脇
道
に

及
し
て
い
る
と
思
う
な
ら
ば

そ
れ
は

そ
の
人
自
身
が
外
か
ら
対
象
的
に
「
禅
」
を
見
て
お
り

禅
体
験
の
外
に
い
る
こ
と
を
図
ら
ず
も
吐

し

て
い
る
の
で
あ
る

禅
は
元
来
そ
ん
な
狭
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い

既
に

『
東
洋
一
貫
の
大
道
と
し
て

の
禅
』
と
い
う
小
論
の
標
題
自
身
が

不
充
分
の
謗
り
を
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う

根
本
的
大
道
と
し
て
の

「
禅
」
が
「
東
洋
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
が
無
い

誤

を
生
じ
易
い
表
現
で
あ
る
が

そ
う
い
う

無
我
・
至
誠
の
「
大
道
」
が
と
り
わ
け
東
洋
に
於
い
て
見
出
さ
れ

し
か
も
東
洋
的

い活
き
方
の
根
本
と
な
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て
い
る
と
い
う
意
味
で

仮
に
そ
う
名
付
け
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る

結
び

さ
て

最
後
に
諸
大
徳
に
ご

問
し
た
い

著
者
が
こ
の
小
論
の

へ
き
と
う

劈
頭
で
ご
注
意
し
た
様
に

文
字
の

表
現
形
式
を

え
て

果
た
し
て

動
す
る
「
活
き
も
の
」
を

し
か確

と
捉
え
て
頂
い
た
で
あ
ろ
う
か

こ
の

活
き
も
の
と
は

実
に
無
我
の
端
的

至
誠
の
極
致

東
洋
の
精
随
で
あ
る

未
だ
そ
れ
を
掌
中
に
収
め

て
お
ら
れ
ぬ
人
の
為
に

『
無

関
』
の
第
十
九
則

「
平
常
是
道
」
の
末
尾
に
あ
る
無

禅
師
の
美
し
い

偈
頌
を
ご
紹
介
し
た
い

「
春
に
百
花
有
り

秋
に
月
有
り

夏
に
涼

有
り

冬
に
雪
有
り

も若
し

事
の
心
頭
に

か

_

く
る
無
く
ん
ば

便
ち
是
れ
人
間
の
好
時
節
」

い
や

こ
れ
で
は
未
だ

ら
ぬ

今
一

度

孔
子
の

葉
を
引
用
さ
せ
て
頂
き
た
い

「
君
子
を

き

う
こ
う

躬
行
す
る
こ
と
は

則
ち
吾
れ
未
だ
こ
れ
を
得

る
こ
と
有
ら
ざ
る
な
り
」

あ

あ

嗚
呼

『
論

』
は
是
れ
「
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書
」
（
伊
藤
仁
斎
『
論

古
義
』
）

夫
子
の

格
た
る
や

「
こ
れ
を
仰
げ
ば

い
よ
い
よ

弥
々

く

こ
れ
を

き鑽
れ
ば
弥
々
堅
し
」
（
『
論

』
し

か

ん

子
罕
篇

愛
弟
子
顔
回
の

葉
）

恐
る
べ
し

慎
む
べ
しこ

の
文
章
の
無
断
複
製
・
転
載
を
禁
じ
ま
す

著
者
　
田
中
寛
洲


