
唐
末
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代
禪
宗
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衣
川　

賢
次

一
．
前
言

禪
宗
燈
史
﹃
祖
堂
集
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
︑
本
書
の
あ
る
一
章
を
選
び
具
體
な
讀
解
を
通
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
が
本

研
究
の
目
的
で
あ
る
︒
そ
の
選
擇
の
基
準
は
本
書
に
展
開
さ
れ
た
禪
思
想
の
面
と
敍
述
の
言
語
の
面
の
特
徴
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

︵
一
︶
五
代
南
唐
時
代
の
福
建
泉
州
で
撰
述
さ
れ
た
本
書
に
お
い
て
︑
唐
末
五
代
南
方
の
禪
思
想
を
比
較
的
詳
し
く
傳
え
て
い
る
禪
僧
の

章
で
あ
る
こ
と
︑︵
二
︶
そ
の
本
文
が
五
代
の
時
期
の
言
語
︑
特
に
南
方
方
言
の
特
徴
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
章
で
あ
る
こ
と
︑
の
二
點

で
あ
る
︒

そ
こ
で
こ
の
ふ
た
つ
の
條
件
を
滿
た
す
と
考
え
て
選
ん
だ
の
が
第
十
二
卷
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
で
あ
る
︒
禾
山
無
殷
禪
師
︵
八
八
四
～
九

六
〇
︶
は
福
州
連
江
縣
の
人
︑
福
州
雪
峯
山
の
義
存
禪
師
︵
八
二
二
～
九
〇
八
︶
の
も
と
で
出
家
し
︑
の
ち
江
西
へ
行
脚
し
て
洪
州
九
峯

道
虔
禪
師
︵
？
～
九
二
一
︶
の
も
と
で
修
行
し
︑
嗣
法
の
の
ち
︑
吉
州
禾
山
大
智
禪
院
に
お
い
て
開
法
し
た
︵
九
二
二
年
︶︒
本
章
が
記

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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錄
し
て
い
る
の
は
こ
こ
に
お
け
る
説
法
と
對
話
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
本
章
が
唐
末
五
代
當
時
の
禪
宗
の
ふ
た
つ
の
中
心
地
の
思
想
の
動

向
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
本
章
は
卷
十
二
の
三
分
の
二
を
占
め
る
長
篇
︵
海
印
寺
原
版
の
六
葉
半
︑
禪
文
化

研
究
所
影
印
版
十
三
頁
︶
で
あ
り
︑
無
殷
禪
師
の
思
想
を
傳
え
る
も
っ
と
も
詳
細
な
資
料
で
あ
る
︒﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
の
讀
解
を
通
し
て

明
ら
か
と
な
っ
た
唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
の
特
徴
と
し
て
︑
以
下
の
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
一
に
︑
無
殷
は
﹁
高
格
の
禪
者
に
親
近
す
る
場
合
︑
言
語
を
斷
っ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
言
い
︑
言
語
表
現
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
か
れ
の
説
法
は
禪
宗
傳
承
の
禪
門
故
事
︵﹁
話
頭
﹂︑﹁
公
案
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶
を
頻
用
し
な
が
ら
禪
理
を
説
く
點
に
特
徴
が
あ
る
︒

か
れ
自
身
が
﹁
十
一
位
﹂︵
今
は
傳
わ
ら
な
い
︶
と
い
う
︑
數
百
言
の
禪
要
を
收
集
し
整
理
配
列
し
た
資
料
集
を
編
纂
し
︵
本
譯
注
第
一

段
︶︑
こ
こ
か
ら
話
頭
を
自
在
に
取
り
出
し
な
が
ら
︑
正
し
い
禪
的
思
惟
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
闡
明
し
︑
そ
こ
に
お
い
て
か
れ
は
教

家
の
傳
統
的
佛
教
教
理
學
と
の
相
違
︑
禪
宗
思
想
に
對
す
る
當
時
の
禪
界
の
誤
解
と
偏
向
を
刔
剔
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
︒
唐
代

禪
の
基
調
を
定
め
た
馬
祖
道
一
︵
七
〇
九
～
七
八
八
︶
の
打
ち
立
て
た
﹁
即
心
即
佛
﹂︑﹁
性
在
作
用
﹂
と
い
う
佛
性
論
︑﹁
無
事
無
爲
﹂

と
い
う
修
道
論
︑﹁
見
色
即
見
心
﹂
と
い
う
悟
道
論
を
︑
百
五
十
年
︑
二
百
年
後
の
晩
唐
五
代
の
禪
僧
た
ち
は
い
か
に
繼
承
し
て
︑
禪
宗

大
衆
化
の
現
狀
が
も
た
ら
し
た
庸
俗
的
理
解
を
克
服
す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
︒
無
殷
の
﹁
十
一
位
﹂
編
纂
と
活
用
は
そ
の
一
手
段

で
あ
り
︑
宋
代
禪
宗
の
﹁
看
話
禪
﹂
の
思
想
表
現
法
へ
と
展
開
す
る
︒
ま
た
無
殷
の
説
法
の
手
法
は
擧
例
︑
分
類
︑
論
辯
を
驅
使
し
︑
理

路
整
然
と
し
た
記
錄
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
︑
當
時
の
禪
僧
は
こ
う
し
た
禪
宗
傳
承
の
禪
門
故
事
を
收
集
し
︑
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に

あ
り
う
べ
き
禪
思
想
の
探
究
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
宋
代
の
﹁
看
話
禪
﹂
へ
と
發
展
す
る
動
向
で
も
あ
る
︒
ま
た
無
殷
は
説

法
に
お
い
て
即
興
の
偈
を
歌
い
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
理
解
へ
の
暗
示
を
與
え
て
い
る
の
は
︑
宋
代
の
﹁
文
字
禪
﹂
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
も

あ
る
︒
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第
二
に
︑
無
殷
は
禪
思
想
の
闡
明
に
お
い
て
︑
師
資
對
應
の
場
に
お
け
る
方
便
接
化
の
方
法
に
注
意
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
上
根
上

智
の
精
英
を
對
象
と
す
る
新
興
宗
教
で
あ
っ
た
中
唐
洪
州
宗
時
期
と
は
す
で
に
時
代
相
が
異
な
り
︑
禪
宗
界
が
大
衆
化
し
た
唐
末
五
代
に

あ
っ
て
︑
こ
の
種
の
﹁
方
法
論
の
探
究
﹂
は
以
前
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
北
方
の
臨
濟
義
玄
︵
？
～
八
六
六
︶︑
南
方
の
雪
峯
義

存
の
示
衆
説
法
に
見
ら
れ
る
時
代
的
特
色
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
の
同
時
代
の
禪
僧
の
資
料
に
は
さ
ほ
ど
顯
著
に
は
現
わ
れ
な
い
︒
師
資
の

契
合
が
行
脚
の
禪
僧
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
︑
雙
方
の
對
話
へ
の
積
極
的
參
加
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
︑
こ
れ
は
當
然
の

關
心
で
あ
っ
た
︒
無
殷
禪
師
は
特
に
師
資
雙
方
の
心
構
え
に
言
及
し
て
い
る
︵
第
十
段
︶︒
ま
た
い
わ
ゆ
る
﹁
擇
法
の
眼
﹂
を
持
つ
た
め

に
︑﹁
偏
見
の
無
き
こ
と
を
檢
證
す
る
三
基
準
﹂︵
第
七
段
︶︑﹁
理
想
的
な
問
答
の
三
類
﹂︵
第
八
段
︶︑﹁
誤
っ
た
見
解
と
し
て
の
謗
法
の

三
類
﹂︵
第
九
段
︶
を
列
擧
す
る
の
は
︑
他
に
見
ら
れ
ぬ
か
れ
獨
特
の
思
惟
特
徴
で
あ
ろ
う
︒
問
題
解
決
の
﹁
問
答
論
﹂
を
展
開
し
て
︑

﹁
一
問
一
答
﹂
か
ら
﹁
無
問
無
答
﹂
を
理
想
と
す
る
問
答
無
用
論
へ
と
到
っ
て
い
る
︵
第
八
段
︶︒
こ
れ
は
病
氣
の
治
癒
法
を
探
究
し
て
︑

そ
の
あ
げ
く
に
病
無
き
健
康
を
理
想
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
︑
宗
教
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
ろ
う
︒

第
三
に
︑
佛
教
教
理
學
の
硬
直
へ
の
批
判
か
ら
出
發
し
た
禪
宗
は
︑
教
理
を
超
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
﹁
教
外
別
傳
﹂
を
標
榜
し
た
の

で
あ
る
が
︑
そ
の
禪
的
地
平
を
も
固
定
し
な
い
﹁
向
上
﹂
を
禪
宗
の
精
神
と
し
た
︒
こ
れ
は
同
時
代
一
世
代
前
の
玄
沙
師
備
︵
八
三
五
～

九
〇
八
︶
と
雲
門
文
偃
︵
八
六
四
～
九
四
九
︶
に
顯
著
に
見
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
︵
入
矢
義
高
﹁
雪
峯
と
玄
沙
﹂︑﹁
雲
門
の
禪
・
そ
の

︿
向
上
﹀
と
い
う
こ
と
﹂︑﹃
増
補 

自
己
と
超
越
﹄︑
岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
一
二
年
︶︒
教
理
學
上
の
﹁
佛
﹂
を
超
え
る
べ
き
﹁
自
己
﹂︑

さ
ら
に
そ
の
﹁
自
己
﹂
の
地
平
に
も
安
住
し
な
い
﹁
自
己
向
上
﹂
を
措
定
し
つ
つ
も
︑
無
殷
は
こ
う
し
た
無
限
の
觀
念
的
超
越
主
義
に
陷

ら
な
い
﹁
精
神
の
流
動
﹂
を
勸
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︵
第
六
段
︑
第
十
段
︶︒
ま
た
︑
次
項
の
言
語
の
特
徴
と
も
關
聯
す
る

が
︑
無
殷
の
説
法
と
對
話
は
郷
音
ま
る
出
し
で
︑
俗
諺
を
連
發
す
る
親
し
み
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
嚴
し
い
批
判
の
論
調
も
こ
れ
に
よ

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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っ
て
緩
和
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
な
お
無
殷
の
法
系
は
︑
六
祖
慧
能
―
青
原
行
思
―
石
頭
希
遷
―
藥
山
惟
儼
―
道
吾
圓
智
―
石
霜
慶
諸

―
九
峯
道
虔
―
禾
山
無
殷
と
次
第
す
る
︒

無
殷
は
宋
代
に
な
る
と
︑﹃
碧
巖
錄
﹄
第
四
四
則
﹁
禾
山
解
打
鼓
﹂
と
い
う
公
案
の
︑
何
を
問
わ
れ
て
も
い
つ
も
﹁
解
打
鼓
﹂︵
わ
た
し

は
太
鼓
を
上
手
に
打
て
る
︶
と
答
え
た
︑﹁
作
用
﹂
一
點
ば
り
の
和
尚
と
し
て
し
か
回
想
さ
れ
ず
︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
に
も
長
い
示
衆
説
法

は
收
錄
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
︑﹃
祖
堂
集
﹄
本
章
に
示
さ
れ
た
無
殷
の
本
領
は
後
世
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
︒

﹃
祖
堂
集
﹄
巻
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
の
敍
述
言
語
の
特
徴
は
︑
唐
末
五
代
と
い
う
中
古
漢
語
か
ら
近
代
漢
語
へ
の
移
行
期
の
南
方
方

言
資
料
と
し
て
貴
重
な
實
例
を
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
説
法
と
對
話
に
當
時
の
多
く
の
口
語
詞
︑
俗
諺
を
留
め
て
い
る
の
は
禪

宗
語
錄
の
特
徴
と
し
て
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
本
章
に
は
嶺
南
の
方
言
句
法
﹁
～
那
？
作
摩
！
﹂
が
見
ら
れ
︵
第
三
段
︶︑
南
方
方
言

音
に
も
と
づ
く
異
文
別
字
の
表
記
か
ら
は
入
聲
韻
尾
・
陽
聲
韻
尾
の
弱
化
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
音
韻
の
合
流
現
象
が
知
ら
れ
︵
第
三
段
︑

第
四
段
︶︑
こ
う
し
た
漢
語
史
研
究
か
ら
注
目
さ
れ
る
音
韻
・
語
法
・
語
彙
が
﹃
祖
堂
集
﹄
の
言
語
の
も
つ
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の

こ
と
は
ま
た
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
と
い
う
同
時
代
燈
史
と
比
べ
る
と
き
明
確
に
な
る
︒﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
は
呉
僧
道
原
が
自
撰
の
﹃
佛
祖
同

參
集
﹄
二
十
卷
を
北
宋
景
德
二
年
︵
一
〇
〇
五
︶
に
上
進
し
︑
眞
宗
皇
帝
の
命
に
よ
っ
て
楊
億
︑
李
維
︑
王
曙
ら
三
人
の
文
人
官
僚
が
刊

削
裁
定
を
お
こ
な
い
︑
一
年
を
か
け
た
校
訂
の
結
果
︑
大
中
祥
符
二
年
︵
一
〇
〇
九
︶
に
到
っ
て
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
三
十
卷
と
し
て
完

成
︑
大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶
勅
に
よ
っ
て
大
藏
經
︵
開
寶
藏
︶
に
編
入
さ
れ
た
と
い
う
性
格
の
︑
年
號
を
冠
し
た
準
官
撰
の
燈
史

で
あ
る
︵
馮
國
棟
﹃
景
德
傳
燈
錄
研
究
﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
一
四
年
︶︒
こ
れ
に
對
し
て
私
撰
﹃
祖
堂
集
﹄
は
福
建
泉
州
の
招
慶
寺
に
い

た
靜
・
筠
と
い
う
二
禪
德
が
撰
し
た
︑
最
初
は
一
卷
本
の
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
︵
招
慶
寺
主
文
僜
の
序
は
南
唐
保
大
十
年
﹇
九
五

二
﹈︶︒
の
ち
増
廣
さ
れ
て
十
卷
と
な
り
︑
宋
代
に
は
中
國
本
土
で
は
失
傳
し
た
が
︑
高
麗
に
傳
わ
り
高
麗
僧
匡
儁
に
よ
っ
て
新
羅
・
高
麗
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禪
師
等
の
資
料
が
若
干
増
補
さ
れ
︑
二
十
卷
に
調
卷
さ
れ
た
も
の
が
︑
再
雕
高
麗
大
藏
經
版
刻
事
業
に
便
乘
し
て
晉
州
南
海
で
開
版
さ
れ

た
︵
高
宗
三
十
二
年
﹇
一
二
四
五
﹈︒
そ
の
版
木
は
現
在
も
韓
國
慶
尚
南
道
伽
耶
山
海
印
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
︶︒
收
錄
の
範
圍
は
︑

﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
は
道
原
が
蘇
州
で
の
資
料
收
集
の
あ
と
︑
北
宋
の
首
都
汴
京
へ
上
っ
て
楊
億
の
支
援
を
得
て
北
方
資
料
を
も
收
集
し
た

か
ら
︑
唐
末
五
代
宋
初
に
流
布
し
て
い
た
廣
範
圍
な
資
料
に
及
ん
で
い
る
の
に
比
べ
︑﹃
祖
堂
集
﹄
は
東
南
隅
福
建
の
福
州
雪
峯
山
で
收

集
さ
れ
た
主
と
し
て
南
方
流
傳
資
料
が
泉
州
に
も
た
ら
さ
れ
て
編
纂
さ
れ
︵
拙
稿
﹁﹃
祖
堂
集
﹄
異
文
別
字
校
證
―
﹃
祖
堂
集
﹄
中
の
音

韻
資
料
―
﹂︑﹁﹃
祖
堂
集
﹄
の
基
礎
方
言
﹂︑﹃
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
第
一
五
七
・
一
六
四
册
︑
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
三
年
︶︑
當
時
の

閩
國
の
戰
亂
情
況
下
の
制
約
の
た
め
收
集
範
圍
は
狹
か
っ
た
が
︑
福
建
・
江
西
︵
江
西
～
福
建
ル
ー
ト
は
禪
僧
が
多
く
往
來
し
た
︶
を
中

心
と
す
る
唐
末
五
代
南
方
︵
閩
・
南
唐
︶
の
禪
宗
の
動
向
を
詳
し
く
傳
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︵﹁
唐
末
五
代
轉
型
期
の
禪
宗
―

九
︑
十
世
紀
福
建
禪
宗
の
思
想
史
的
動
向
﹂
の
研
究
は
︑
禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班
の
研
究
報
告
﹃
禪
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
第
三

一
～
三
五
號
︑
二
〇
一
一
～
二
〇
二
一
年
參
照
︶︒

﹃
祖
堂
集
﹄
の
開
版
は
蒙
古
軍
侵
略
の
高
麗
國
難
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
ゆ
え
に
校
訂
作
業
は
お
こ
な
わ
れ
ず
︑
刊
本
で
は
あ
る
が

寫
本
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
︑
こ
の
こ
と
が
﹃
祖
堂
集
﹄
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︒
本
章
で
錯
簡
が
見
ら
れ
る
こ
と

も
そ
の
一
例
で
︑﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
の
説
法
の
中
間
に
百
八
十
字
の
敍
述
に
亂
れ
が
あ
る
の
は
︑
お
そ
ら
く
刊
刻
時
に
一
紙
十
行
行
十
八

字
の
原
稿
の
順
序
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︵
第
八
段
︶︒﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
の
よ
う
な
文
人
の
校
訂
に
よ
る
文
章
・
文
字
の
規
範
化
を
經

な
か
っ
た
た
め
に
︑
口
語
詞
や
方
言
音
に
も
と
づ
く
異
文
別
字
が
殘
存
し
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
當
時
南
方
に
お
い
て
實
際
に

使
用
さ
れ
て
い
た
口
語
語
彙
と
方
言
音
が
知
ら
れ
︑﹃
祖
堂
集
﹄
に
比
す
べ
き
唐
末
五
代
の
ま
と
ま
っ
た
言
語
資
料
が
ほ
か
に
見
出
し
難

い
現
況
下
に
お
い
て
︑
資
料
價
値
は
非
常
に
高
い
の
で
あ
る
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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本
章
の
敍
述
は
塔
銘
︵
徐
鉉
撰
﹁
洪
州
西
山
翠
巖
廣
化
禪
院
故
澄
源
禪
師
塔
銘
幷
序
﹂
は
無
殷
禪
師
遷
化
三
十
年
後
の
撰
述
で
あ
る
︶

を
資
料
源
と
せ
ず
︑
獨
自
の
收
集
に
か
か
る
も
の
で
︑
贊
寧
﹃
宋
高
僧
傳
﹄
の
ご
と
き
塔
銘
を
利
用
し
て
任
意
な
取
捨
増
飾
を
加
え
た
も

の
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
一
般
に
塔
銘
は
思
想
研
究
の
役
に
は
立
た
な
い
︒
な
お
︑
無
殷
の
卒
年
を
︑
徐
鉉
撰
塔
銘
は
﹁
建
隆
元
年
﹇
九

六
〇
﹈
二
月
五
日
終
于
翠
巖
院
﹂
と
記
す
︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
十
七
﹁
吉
州
禾
山
無
殷
禪
師
章
﹂
は
﹁
建
隆
元
年
三
月
二
日
﹂
と
す

る
︶
が
︑﹃
祖
堂
集
﹄
の
本
章
が
﹁
辛
亥
歲
﹂︵
南
唐
保
大
九
年
﹇
九
五
〇
﹈︶
ま
で
の
記
述
に
止
ま
っ
て
い
る
の
は
︑
一
卷
本
か
ら
十
卷

本
へ
の
増
廣
が
九
六
〇
年
ま
で
に
終
了
し
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
︑
懸
案
の
増
廣
期
間
は
一
卷
本
の
あ
と
の
十
年
以
内
と
想
定
し
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

二
．﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
の
本
文
整
理
と
譯
注

以
下
に
﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂︵
前
半
部
分
︑
禪
文
化
研
究
所
影
印
版
四
五
五
頁
～
四
六
二
頁
︶
の
讀
解
を
試
み
る
︒

︻
凡
例
︼

一
．
本
讀
解
は
十
段
に
分
け
た
校
訂
本
文
︑
日
譯
︑
注
釋
よ
り
成
る
︒

二
．
本
文
は
禪
文
化
研
究
所
影
印
版
︵
一
九
九
四
年
︶
を
底
本
と
し
︑
點
校
本
︵
中
國
佛
教
典
籍
選
刊
︑
孫
昌
武
︑
衣
川
賢
次
︑
西
口
芳

男
﹃
祖
堂
集
﹄︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
〇
年
北
京
第
二
次
印
刷
本
︶
を
參
考
と
す
る
︒

三
．
校
訂
の
校
語
を
本
文
中
に
小
字
で
揷
み
︑
重
要
な
異
同
は
注
釋
に
お
い
て
言
及
す
る
︒
漢
字
の
俗
字
は
基
本
的
に
正
字
に
改
め
︑
字

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
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體
・
書
體
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
︒

四
．
注
釋
を
必
要
と
す
る
本
文
の
箇
所
に
注
番
號
を
附
す
︒
注
釋
に
引
用
す
る
諸
資
料
の
版
本
に
つ
い
て
は
煩
を
避
け
て
省
略
に
從
っ

た
︒

︻
一
︼
禾
山
和
尚
︵
1
︶
嗣
九
峯
︐︵

2
︶
在
洪
州
︒
師
號
無
殷
︐
福
州
連
江
縣
︵
3
︶
人
也
︐
姓
呉
︒︵

4
︶
於
雪
峯
山
出
家
︐
纔
具
尸
羅
︐
便
尋
祖

道
︒︵

5
︶
出
離
閩
越
︐
遍
歷
宗
筵
︐
而
造
九
峯
︒
一
言
頓
契
於
心
源
︐
萬
水
無
疑
於
別
月
︒︵

6
︶
因
編
︽
十
一
位
︾︐
集
數
百
言
︐
求
者

塡
門
︐
師
多
祕
要
︒︵

7
︶
師
於
一
日
辭
往
他
遊
︐
九
峯
乃
與
偈
送
曰

：

﹁ 

將
寶
類
寶
意
不
殊
︐
琉
璃
線
貫
琉
璃
珠
︒ 

 

内
外
雙
通
無
異
逕
︐
鬱
我
家
園
桂
一
株
︒﹂︵

8
︶

︻
日
譯
︼

禾
山
和
尚
は
九
峯
道
虔
禪
師
の
法
を
嗣
い
で
︑
洪
州
に
住
し
た
︒
師
の
僧
諱
は
無
殷
︑
貫
籍
は
福
州
連
江
縣
︑
俗
姓
は
呉
氏
で
あ
る
︒
雪

峯
山
で
出
家
し
︑
の
ち
具
足
戒
を
受
け
て
正
規
の
僧
と
な
る
や
︑
た
だ
ち
に
禪
宗
祖
師
の
道
を
尋
ね
て
行
脚
に
出
た
︒
閩
地
を
出
て
江
南

の
叢
林
を
訪
ね
︑
江
西
九
峯
山
に
到
っ
て
道
虔
禪
師
に
出
逢
い
︑
す
べ
て
の
水
に
映
る
月
が
眞
の
明
月
と
別
で
は
な
い
と
覺
り
︑
一
言
の

も
と
に
心
の
本
源
に
契
合
し
た
︒
師
は
こ
こ
で
の
修
行
中
に
︑
古
今
の
禪
要
數
百
言
を
集
成
し
て
﹁
十
一
位
﹂
と
名
づ
け
た
︒
多
く
の
僧

が
訪
ね
て
來
て
そ
れ
を
知
ろ
う
と
し
た
が
︑
師
は
い
つ
も
秘
し
て
與
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒
師
が
再
び
行
脚
に
出
よ
う
と
し
た
時
︑

道
虔
禪
師
は
一
偈
を
贈
っ
た
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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寶
を
將も

っ
て
寶
に
類
せ
し
め
殊こ
と

な
ら
ず
と
意お
も

う

琉
璃
の
線
は
貫
く
琉
璃
の
珠

内
外
雙な
ら

び
通
じ
て
異
な
る
逕み
ち

無
し

鬱
た
る
我
が
家
園
に
は
桂
一
株
の
み

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
禾
山
和
尚　

禾
山
無
殷
禪
師
︵
八
八
四
～
九
六
〇
︶︒
禾
山
は
吉
州
西
南
永
新
縣
の
西
北
六
十
里
︒
昔
そ
の
山
に
嘉
禾
が
生
じ
た
こ

と
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
︒﹁
其
の
巓
は
平
袤
︑
奇
峯
累
累
︑
覆
釜
の
狀
有
る
者
七
十
一
﹂︒
禾
山
大
智
院
は
そ
の
麓
に
あ
り
︑﹁
唐

文
德
中
︵
八
八
八
年
︶︑
西
域
胡
僧
奚
達
︵
達
奚
︶
此
に
駐
錫
す
︒
本
朝
改
め
て
甘
露
院
と
爲
す
︒
院
に
南
唐
所
藏
の
佛
牙
舎
利
︑
寺

に
藏
す
﹂︵﹃
輿
地
紀
勝
﹄
卷
三
一
江
南
西
路
吉
州
︶︒
傳
記
と
禪
學
の
資
料
は
本
書
の
ほ
か
︑
徐
鉉
撰
﹁
洪
州
西
山
翠
巖
廣
化
院
故
澄

源
禪
師
塔
銘
﹂︵﹃
徐
公
文
集
﹄
卷
二
七
︑﹃
四
部
叢
刊
﹄
初
編
︶︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
七
︑
慧
洪
﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
卷
五
︵
柳
田
聖

山
﹃
禪
の
文
化
﹄
資
料
篇
︑
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
︑
一
九
八
八
年
に
譯
注
が
あ
る
︶︑
同
﹁
吉
州
禾
山
寺
記
﹂︵﹃
注
石
門
文
字

禪
﹄
卷
二
二
︑
日
本
宋
代
文
學
研
究
叢
刊
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑
大
慧
﹃
正
法
眼
藏
﹄
卷
上
︑﹃
宗
門
統
要
﹄
卷
九
︑﹃
聯
燈

會
要
﹄
卷
二
五
︑﹃
五
燈
會
元
﹄
卷
五
等
︒
著
述
は
﹁
十
一
位
﹂︑﹁
垂
誡
十
篇
﹂
が
あ
っ
た
が
︑
と
も
に
傳
わ
ら
な
い
︒

︵
2
︶
九
峯　

九
峯
道
虔
禪
師
︵
？
～
九
二
一
︶︒
福
州
候
官
縣
の
人
︑
俗
姓
劉
氏
︑
石
霜
慶
諸
の
法
嗣
︒
本
書
卷
九
︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄

卷
一
六
︑
慧
洪
﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
卷
五
︑﹃
宗
門
統
要
﹄
卷
八
︑﹃
聯
燈
會
要
﹄
卷
二
二
︑﹃
五
燈
會
元
﹄
卷
六
等
︒
九
峯
山
は
洪
州
高

安
縣
に
あ
る
︒ 東

洋
文
化
硏
究
所
紀
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︵
3
︶
福
州
連
江
縣　

今
の
福
建
省
福
州
市
連
江
縣
︒
閩
東
方
言
區
に
屬
す
︒

︵
4
︶
姓
呉　

徐
鉉
撰
塔
銘
に
東
南
呉
氏
を
讚
え
て
︑﹁
禪
師
名
無
殷
︐
姓
呉
氏
︐
連
江
人
也
︒
昔
泰
伯
獲
讓
︐
肇
啓
南
藩
︐
至
德
所
及
︐

流
光
百
代
︐
子
孫
蕃
衍
︐
呉
越
爲
多
︐
至
今
爲
著
姓
焉
︒
累
世
隱
德
︐
郷
曲
推
重
︐
道
氣
鍾
粹
而
生
﹂
と
言
う
︒
た
だ
し
連
江
呉
氏
の

家
境
に
つ
い
て
は
未
詳
︒

︵
5
︶
於
雪
峯
山
出
家
，
纔
具
尸
羅
，
便
尋
祖
道　

雪
峯
山
は
福
州
晉
安
縣
に
あ
り
︑
連
江
縣
と
近
接
し
て
い
る
︒
出
家
の
歲
を
諸
資
料

は
七
歲
と
し
て
い
る
︒
徐
鉉
撰
塔
銘
に
は
﹁
禪
師
幼
異
常
童
︐
不
染
俗
態
︒
年
七
歲
從
晉
安
雪
峯
眞
覺
禪
師
出
家
︐
二
十
詣
開
元
寺
受

度
︒
眞
覺
之
道
︐
見
重
于
時
︒
禪
師
黙
識
微
言
︐
盡
得
要
旨
﹂
と
言
い
︑﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
に
は
﹁
七
齡
︐
雪
峯
存
禪
師
見
之
︐
愛
其

純
粹
︐
化
其
親
令
出
家
﹂
と
言
う
︒﹁
尸
羅
﹂
は
戒
の
梵
語
音
譯
詞
︒
二
十
歲
で
福
州
開
元
寺
に
お
い
て
具
足
戒
を
受
け
︑
た
だ
ち
に

禪
僧
と
し
て
行
脚
に
出
た
こ
と
を
言
う
︒
雪
峯
山
義
存
禪
師
に
歸
依
し
て
い
た
閩
帥
王
審
知
は
天
復
三
年
︵
九
〇
三
︶
晉
安
の
開
元
寺

に
戒
壇
を
建
て
︑
三
千
人
の
度
僧
を
行
な
っ
た
︵
諸
葛
計
︑
銀
玉
珍
﹃
閩
国
史
事
編
年
﹄︑
福
建
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶︒
無
殷

は
こ
の
時
に
受
戒
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
6
︶
出
離
閩
越
，
遍
歷
宗
筵
，
而
造
九
峯
。
一
言
頓
契
於
心
源
，
萬
水
無
疑
於
別
月　

月
は
眞
如
の
譬
喩
︒﹁
證
道
歌
﹂
に
言
う
︑﹁
一

月
普
現
一
切
水
︐
一
切
水
月
一
月
攝
︒
諸
佛
法
身
入
我
性
︐
我
性
還
共
如
來
合
﹂︵
明
月
が
す
べ
て
の
水
に
映
じ
︑
す
べ
て
の
水
月
は

明
月
に
收
斂
す
る
よ
う
に
︑
諸
佛
の
法
身
は
わ
が
本
性
に
入
り
︑
わ
が
本
性
は
如
來
と
合
一
し
て
い
る
︒﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
三
〇
︶︒

九
峯
道
虔
禪
師
と
の
契
合
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
す
る
の
は
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
と
﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
で
あ
る
︒

遊
方
抵
筠
陽
謁
九
峯
︒
峯
許
入
室
︐
一
日
謂
之
曰

：﹁
汝
遠
遠
而
來
︐
暉
暉
︵
音
袞
︶
隨
衆
︒
見
何
境
界
而
可
修
行
？
由
何
徑
路

而
能
出
離
？
﹂
師
對
曰

：﹁
重
昏
廓
闢
︐
盲
者
自
盲
︒﹂
峯
初
未
許
︒
師
於
是
發
明
厥
旨
︐
頓
忘
知
見
︒︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
七
︶
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︵
行
脚
し
て
筠
州
﹇
唐
代
の
洪
州
﹈
に
到
り
︑
九
峯
道
虔
禪
師
に
相
見
し
︑
禪
師
は
特
に
入
室
商
量
を
許
し
た
︒
あ
る
日
︑
無
殷

に
問
う
た
︑﹁
そ
な
た
は
遠
く
か
ら
こ
こ
へ
來
て
︑
僧
衆
に
混
じ
て
い
る
が
︑
い
か
な
る
境
涯
を
め
ざ
し
て
修
行
を
な
し
と
げ
よ

う
と
思
っ
て
い
る
の
か
？

い
か
な
る
徑
路
に
よ
っ
て
三
界
を
出
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
？
﹂
師
は
答
え
た
︑﹁
暗
闇
は
す

っ
か
り
扉
が
開
か
れ
て
い
る
の
に
︑
盲
者
に
は
見
え
な
い
だ
け
で
す
︒﹂
九
峯
禪
師
は
こ
の
見
解
を
ま
っ
た
く
認
め
な
か
っ
た
︒

師
は
憶
え
て
い
た
知
識
で
答
え
た
こ
と
の
誤
り
に
氣
づ
き
︑
こ
の
や
り
か
た
を
き
っ
ぱ
り
と
捨
て
た
︒︶

無
殷
の
答
え
﹁
重
昏
廓
闢
︐
盲
者
自
盲
﹂
は
﹃
維
摩
經
﹄
佛
國
品
の
﹁
日
月
豈
不
淨
耶
？
而
盲
者
不
見
︒
︙
︙
是
盲
者
過
︐
非
日
月

咎
﹂
に
據
っ
て
い
る
︒
人
は
明
る
く
開
か
れ
た
悟
り
の
世
界
に
あ
り
︑
煩
惱
は
本
來
空
で
あ
っ
て
︑
持
戒
修
行
の
意
欲
こ
そ
迷
い
に
他

な
ら
な
い
︑
と
い
う
馬
祖
禪
の
考
え
を
無
殷
は
表
明
し
た
の
で
あ
る
︒
馬
祖
道
一
は
か
つ
て
言
っ
た
︑

一
切
衆
生
︐
從
無
量
劫
來
︐
不
出
法
性
三
昧
︐
長
在
法
性
三
昧
中
︐
著
衣
喫
飯
︐
言
談
祇
對
︒︵﹃
天
聖
廣
燈
錄
﹄
卷
八
︶

︵
す
べ
て
の
人
び
と
は
久
遠
の
昔
よ
り
開
か
れ
た
悟
り
の
世
界
の
只
中
に
あ
り
︑
常
に
そ
の
中
で
生
き
て
活
動
し
て
い
る
の
だ
︒︶

四
祖
道
信
も
言
う
︑

無
三
界
可
出
︐
無
菩
提
可
求
︒︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
四
﹁
牛
頭
法
融
章
﹂
︶

︵
超
脱
す
べ
き
三
界
な
ど
な
く
︑
求
む
べ
き
悟
り
な
ど
あ
り
は
し
な
い
︒︶

臨
濟
義
玄
も
言
う
︑

你
諸
方
來
者
皆
是
有
心
求
佛
︐
求
法
︐
求
解
脫
︐
求
出
離
三
界
︒
癡
人
！
你
要
出
三
界
︐
什
麼
處
去
？
三
界
佛
祖
是
賞
繫
底
名

句
︒
你
欲
識
三
界
麼
？
不
離
你
今
聽
法
底
心
地
︒﹂︵﹃
天
聖
廣
燈
錄
﹄
卷
一
一
︶

︵
き
み
た
ち
他
所
か
ら
行
脚
に
來
た
連
中
は
︑
み
な
佛
を
求
め
︑
法
を
求
め
︑
解
脱
を
求
め
︑
こ
の
三
界
を
脱
出
し
よ
う
と
い
う
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魂
膽
だ
︒
馬
鹿
者
め
！

き
み
た
ち
は
三
界
を
出
て
︑
ど
こ
へ
行
こ
う
と
い
う
の
か
！

三
界
や
佛
祖
な
ど
と
言
う
の
は
︑
き
み

た
ち
が
勝
手
に
賞
讚
し
た
り
︑
自
分
を
繫
縛
し
て
つ
け
た
名
辭
に
過
ぎ
な
い
︒
き
み
た
ち
は
三
界
と
は
な
に
か
︑
知
り
た
い
か
？

教
え
て
や
ろ
う
︒
三
界
と
は
︑
今
わ
た
し
の
説
法
を
聽
い
て
い
る
き
み
た
ち
の
心
と
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
︒︶

こ
れ
が
唐
代
禪
宗
の
基
本
的
な
立
場
と
し
て
の
︑﹁
修
行
し
て
悟
り
を
開
き
︑
三
界
を
超
出
す
る
﹂
と
い
う
考
え
の
否
定
︑﹁
無
事
禪
﹂

の
思
想
で
あ
る
︒
し
か
し
九
峯
道
虔
は
一
世
を
風
靡
し
た
こ
の
思
想
に
は
懷
疑
的
で
あ
っ
た
︒﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
は
や
や
詳
し
く
記
述

し
て
い
る
︒

辭
游
方
至
九
峯
︐
虔
公
問

：﹁
汝
遠
來
何
所
見
？
當
由
何
路
出
生
死
？
﹂
對
曰

：﹁
重
昏
廓
闢
︐
盲
者
自
盲
︒﹂
虔
笑
以
手
揮
之

曰

：﹁
佛
法
不
如
是
︒﹂
殷
不
懌
︐
請
曰

：﹁
豈
無
方
便
？
﹂
曰

：﹁
汝
問
我
︒﹂
殷
理
前
語
問
之
︒
曰

：﹁
奴
見
婢
慇
懃
︒﹂

︵
雪
峯
山
を
辭
去
し
︑
行
脚
し
て
九
峯
山
の
道
虔
禪
師
に
參
じ
た
︒
禪
師
は
問
う
た
︑﹁
そ
な
た
が
遠
方
か
ら
行
脚
し
て
來
た
の
は

ど
う
い
う
考
え
な
の
か
？

ど
う
い
う
修
行
に
よ
っ
て
輪
廽
を
脱
す
る
の
か
？
﹂
師
︑﹁
暗
闇
は
す
っ
か
り
扉
が
開
か
れ
て
い
る

の
に
︑
盲
者
に
は
見
え
な
い
だ
け
で
す
︒﹂
九
峰
禪
師
は
笑
い
な
が
ら
手
を
振
っ
て
言
っ
た
︑﹁
佛
法
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
︒﹂
無
殷
は
納
得
が
ゆ
か
ず
︑﹁
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒
ど
う
か
お
教
え
く
だ
さ
い
︒﹂
禪
師
︑﹁
で
は
︑
そ
な
た

が
問
い
な
さ
い
︒﹂
無
殷
は
先
の
自
分
の
答
え
の
ど
こ
が
誤
っ
て
い
る
か
を
問
う
た
︒
禪
師
︑﹁︿
奴
は
婢
を
見
て
慇
懃
た
り
﹀
と

い
う
こ
と
だ
︒﹂
︶

﹁
奴
見
婢
慇
懃
﹂
は
﹁
身
分
の
卑
し
い
者
同
士
は
ね
ん
ご
ろ
で
あ
る
︒
同
じ
穴
の
む
じ
な
﹂︵
入
矢
義
高
編
﹃
禪
語
辭
典
﹄
三
三
二

頁
︶
と
い
う
俗
諺
︒﹃
碧
巖
錄
﹄
第
二
二
則
本
則
著
語
に
﹁
同
坑
無
異
土
︐
奴
見
婢
慇
懃
︐
同
病
相
憐
﹂
と
同
義
語
を
列
ね
て
い
る
こ

と
か
ら
意
味
は
明
白
で
あ
る
︒﹁
奴
と
婢
は
同
類
﹂︑
つ
ま
り
道
虔
禪
師
も
か
つ
て
は
無
殷
と
同
じ
く
馬
祖
禪
學
の
教
條
的
理
解
︵
無
事
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禪
︶
に
安
住
し
て
い
た
こ
と
を
暗
に
告
白
し
て
忠
告
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
道
虔
禪
師
の
與
え
た
﹁
方
便
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
と
似

た
よ
り
卑
俗
な
言
い
か
た
に
﹁
若
不
同
臥
︐
焉
知
被
底
穿
？
﹂︵
同
衾
し
た
仲
で
な
け
れ
ば
︑
蒲
團
に
穴
が
あ
い
て
い
た
こ
と
を
知
ら

ぬ
は
ず
は
な
い
︒﹃
圜
悟
語
錄
﹄
卷
九
︑﹃
大
慧
語
錄
﹄
卷
二
︶︑﹁
普
州
人
送
賊
﹂︵
普
州
の
人
が
賊
を
送
り
出
す
︒﹃
愚
中
周
及
和
尚
年

譜
﹄︒
そ
の
注
釋
書
﹃
愚
中
和
尚
年
譜
抄
﹄
に
﹁
賊
知
賊
﹂
と
注
す
︶
が
あ
る
︒﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
は
こ
の
あ
と
︑﹁
殷
於
是
依
止
十
餘

年
﹂
と
言
っ
て
︑
道
虔
禪
師
の
も
と
で
禪
僧
と
し
て
の
生
き
方
を
究
め
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
︒

︵
7
︶
因
編《
十
一
位
》，
集
數
百
言
，
求
者
塡
門
，
師
多
祕
要
﹁
十
一
位
﹂
は
傳
存
し
な
い
が
︑﹁
集
數
百
言
﹂
と
言
っ
て
い
る
か
ら
︑
古

今
の
禪
要
︵
禪
師
の
説
法
と
問
答
の
實
例
︶
を
集
め
て
十
一
の
境
位
に
分
類
し
た
内
容
で
あ
っ
た
た
ら
し
い
︒
無
殷
が
諸
方
行
脚
で
見

聞
し
た
老
師
と
修
行
者
の
對
話
等
を
集
め
て
分
類
し
︑
自
ら
の
參
禪
辦
道
の
參
考
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
香
嚴
智
閑
が
﹁
册
子
﹂
を

所
持
し
て
い
た
よ
う
に
︵
本
書
卷
一
九
﹁
香
嚴
和
尚
章
﹂
︶︑
行
脚
僧
は
一
般
に
﹁
册
子
﹂
を
攜
行
し
て
參
問
し
た
老
師
の
言
葉
な
ど

を
書
き
留
め
︑
仲
間
で
見
せ
合
い
議
論
す
る
こ
と
が
こ
の
時
代
の
風
潮
で
あ
っ
た
︒
臨
濟
義
玄
︵
？
～
八
六
六
︶
は
言
う
︑

今
時
學
人
不
得
︐
蓋
爲
認
名
字
爲
解
︐
大
策
子
上
抄
死
老
漢
語
︐
三
重
五
重
複
子
裹
︐
不
教
人
見
︐
道
是
玄
旨
︐
以
爲
保
重
︒
大

錯
︐
瞎
屢
生
！
你
向
枯
骨
上
覓
什
麼
汁
？
有
一
般
不
識
好
惡
︐
向
教
中
取
意
度
商
量
成
於
句
義
︐
如
把
屎
塊
子
向
口
裏
含
了
︐
吐
過

與
別
人
︐
猶
如
俗
人
打
傳
口
令
相
似
︐
一
生
虛
過
也
︒︵﹃
臨
濟
錄
﹄
示
衆
︶

︵
こ
の
ご
ろ
の
修
行
者
ど
も
が
駄
目
な
の
は
︑
結
局
︑
言
葉
に
執
わ
れ
て
解
釋
ば
か
り
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
大
判
の
帳
面
に

死
に
ぞ
こ
な
い
の
老
い
ぼ
れ
坊
主
の
言
っ
た
言
葉
を
れ
い
れ
い
し
く
書
き
寫
し
て
か
ら
に
︑
三
重
五
重
に
袱
紗
に
包
ん
で
は
︑
人

に
見
せ
ま
い
と
し
お
っ
て
︑﹁
こ
れ
ぞ
玄
妙
な
る
奥
義
だ
﹂
な
ど
と
後
生
大
事
に
し
ま
っ
て
お
る
︒
大
間
違
い
だ
！
ド
メ
ク
ラ
ど

も
め
！
諸
君
ら
は
干
乾
び
た
骨
を
齧
っ
て
何
の
汁
を
吸
お
う
と
す
る
の
か
！
見
識
の
な
い
連
中
ど
も
は
︑
經
典
を
ひ
ね
く
り
ま
わ
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し
て
︑
あ
て
ず
っ
ぽ
う
で
相
談
し
て
は
意
味
を
で
っ
ち
上
げ
よ
う
と
ば
か
り
し
て
お
る
︒
人
の
ウ
ン
コ
を
口
に
入
れ
て
く
ち
ゃ
く

ち
ゃ
咬
ん
で
は
︑
ま
た
吐
き
出
し
て
他
人
に
食
わ
せ
て
や
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
ま
る
で
俗
人
が
早
口
言
葉
を
言
わ
せ
る
よ
う
な
こ

と
を
や
っ
て
︑
一
生
を
無
駄
に
送
る
つ
も
り
か
！
︶

無
殷
も
同
じ
よ
う
に
人
に
見
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
種
の
編
纂
物
の
名
の
知
ら
れ
る
も
の
に
は
圭
峰
宗
密
︵
七
八
〇

～
八
四
一
︶
の
﹃
禪
源
諸
詮
集
﹄︵
佚
︶︑
仰
山
慧
寂
︵
八
〇
四
～
八
九
〇
︶
の
﹁
禪
決
名
凾
﹂︵
本
書
卷
一
九
﹁
仰
山
和
尚
章
﹂
︶︑
浮

山
法
遠
︵
九
九
一
～
一
〇
六
七
︶
の
﹁
九
帶
﹂︵
佚
︶
等
が
あ
っ
た
︒
現
存
す
る
も
の
は
永
朙
延
壽
﹃
宗
鏡
錄
﹄
卷
九
七
︑
九
八
に
收

錄
す
る
禪
要
︒

︵
8
︶
師
於
一
日
辭
往
他
遊
，
九
峯
乃
與
偈
送
曰

：

將
寶
類
寶
意
不
殊
，
琉
璃
線
貫
琉
璃
珠
。
内
外
雙
通
無
異
逕
，
鬱
我
家
園
桂
一
株
　

無
殷
が
行
脚
に
出
よ
う
と
し
た
時
︑
道
虔
禪
師
は
偈
一
首
を
贈
っ
た
︒
上
二
句
に
﹁
寶
珠
を
集
め
て
同
種
ご
と
に
分
類
し
た
の
は
︑
ま

る
で
琉
璃
を
糸
に
繫
い
だ
珠
璉
の
よ
う
だ
﹂
と
言
っ
て
︑﹁
十
一
位
﹂
の
編
成
を
美
し
い
琉
璃
璉
の
よ
う
だ
と
︑
ひ
と
ま
ず
褒
め
︑
下

二
句
で
は
︑﹁
し
か
し
眞
理
は
ひ
と
つ
で
内
外
に
通
ず
る
も
の
︑
種
々
の
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
︒
見
よ
︑
わ
が
家
園
に
は
鬱
た
る
桂

樹
が
一
本
あ
る
の
み
だ
﹂
と
言
っ
て
︑
無
殷
が
諸
方
老
師
の
種
々
の
禪
要
を
收
集
し
分
類
し
た
知
的
行
爲
を
嚴
し
く
戒
め
︑
わ
が
九
峯

山
に
は
遍
界
に
通
用
す
る
た
だ
﹁
一
味
禪
﹂
あ
る
の
み
︑
そ
な
た
は
こ
れ
を
會
得
し
た
の
か
と
問
う
た
︒
こ
の
偈
を
受
け
て
︑
無
殷
は

行
脚
に
出
る
の
を
思
い
止
ま
り
︑
の
ち
十
餘
年
の
あ
い
だ
道
虔
禪
師
の
も
と
で
修
行
し
た
の
で
あ
る
︒

︻
二
︼
師
初
住
禾
山
︐
次
居
祥
光
︑
翠
巖
︒︵

1
︶
於
辛
亥
歲
︐
敕
賜
洪
州
護
國
住
持
︐
號
澄
源
禪
師
矣
︒︵

2
︶

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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︻
日
譯
︼

師
は
初
め
禾
山
寺
に
住
持
し
︑
つ
い
で
祥
光
寺
︑
翠
巖
寺
に
移
っ
た
︒
辛
亥
歲
に
南
唐
皇
帝
の
勅
命
に
よ
っ
て
洪
州
護
國
寺
住
持
︑
澄
源

禪
師
號
を
賜
わ
っ
た
︒

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
師
初
住
禾
山
，
次
居
祥
光
、
翠
巖　

洪
州
泐
潭
石
門
寶
峰
禪
院
に
移
っ
た
道
虔
禪
師
に
隨
侍
し
︑
そ
の
遷
化
︵
呉
順
義
初
年
︑
九

二
一
︶
の
の
ち
︑
無
殷
は
そ
こ
を
離
れ
︑
翌
年
に
吉
州
永
新
縣
禾
山
大
智
禪
院
に
初
め
て
住
持
し
︑
さ
ら
に
揚
州
祥
光
院
に
轉
じ
︑
そ

し
て
洪
州
翠
巖
廣
化
院
に
移
っ
た
︒
こ
の
間
の
経
緯
は
徐
鉉
撰
塔
銘
︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄︑﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄︑﹃
石
門
文
字
禪
﹄
卷
二
二

﹁
吉
州
禾
山
寺
記
﹂
に
記
述
が
あ
る
︒

晚
歲
止
廬
陵
之
禾
山
︒
其
名
益
彰
︒
李
唐
先
主
召
見
之
︐
特
加
禮
遇
︐
俾
居
廣
陵
之
祥
光
院
︒
嗣
君
踐
祚
︐
優
禮
有
加
︐
賜
號
澄

源
禪
師
︐
命
移
處
豫
章
之
上
籃
︑
西
山
之
翠
巖
院
︐
是
皆
都
邑
之
勝
㮣
︐
髙
人
之
游
集
︐
自
非
密
行
淳
德
︐
不
能
鎭
服
羣
情
︒︵
徐

鉉
撰
塔
銘
︶

先
受
請
止
吉
州
禾
山
大
智
院
︐
學
徒
濟
濟
︒
嘗
述
︽
垂
誡
︾
十
篇
︒
諸
方
歎
伏
︐
咸
謂
禾
山
可
以
爲
叢
林
表
則
︒
時
江
南
李
氏
召

而
問
曰

：﹁
和
尚
何
處
來
？
﹂
師
曰

：﹁
禾
山
來
︒﹂
曰

：﹁
山
在
什
麼
處
？
﹂
師
曰

：﹁
人
來
朝
鳳
闕
︐
山
嶽
不
曾
移
︒﹂
國
主
重
之
︐

命
居
揚
州
祥
光
院
︒
復
乞
入
山
以
翠
巖
院
︐
乃
江
西
之
勝
概
︐
遂
棲
止
焉
︒
時
上
籃
院
復
虛
其
室
︐
命
師
來
往
闡
化
︐
號
澄
源
禪

師
︒︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
七
︶

殷
於
是
依
止
十
餘
年
︒
虔
移
居
石
門
︐
亦
從
之
︒
及
虔
歿
︐
去
游
廬
陵
︐
至
永
新
︐
見
東
南
山
奇
勝
︐
乃
尋
水
而
往
︒
有
故
寺
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基
︐
蓋
文
德
中
異
僧
達
奚
道
場
︐
遂
定
居
︐
學
者
雲
集
︒
唐
後
主
聞
其
名
︐
詔
至
金
陵
︐
問
佛
法
大
意
︒
久
之
有
旨
︐
延
居
揚
州
祥

光
寺
︐
懇
辭
歸
西
山
︐
詔
住
翠
巖
︐
又
住
上
籃
寺
︐
賜
號
澄
源
禪
師
︒︵﹃
禪
林
僧
寶
傳
﹄
卷
五
︶

永
新
爲
江
西
山
川
形
勝
之
地
︐
城
南
有
山
︐
巋
然
深
秀
︐
晴
嵐
夕
暉
︐
應
接
不
暇
者
︒
唐
僧
逹
奚
棲
遲
之
所
也
︒
奚
︐
不
知
何
許

人
︐
以
文
德
初
始
至
︐
刀
耕
火
種
︐
住
成
法
席
︒
致
嘉
禾
之
瑞
︐
因
以
名
山
︐
號
大
智
禪
院
︒
院
僻
嶮
︐
初
未
著
於
諸
方
︒
呉
順
義

二
年
︐
僧
無
殷
中
興
之
︐
恢
復
法
度
︐
學
者
趨
之
如
雲
︒
殷
︐
九
峯
䖍
禪
師
之
嗣
︑
青
原
八
世
孫
也
︒
方
是
時
︐
禪
學
之
弊
︐
巧
見

異
解
︐
殷
以
擊
鼔
之
機
︐
脱
略
窠
臼
︒
於
是
宗
風
大
振
︐
學
者
賴
之
︒︵﹁
吉
州
禾
山
寺
記
﹂
︶

こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
と
︑
無
殷
は
洪
州
靖
安
縣
泐
潭
石
門
山
寶
峰
禪
院
の
道
虔
禪
師
の
遷
化
︵
九
二
一
年
︶
の
の
ち
︑
吉
州
永
新
縣
禾

山
大
智
禪
院
に
住
し
て
︵
九
二
二
年
︶
名
聲
が
廣
ま
り
︑
南
唐
烈
祖
︵
李
昪
︑
先
主
︶
の
勅
命
で
廣
陵
揚
州
祥
光
院
に
住
し
︑
元
宗

︵
李
璟
︶
の
踐
祚
︵
九
三
七
年
︶
に
際
し
て
澄
源
禪
師
號
を
賜
い
︑
命
に
よ
っ
て
洪
州
上
籃
院
︵
護
國
寺
︶
に
移
り
︑
最
後
に
洪
州
新

建
縣
西
山
翠
巖
廣
化
禪
院
に
住
し
︑
こ
こ
に
遷
化
し
た
︒

︵
2
︶
於
辛
亥
歲
，
敕
賜
洪
州
護
國
住
持
，
號
澄
源
禪
師
矣　

辛
亥
歲
は
南
唐
保
大
九
年
︵
九
五
一
︶︒
本
書
で
は
南
唐
後
主
︵
李
煜
︶
か

ら
澄
源
禪
師
號
を
賜
い
︑
洪
州
上
籃
院
︵
護
國
寺
︶
に
移
っ
た
と
し
て
い
る
︒
本
書
卷
一
二
に
は
こ
の
年
に
發
せ
ら
れ
た
無
殷
を
含
む

五
禪
師
へ
の
詔
勅
︵
大
寺
院
へ
の
勅
住
と
禪
師
號
下
賜
︶
を
記
錄
し
て
い
る
︒
本
書
の
傳
記
に
關
わ
る
記
述
は
以
上
で
あ
り
︑
そ
の
遷

化
︵
九
六
〇
年
︶
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
︑﹃
祖
堂
集
﹄
の
増
廣
︵
原
一
卷
本
か
ら
十
卷
本
へ
の
増
廣
︶
が
そ
れ
以
前
に
終
了
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
無
殷
禪
師
の
卒
年
を
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
は
﹁
建
隆
元
年
﹇
九
六
〇
﹈
三
月
二
日
﹂
と
記
し
︑
徐
鉉
撰
﹁
洪
州
西

山
翠
巖
廣
化
禪
院
故
澄
源
禪
師
塔
銘
幷
序
﹂
は
﹁
建
隆
元
年
﹇
九
六
〇
﹈
二
月
五
日
終
于
翠
巖
院
﹂
と
す
る
が
︑
本
章
で
は
﹁
辛
亥

歲
﹂
ま
で
の
記
述
に
止
ま
っ
て
い
る
︒
禾
山
無
殷
の
傳
記
研
究
に
鈴
木
哲
雄
﹃
唐
五
代
の
禪
宗 

湖
南
江
西
篇
﹄
第
二
章
第
四
節
︵
學

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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術
叢
書 

禪
佛
教
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
︶
が
あ
る
︒

︻
三
︼
師
有
時
良
久
云

：﹁
自
作
自
受
︒﹂︵

1
︶
或
時
見
僧
入
門
來
云

：﹁
患
顚
那
？
作
摩
！
﹂︵

2
︶
僧
便
問

：﹁
未
審
過
在
什
摩
處
？
﹂
師

云

：﹁
不
是
蕭
逸
︐
爭
取
︽
蘭
亭
︾
？
﹂︵

3
︶

︻
日
譯
︼

師
は
あ
る
時
︑
上
堂
し
て
︑
し
ば
ら
く
沈
黙
し
︑
や
お
ら
大
衆
に
向
か
っ
て
言
っ
た
︑﹁
そ
の
よ
う
に
分
か
ら
ず
屋
な
の
は
自
業
自
得

だ
︒﹂
ま
た
あ
る
時
︑
行
脚
僧
が
來
た
の
を
見
て
言
っ
た
︑﹁
ア
タ
マ
が
い
か
れ
て
る
ん
じ
ゃ
ね
え
の
け
！
﹂
そ
の
僧
は
問
う
た
︑﹁
ど
こ

が
間
違
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
蕭
逸
で
な
け
れ
ば
︑︿
蘭
亭
序
﹀
を
奪
う
こ
と
は
で
き
ぬ
︒﹂

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
師
有
時
良
久
云

：
自
作
自
受　

本
則
以
下
は
吉
州
禾
山
寺
に
お
け
る
活
動
の
記
述
で
あ
る
︒﹁
良
久
﹂
の
語
は
時
間
の
經
過
︵
良や

や

久
し
く
す
︶
を
い
う
原
義
か
ら
沈
黙
の
義
に
轉
化
し
た
︵
袁
賓
﹃
禪
宗
著
作
詞
語
匯
釋
﹄
は
こ
れ
を
﹁
詞
義
轉
移
現
象
﹂
と
穪
し
て
い

る
︒
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
一
六
頁
︶︒
禪
錄
で
は
﹁
良
久
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
不
立
文
字
︑
以
心
傳
心
﹂︵
沈
黙

に
よ
っ
て
法
を
傳
え
る
︶
を
示
す
と
い
う
獨
特
の
用
法
が
あ
り
︑
こ
れ
は
無
殷
の
出
家
の
師
で
あ
る
雪
峰
義
存
が
し
ば
し
ば
用
い
た
手

法
で
あ
る
︒

有
時
上
堂
︐
衆
立
久
︒
師
云

：﹁
便
與
摩
承
當
︐
却
最
好
省
要
︐
莫
教
更
到
這
老
師
口
裏
來
︒
三
世
諸
佛
不
能
唱
︐
十
二
分
教
載
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不
起
︒
如
今
嚼
涕
唾
漢
爭
得
會
？
我
尋
常
向
師
僧
道

：﹃
是
什
摩
？
﹄
便
近
前
來
覓
答
話
處
︒
驢
年
識
得
摩
？
事
不
得
已
︐
向
汝
與

摩
道
︐
已
是
平
欺
汝
了
也
︒
向
汝
道

：﹃
未
ヰ 

跨
歩
也
︒
口
化
反
︒
門
以
前
︐
早
共
汝
商
量
了
︒﹄
還
會
摩
？
亦
是
老
婆
心
也
︒
省
力
處

不
肯
當
荷
︐
但
知
踏
歩
向
前
覓
言
語
︒
向
汝
道

：﹃
盡
乾
坤
是
个
解
脱
門
﹄︐
總
不
肯
入
︒
但
知
在
裏
許
亂
走
︐
逢
著
人
便
問

：﹃
阿

那
个
是
我
？
﹄
還
羞
摩
？
只
是
自
受
屈
︒
所
以
道

：﹃
臨
河
渴
水
︐
死
人
無
數
；
飯
籮
裏
受
餓
人
︐
如
恒
河
沙
︒﹄
莫
將
等
閑
！
和
尚

子
︐
若
實
未
得
悟
入
︐
直
須
悟
入
始
得
︐
不
虚
度
時
光
︒
莫
只
是
傍
家
相
徼
︐
掠
虚
賺
説
悞
人
︒
且
是
阿
誰
分
上
事
？
亦
須
著
精
神

好
！
菩
提
達
摩
來
道

：﹃
我
以
心
傳
心
︐
不
立
文
字
︒﹄
且
作
摩
生
是
汝
諸
人
心
？
不
可
只
是
亂
統
了
便
休
去
︒
自
己
事
若
不
明
︐
且

從
何
處
出
得
如
許
多
妄
想
？
向
這
裏
見
凡
見
聖
︐
見
有
男
女
︑
僧
俗
︑
高
低
︑
勝
劣
︐
大
地
面
上
炒
炒
底
鋪
砂
相
似
︐
未
嘗
一
念
暫

返
神
光
︐
流
浪
生
死
︐
劫
盡
不
息
︒
慚
愧
！
大
須
努
力
好
！
﹂︵
本
書
卷
七
﹁
雪
峯
和
尚
章
﹂
︶

︵
あ
る
日
︑
定
例
の
説
法
の
た
め
に
法
堂
に
昇
っ
て
︑
し
ば
ら
く
沈
黙
︒
大
衆
は
じ
っ
と
立
っ
て
待
っ
て
い
た
︒
師
は
言
っ
た
︒

﹁
こ
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
も
ら
う
の
が
︑
そ
れ
こ
そ
手
間
を
か
け
ず
に
す
む
と
い
う
も
の
だ
︒
こ
の
う
え
︑
こ
の
わ
し
に
言
わ

せ
な
い
で
も
ら
い
た
い
︒
三
世
の
諸
佛
も
言
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
十
二
分
教
も
書
け
ぬ
の
だ
︒
い
ま
人
の
言
葉
を
あ
り
が
た
が
っ

て
ば
か
り
い
る
輩
に
は
︑
分
か
る
は
ず
は
な
い
︒
わ
し
は
い
つ
も
諸
君
ら
に
︿
何
だ
！
﹀
と
言
っ
て
や
っ
て
い
る
の
に
︑
近
寄
っ

て
き
て
は
︑
答
え
を
要
求
す
る
︒
そ
ん
な
こ
と
で
は
︑
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
分
か
る
は
ず
は
な
い
︒
や
む
な
く
君
た
ち
に
言
っ
て

や
る
の
で
さ
え
︑
も
う
君
た
ち
を
愚
弄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒
諸
君
ら
に
︿
ま
だ
門
を
跨
が
ぬ
さ
き
に
︑
と
っ
く
に
話
し
合

い
は
濟
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
﹀
と
言
お
う
︒
分
か
る
か
？

こ
れ
も
い
ら
ざ
る
老
婆
心
か
ら
だ
︒
手
間
の
か
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
︑

受
け
と
め
よ
う
と
せ
ず
︑
前
に
出
て
き
て
御
宣
託
を
聞
こ
う
と
す
る
︒
さ
ら
に
︿
全
世
界
が
解
脱
の
門
だ
﹀
と
言
っ
て
や
っ
て

も
︑
ま
っ
た
く
門
に
入
ろ
う
と
せ
ず
︑
た
だ
寺
の
中
を
や
た
ら
歩
き
回
っ
て
︑
人
に
出
逢
っ
て
は
︿
ど
れ
が
私
で
す
か
？
﹀
な
ど

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想

　

―
―

　﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
研
究

― 81 ―



と
問
う
︒
恥
し
く
な
い
の
か
！

自
分
で
自
分
を
貶
め
て
い
る
だ
け
だ
︒
だ
か
ら
︿
河
の
前
で
渴
死
し
た
者
は
無
數
︑
飯
櫃
の
中

で
餓
死
し
た
者
は
濱
の
眞
砂
の
如
し
﹀
と
言
う
の
だ
︒
い
い
か
げ
ん
に
聞
い
て
い
て
は
だ
め
だ
︒
諸
君
！

ま
だ
目
覺
め
て
い
な

い
な
ら
︑
か
な
ら
ず
目
覺
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
ぼ
ん
や
り
と
虚
し
く
時
間
を
過
ご
し
て
は
な
ら
ぬ
︒
の
き
な
み
に
禪
師
の
門
を

叩
い
て
は
法
を
仕
入
れ
︑
間
違
っ
た
説
き
方
を
し
て
人
を
惑
わ
し
て
は
な
ら
ぬ
︒
こ
れ
は
誰
の
こ
と
で
も
な
い
︑
君
た
ち
自
身
の

問
題
で
は
な
い
か
！

し
っ
か
り
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
菩
提
達
摩
が
來
て
︿
わ
た
し
は
心
で
心
を
傳
え
︑
文
字
を
立
て
ぬ
﹀
と
言

っ
た
が
︑
何
を
も
っ
て
諸
君
ら
の
心
と
い
う
の
か
︒
け
っ
し
て
大
雜
把
に
や
っ
て
︑
ケ
リ
が
つ
い
た
と
し
て
は
な
ら
ぬ
︒
き
っ
ぱ

り
と
自
己
の
決
著
を
つ
け
た
ら
︑
こ
ん
な
ご
た
ご
た
し
た
妄
想
な
ど
出
て
來
は
し
な
い
︒
君
た
ち
は
こ
こ
で
凡
や
聖
︑
僧
や
俗
︑

男
や
女
︑
尊
や
卑
︑
優
や
劣
な
ど
と
︑
砂
利
の
數
ほ
ど
の
妄
想
差
別
を
見
て
い
る
が
︑
六
根
の
光
を
し
ば
ら
く
で
も
内
に
照
ら
し

返
さ
な
け
れ
ば
︑
生
死
の
世
界
を
さ
ま
よ
う
ば
か
り
で
︑
永
遠
に
終
わ
る
こ
と
は
な
い
︒
あ
あ
恥
し
い
こ
と
だ
！

大
い
に
努
力

せ
よ
！
﹂
︶

無
殷
は
雪
峯
の
こ
う
し
た
﹁
沈
黙
に
よ
る
法
の
傳
授
﹂
と
い
う
手
法
を
用
い
て
上
堂
し
た
の
で
あ
る
が
︑
僧
衆
に
そ
の
意
圖
が
受
け
と

め
ら
れ
な
か
っ
た
の
を
見
て
︑﹁
自
作
自
受
﹂
と
言
っ
た
︒﹁
蠶
繭
自
縛
﹂
の
喩
え
で
︑
自
業
自
得
︑
自
ら
の
惡
業
に
よ
っ
て
惡
報
を
招

く
こ
と
を
言
う
︒
人
人
具
足
の
佛
性
の
理
を
見
て
自
己
の
決
著
を
つ
け
る
︵
つ
ま
り
外
に
求
め
な
い
︶
に
到
ら
ぬ
僧
衆
を
叱
咤
し
た
の

で
あ
る
︒

︵
2
︶
或
時
見
僧
入
門
來
云

：

患
顚
那
？
作
摩
！　

師
は
ま
た
あ
る
時
︑
門
に
入
っ
て
來
た
行
脚
僧
に
向
か
っ
て
︑﹁
患
顚
那
？

作

摩
！
﹂
と
ど
や
し
つ
け
た
︒﹁
顚
狂
を
患
っ
て
︑
ど
う
い
う
つ
も
り
か
！
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑﹁
～
那
？

作
摩
！
﹂
は
本
書
に

の
み
七
例
見
え
る
︑
強
い
詰
問
を
表
わ
す
南
方
方
言
の
特
徴
的
な
句
法
で
あ
る
︒
こ
こ
と
似
た
例
は
︑
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僧
問

：﹁
如
何
是
西
來
意
？
﹂
師
打
之
︒
師
謂
衆
曰

：﹁
是
你
諸
人
患
顚
那
？
作
摩
！
﹂
把
棒
一
時
趁
出
云

：﹁
盡
是
一
隊
喫
酒
糟

漢
︒
与
摩
行
脚
︐
笑
殺
人
去
！
兄
弟
！
莫
只
見
八
百
一
千
人
處
去
那
裏
︐
不
可
只
圖
熱
鬧
︒﹂︵
本
書
卷
一
六
﹁
黄
檗
和
尚
章
﹂
︶

︵
僧
が
問
う
︑﹁
達
摩
が
印
度
か
ら
來
た
意
圖
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
は
聽
く
や
︑
棒
で
打
っ
た
︒
そ
し
て
僧
衆
に
向
か
っ

て
︑﹁
き
み
ら
は
ア
タ
マ
が
い
か
れ
て
る
ん
じ
ゃ
ね
え
の
け
！
﹂
と
ど
や
し
つ
け
︑
法
堂
に
い
た
僧
衆
を
全
員
棒
で
追
い
出
し
て

言
っ
た
︑﹁
き
み
ら
は
み
ん
な
酒
糟
喰
ら
い
の
醉
っ
ぱ
ら
い
ど
も
だ
！

そ
ん
な
行
脚
で
は
笑
い
者
に
さ
れ
る
ぞ
！

諸
君
！

八
百
千
人
の
大
叢
林
ば
か
り
訪
ね
歩
い
て
︑
一
緒
に
わ
い
わ
い
や
る
よ
う
で
は
駄
目
だ
︒﹂
︶

﹁
西
來
意
﹂
と
は
﹁
達
摩
が
西
方
印
度
か
ら
東
土
中
國
へ
來
た
意
圖
﹂︑
つ
ま
り
﹁
達
摩
は
何
を
傳
え
た
の
か
﹂︑﹁
達
磨
は
禪
を
傳
え

た
と
さ
れ
る
︑
そ
の
禪
と
は
な
に
か
﹂
と
い
う
周
知
の
問
題
で
あ
る
︒
禪
宗
に
お
け
る
公
式
的
な
答
え
は
︑
す
で
に
馬
祖
道
一
が
﹁
汝

今
各
信
自
心
是
佛
︐
是
心
即
是
佛
心
︒
是
故
達
摩
大
師
從
南
天
竺
國
來
︐
傳
上
乘
一
心
之
法
︐
令
汝
開
悟
︒﹂︵
本
書
卷
一
四
﹁
江
西
馬

祖
章
﹂
︶
と
言
明
し
て
い
る
と
お
り
︑﹁
自
己
の
心
が
佛
な
の
だ
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
質
問
僧
も
知
っ
て
い
る
は
づ
で
あ
る
が
︑
そ
れ

は
單
な
る
知
識
に
過
ぎ
ず
︑
確
信
に
到
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
黄
檗
は
棒
打
し
て
︑﹁
こ
の
痛
み
を
感
ず
る
お
ま
え
自
身
の

こ
と
だ
！
﹂
と
直
指
し
た
の
で
あ
る
︒﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
九
で
は
本
書
の
こ
の
部
分
﹁
是
你
諸
人
患
顚
那
？

作
摩
！
﹂
を
﹁
汝
等

諸
人
欲
何
所
求
？
﹂︵
き
み
た
ち
は
何
を
求
め
て
い
る
の
か
？
︶
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
で
は
語
氣
が
ま
っ
た
く
異
な
る
︒

僧
問

：﹁
如
何
是
本
來
事
？
﹂
師
曰

：﹁
汝
因
何
從
我
覓
？
﹂
進
曰

：﹁
不
從
師
覓
︐
如
何
即
得
？
﹂
師
曰

：﹁
何
曾
失
却
那
？
作

摩
！
﹂︵
卷
四
﹁
石
頭
和
尚
章
﹂
︶

︵
僧
が
問
う
︑﹁
本
來
の
事
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
そ
な
た
は
ど
う
し
て
そ
れ
を
わ
た
し
に
求
め
る
の
か
？
﹂
僧
︑﹁
師
か

ら
教
え
て
い
た
だ
か
ね
ば
︑
わ
か
り
ま
せ
ん
︒﹂
師
︑﹁
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
り
す
る
も
ん
け
！
﹂

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想

　

―
―

　﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
研
究

― 83 ―



﹁
本
來
事
﹂
と
は
﹁
自
己
本
來
事
﹂︑﹁
自
己
本
分
事
﹂︑
人
人
具
有
の
佛
性
の
こ
と
で
︑
こ
れ
を
信
じ
︑﹁
自
身
が
本
來
よ
り
佛
で
あ

る
﹂
と
い
う
禪
僧
の
覺
悟
を
言
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
石
頭
和
尚
は
﹁
そ
れ
︵
自
己
本
分
事
︑
佛
性
︶
が
失
わ
れ
た
こ
と
な
ど
あ
る
も
の

か
！
﹂
と
答
え
た
の
で
あ
る
︒﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄︵
卷
一
四
﹁
京
兆
尸
利
禪
師
章
﹂
︶
で
は
︑
石
頭
の
答
え
を
﹁
汝
還
曾
失
却
麼
？
﹂︵
そ

な
た
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？
︶
と
し
て
い
る
の
は
︑
上
例
と
同
じ
く
強
い
詰
問
の
語
氣
を
失
っ
て
い
る
︒
本
書
に
お
い
て
こ
の

﹁
～
那
？

作
摩
！
﹂
と
い
う
句
法
を
使
っ
た
人
と
し
て
記
錄
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
石
頭
希
遷
︵
端
州
人
︶︑
黄
檗
希
運
︵
福
州
人
︶︑

保
福
從
展
︵
福
州
人
︶︑
金
峰
從
志
︵
福
州
人
︶︑
禾
山
無
殷
︵
福
州
人
︶︑
百
丈
懷
海
︵
福
州
人
︶︑
仰
山
慧
寂
︵
韶
州
人
︶
で
︑
み
な

嶺
南
の
出
身
者
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
南
方
方
言
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒
楊
億
ら
が
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
を
修
訂
し
た
際
に
お
こ
な

っ
た
︑﹁
或
言
筌
之
猥
俗
︐
並
從
刊
削
︐
俾
之
綸
貫
﹂︵﹁
刊
削
景
德
傳
燈
錄
序
﹂
︶
と
い
う
措
置
に
よ
っ
て
︑
こ
の
﹁
猥
俗
﹂
な
方
言

は
﹁
刊
削
﹂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
最
初
に
こ
の
句
法
に
注
目
し
た
の
は
曹
廣
順
﹁
試
説
近
代
漢
語
中
的
︿
～
那
？

作

摩
？
﹀﹂︵﹃
語
言
學
論
叢
﹄
第
二
〇
輯
︑
一
九
九
八
年
︶
で
あ
る
︒

︵
3
︶
僧
便
問

：

未
審
過
在
什
摩
處
？
師
云

：

不
是
蕭
逸
，
爭
取《
蘭
亭
》
？　

無
殷
の
答
え
は
唐
太
宗
の
命
を
受
け
た
蕭
逸
︵
蕭
翼
︑
蕭

翊
︶
が
僧
辯
才
か
ら
王
羲
之
﹁
蘭
亭
序
﹂
搨
本
を
詐
取
し
た
と
い
う
有
名
な
話
に
基
づ
く
︒﹁
書
法
に
通
じ
た
詐
略
の
士
蕭
逸
で
な
け

れ
ば
︑︿
蘭
亭
序
﹀
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒﹂
こ
こ
で
の
意
味
は
︑﹁
わ
た
し
も
自
分
の
行
脚
の
經
驗
か
ら
そ
の
誤
り
を
熟
悉

し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
な
た
に
忠
告
し
て
や
れ
る
の
だ
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︵
使
わ
れ
た
實
際
の
意
味
は
結
局
上
文
の
九
峯
道

虔
が
言
っ
た
﹁
奴
見
婢
慇
懃
﹂
と
同
じ
︶︒
こ
の
話
は
﹃
法
書
要
錄
﹄
卷
三
︵
何
延
之
﹁
蘭
亭
記
﹂
︶︑﹃
隋
唐
嘉
話
﹄
卷
下
︑﹃
獨
異

志
﹄
卷
中
︑﹃
唐
詩
紀
事
﹄
卷
五
︑﹃
能
改
齋
漫
錄
﹄
卷
五
に
載
せ
る
ほ
か
︑﹃
雲
麓
漫
鈔
﹄
卷
六
の
記
述
が
も
っ
と
も
詳
し
く
︑
か
つ

そ
の
説
の
誤
謬
を
辯
じ
て
い
る
︒
詐
取
し
た
人
の
名
は
す
べ
て
﹁
蕭
翼
﹂
と
記
す
︵﹃
隋
唐
嘉
話
﹄
は
﹁
蕭
翊
﹂
と
す
る
︒﹁
翼
﹂
と
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﹁
翊
﹂
は
同
音
︶
が
︑
本
書
の
み
﹁
蕭
逸
﹂
で
あ
る
︒﹁
蕭
翼
﹂
を
﹁
蕭
逸
﹂
と
書
く
の
は
當
時
の
南
方
方
言
音
に
よ
る
通
用
︵
職
質
韻

混
用
︶
で
あ
る
︒﹃
廣
韻
﹄
で
は
︑

翼　

與
職
切
︵
以
母
職
韻
﹇
＊iək

﹈
開
口
三
等
入
聲
曾
攝
︶

逸　

夷
質
切
︵
以
母
質
韻
﹇
＊iet

﹈
開
口
三
等
入
聲
臻
攝
︶

周
祖
謨
﹁
宋
代
汴
洛
語
音
考
﹂
に
言
う
︑﹁
宋
代
語
音
の
唐
人
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
︑
臻
攝
入
聲
と
梗
曾
攝
の
合
用
で
あ
る
︒
合
用
の

原
因
は
入
聲
韻
尾
の
失
落
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
梗
曾
攝
入
聲
は
［−k］
︑
臻
攝
入
聲
は
［−t］
で
︑
も
と
も
と
同
類
で
な
か
っ
た
の
が
︑

［−k］
︑
［−t］
が
失
落
す
る
と
︑
母
音
の
近
い
も
の
同
士
が
し
ぜ
ん
通
じ
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂︵
周
祖
謨
﹃
問
學
集
﹄
下
册
六
三

三
頁
︑
中
華
書
局
︑
一
九
六
六
年
︶︒
宋
代
閩
人
の
詩
詞
に
お
い
て
は
︑
［−t］
︑
［−k］
通
押
例
が
二
二
四
を
數
え
︑﹁
こ
う
し
た
現
象
か
ら
︑

宋
代
閩
地
に
お
い
て
通
語
の
入
聲
韻
尾
［−t］
︑
［−k］
は
か
な
り
の
程
度
混
同
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
す
で
に
弱
化
し
て
喉
塞

尾
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
﹂︵
劉
曉
南
﹃
宋
代
閩
音
考
﹄
一
四
二
頁
︑
岳
麓
書
社
︑
一
九
九
九
年
︶︒
現
代
閩
東
福
州
音
で
は
翼

﹇iʔ
8

文
讀
﹈︑
逸
﹇iʔ

8

﹈︑
閩
南
厦
門
音
は
翼
﹇ɪk

8
文
讀
﹈︑
逸
﹇ɪk

8

文
讀
﹈︑
閩
北
建
甌
音
は
翼
﹇i 8

文
讀
﹈︑
逸
﹇i 8

﹈
で
︑
い
づ
れ

も
同
音
と
な
っ
て
い
る
︵﹃
漢
語
方
音
字
匯
﹄
︶︒
禾
山
無
殷
は
福
州
連
江
縣
の
人
で
あ
り
︑
こ
の
合
流
現
象
は
唐
末
五
代
に
は
す
で
に

存
在
し
た
の
で
あ
る
︒

﹃
祖
堂
集
﹄
所
收
偈
頌
に
も
入
聲
韻
尾
［−t］
︑
［−k］
混
用
例
が
見
出
せ
る
︒

﹇
卷
四
︐
丹
霞
章
︐︽
孤
寂
吟
︾
第
七
韻
段
﹈
益
昔
室
質
寂
錫
︵
昔
錫
［−k］
︑
質
［−t］
混
用
︶

丹
霞
天
然
和
尚
︵
七
三
八
～
八
二
三
︶
の
貫
籍
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
こ
の
押
韻
か
ら
見
て
嶺
南
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
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︻
四
︼
師
云

：﹁
諸
兄
弟
！
且
莫
二
言
三
語
︐
且
待
禾
山
與
汝
證
明
︒
諸
人
會
摩
？
大
難
！︵

1
︶
如
今
第
一
不
及
︐
第
二
不
到
︒
須
有
言

語
︐
指
歸
話
出
︐
諸
人
便
有
領
覽
︒
且
莫
怪
葛
藤
東
説
西
説
︒︵

2
︶
可
不
聞

：︿
釋
迦
在
座
上
︐
良
久
︐
衆
佇
指
歸
︒
其
時
鶖
子
出
來
︐

乃
白
搥
云

：﹃
大
衆
！
當
觀
法
王
法
︒﹄
又
云

：﹃
法
王
法
如
是
︒﹄
佛
當
時
便
下
坐
去
︒﹀
？
諸
人
道
︐
置
此
一
言
︐
合
挍
多
少
？︵

3
︶
亦

如
︿
闍
王
請
迦
葉
説
法
︐
乃
受
請
登
坐
︐
良
久
︐
乃
下
︒
王
乃
問

：﹃
師
以
何
不
爲
弟
子
説
？
﹄
迦
葉
云

：﹃
位
崇
名
重
︒﹄﹀
？︵

4
︶
當
時

亦
有
紜
紜
者
︐
如
今
盡
會
了
也
︒
你
道
︐
古
人
意
作
摩
生
？
八
十
老
翁
出
場
屋
︐
還
知
摩
？
﹂︵

5
︶

時
有
人
問

：﹁
迦
葉
當
時
意
作
摩
生
？
﹂
師
云

：﹁
不
覺
時
遷
變
︐
蕭
然
洞
底
︵﹁
底
﹂
當
作
﹁
庭
﹂
︶
風
︒﹂︵

6
︶

︻
日
譯
︼

師
は
言
っ
た
︑﹁
諸
君
！

も
う
あ
れ
こ
れ
と
議
論
に
明
け
暮
れ
る
の
は
や
め
よ
︒
わ
た
し
が
諸
君
の
た
め
に
説
き
明
か
し
て
や
ろ
う
︒

諸
君
よ
︑
わ
か
っ
て
い
る
か
？

難
し
い
よ
う
だ
な
︒
今
諸
君
は
そ
こ
へ
届
か
ず
︑
到
達
で
き
て
い
な
い
の
だ
︒
今
こ
こ
で
言
葉
に
よ
っ

て
歸
趨
を
示
し
て
や
れ
ば
︑
受
け
と
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
言
葉
で
説
く
こ
と
を
と
が
め
て
は
な
ら
ぬ
︒
諸
君
も
承
知
の
話
で
あ
る
︒

︿
釋
迦
は
法
座
に
登
っ
て
︑
し
ば
ら
く
沈
黙
し
た
︒
聽
衆
は
じ
っ
と
説
示
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
舎
利
弗
が
前
に
進
み
出
て
︑
白
槌
を

打
っ
て
言
っ
た
︑﹁
大
衆
よ
︑
法
王
の
法
を
と
く
と
觀
察
せ
よ
︒﹂
さ
ら
に
︑﹁
法
王
の
法
は
ま
さ
し
く
こ
の
と
お
り
で
あ
る
﹂
と
言
う

と
︑
釋
迦
は
す
ぐ
に
座
を
降
り
た
︒﹀
さ
て
諸
君
︑
言
っ
て
み
よ
︑
舎
利
弗
の
こ
の
言
葉
は
外
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

ま
た
別
の
話
が

あ
る
︒︿
阿
闍
世
王
が
迦
葉
に
説
法
を
願
っ
た
︒
そ
の
願
い
を
受
け
て
迦
葉
は
法
座
に
登
っ
て
︑
し
ば
ら
く
沈
黙
す
る
と
︑
座
を
降
り

た
︒
王
は
問
う
た
︑﹁
師
は
な
に
ゆ
え
わ
た
く
し
に
説
法
し
て
く
だ
さ
ら
ぬ
の
か
？
﹂
迦
葉
は
答
え
た
︑﹁
地
位
高
く
名
譽
重
き
が
ゆ
え

に
︒﹂﹀
當
時
も
さ
ま
ざ
ま
に
意
見
が
あ
っ
た
が
︑
今
な
ら
諸
君
は
完
全
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
さ
あ
︑
釋
迦
と
舎
利
弗
は
ど
う
い
う
つ
も
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り
で
あ
っ
た
の
か
？

科
擧
の
習
業
に
生
涯
を
費
や
し
た
老
翁
の
答
案
で
あ
る
︒
わ
か
る
か
？
﹂

そ
の
時
︑
僧
が
問
う
た
︑﹁
迦
葉
は
そ
の
時
︑
ど
う
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
覺
え
ず
時
は
遷
變
し
︑
蕭
然
た
り
洞

庭
の
風
︒﹂

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
師
云

：

諸
兄
弟
！
且
莫
二
言
三
語
，
且
待
禾
山
與
汝
證
明
。
諸
人
會
摩
？
大
難
！　

無
殷
は
僧
衆
の
た
め
に
︑
以
下
の
禪
要
︵
佛

傳
︶
を
提
示
し
た
︒
ふ
た
つ
の
話
は
一
類
で
あ
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
か
れ
の
﹁
十
一
位
﹂
に
收
錄
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
2
︶
如
今
第
一
不
及
，
第
二
不
到
。
須
有
言
語
，
指
歸
話
出
，
諸
人
便
有
領
覽
。
且
莫
怪
葛
藤
東
説
西
説
　﹁
第
一
不
及
︐
第
二
不
到
﹂

は
僧
衆
の
境
位
が
禪
の
思
想
的
核
心
に
到
っ
て
い
な
い
こ
と
を
二
句
で
言
う
修
辭
で
あ
ろ
う
︒﹁
葛
藤
﹂
は
言
葉
を
費
や
し
て
解
釋
す

る
こ
と
︑﹁
東
語
西
語
﹂
は
あ
れ
こ
れ
と
議
論
屢
説
す
る
こ
と
︒
い
づ
れ
も
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
語
︒

︵
3
︶〈
釋
迦
在
座
上
，
良
久
…
…
〉　

こ
の
第
一
話
は
佛
典
に
は
見
え
ぬ
︑
禪
宗
の
傳
承
に
か
か
る
佛
傳
で
あ
る
︒﹃
寶
林
傳
﹄︵
八
〇
一

年
︶︑﹃
祖
堂
集
﹄︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
の
佛
傳
に
は
見
え
ず
︑
本
則
を
初
出
と
す
る
︒
た
だ
し
本
則
で
白
槌
を
打
っ
た
の
は
舎
利
弗
で
あ

る
が
︑
宋
代
の
傳
承
に
な
る
と
文
殊
に
變
わ
っ
て
い
る
︒
代
表
的
な
も
の
は
﹃
碧
巖
錄
﹄
第
九
二
則
﹁
世
尊
一
日
陞
座
﹂︒
ま
た
﹁
當

觀
﹂
は
﹁
諦
觀
﹂
に
定
著
し
た
︒﹁
當
觀
法
王
法
︑
法
王
法
如
是
﹂
は
通
常
︑
佛
陀
の
説
法
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
唱
え
ら
れ
る
頌
の
冒

頭
の
二
句
︵
八
十
卷
﹃
華
嚴
經
﹄
卷
四
︶︒
つ
ま
り
釋
迦
の
﹁
良
久
﹂
を
沈
黙
の
説
法
と
す
る
意
で
あ
り
︑
無
殷
が
﹁
置
此
一
言
︐
合

挍
多
少
？
﹂
と
問
う
た
の
も
︑
こ
こ
を
そ
の
よ
う
に
理
解
せ
よ
と
い
う
示
唆
で
あ
る
︒﹁
挍
﹂
は
﹁
校
﹂
に
通
じ
︑﹁
較
﹂
と
同
じ
く
隔

た
る
意
︵
三
字
は
同
音
︶︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
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︵
4
︶〈
闍
王
請
迦
葉
説
法
，
乃
受
請
登
坐
，
良
久
，
乃
下
。
王
乃
問

：

師
以
何
不
爲
弟
子
説
？
迦
葉
云

：

位
崇
名
重
〉　
こ
の
第
二
話
も

佛
典
に
見
え
な
い
禪
宗
傳
承
の
迦
葉
傳
で
︑
本
書
卷
一
﹁
第
一
祖
大
迦
葉
尊
者
章
﹂
お
よ
び
本
則
を
初
出
と
す
る
︒﹁
迦
葉
章
尊
者

章
﹂
に
は
こ
れ
と
並
べ
て
︑

阿
難
問
師

：﹁
傳
佛
金
襴
外
︐
別
傳
个
什
摩
？
﹂
師
喚
阿
難
︐
阿
難
應
喏
︒
師
曰

：﹁
倒
却
門
前
剎
竿
著
！
﹂

︵
阿
難
が
迦
葉
に
問
う
た
︑﹁
佛
陀
は
金
襴
の
袈
裟
以
外
に
何
を
傳
え
た
の
か
？
﹂
迦
葉
は
い
き
な
り
﹁
阿
難
！
﹂
と
名
を
呼
ん

だ
︒
阿
難
は
﹁
お
う
！
﹂
と
答
え
た
︒
そ
れ
を
聽
い
て
迦
葉
は
︑﹁
門
前
の
剎
竿
を
か
た
づ
け
よ
！
﹂﹇
佛
陀
の
説
法
は
終
わ
っ

た
﹈︶

と
い
う
︑
後
世
の
馬
祖
禪
が
提
起
し
た
﹁
性
在
作
用
﹂
説
に
基
づ
い
て
戧
作
さ
れ
た
説
話
を
載
せ
て
い
る
︒
迦
葉
の
答
え
﹁
位
崇
名

重
﹂
は
︑
阿
闍
世
王
そ
の
人
を
指
し
︑
同
時
に
法
身
の
尊
貴
を
こ
の
語
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
︑
す
な
わ
ち
佛
法
の
要
諦
は
人
人
具

有
の
佛
性
の
自
覺
に
あ
り
︑
法
身
と
肉
身
は
不
即
不
離
ゆ
え
に
︑
現
實
の
大
王
を
﹁
位
崇
名
重
﹂
と
言
っ
て
︑
こ
の
こ
と
に
氣
づ
か
せ

よ
う
と
示
唆
し
た
の
で
あ
る
︒

︵
5
︶
當
時
亦
有
紜
紜
者
，
如
今
盡
會
了
也
。
你
道
，
古
人
意
作
摩
生
？
八
十
老
翁
出
場
屋
，
還
知
摩
？　
﹁
八
十
老
翁
出
場
屋
﹂
は
續
け

て
﹁
不
是
小
兒
戲
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑﹁
科
擧
の
習
業
に
生
涯
を
費
や
し
た
老
翁
の
答
案
だ
﹂
と
い
う
俗
諺
︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
七

﹁
雲
居
道
膺
章
﹂
︶︒﹁
場
屋
﹂
は
科
擧
の
試
驗
會
場
﹁
貢
院
﹂
の
こ
と
︵﹃
資
治
通
鑑
﹄
唐
武
宗
會
昌
六
年
胡
三
省
注
︶︒
こ
こ
で
は
釋

迦
と
迦
葉
の
﹁
禪
的
作
略
﹂
を
褒
め
て
言
っ
た
︒﹁
佛
陀
と
迦
葉
の
時
代
に
も
︑
こ
う
い
う
教
え
か
た
に
は
異
論
が
あ
っ
た
が
︑
今
や

諸
君
は
み
な
完
全
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
言
っ
た
の
は
︑﹁
性
在
作
用
﹂
と
い
う
馬
祖
禪
の
考
え
か
た
に
は
無
殷
の
當
時
か
ら
批
判

が
あ
り
︑
晩
唐
期
に
到
っ
て
再
檢
討
の
風
潮
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
暗
に
指
し
て
い
る
︒
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︵
6
︶
時
有
人
問

：

迦
葉
當
時
意
作
摩
生
？
師
云

：

不
覺
時
遷
變
，
蕭
然
洞
底
風　
﹁
迦
葉
は
そ
の
時
︑
ど
う
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
？
﹂
と
い
う
問
い
に
︑
無
殷
は
直
接
答
え
ず
に
︑﹁
不
覺
時
遷
變
︐
蕭
然
洞
庭
風
﹂
と
い
う
即
興
の
偈
を
歌
っ
た
︒﹁
時
は
過
ぎ

舟
は
出
帆
し
た
︒
洞
庭
湖
に
は
も
う
蕭
々
た
る
秋
風
が
吹
い
て
い
る
﹂︒﹁
洞
庭
風
﹂
の
原
文
は
﹁
洞
底
風
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
庭
﹂
と
書

く
べ
き
と
こ
ろ
︑
そ
の
陽
聲
韻
尾
が
失
落
し
て
鼻
化
韻
と
な
っ
た
方
言
音
の
た
め
に
︑
形
似
の
﹁
底
﹂
字
に
替
え
て
書
か
れ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
言
わ
ん
と
す
る
意
味
は
︑﹁
き
み
が
ふ
た
つ
の
話
を
聽
い
て
︑
た
だ
ち
に
悟
る
べ
き
と
こ
ろ
︑
わ
た
し
に
尋
ね
る
よ
う
で
は
︑

そ
の
激
發
の
契
機
は
も
う
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
﹂︒
無
殷
は
引
用
し
た
二
話
の
傳
え
る
﹁
禪
的
寓
意
﹂
を
説
明
し
て
や
っ
て
も
よ
さ
そ

う
な
と
こ
ろ
︑
そ
う
は
せ
ず
に
︑
即
興
の
偈
句
を
唱
え
た
の
み
で
あ
っ
た
︒
そ
の
偈
も
﹁
も
う
手
遲
れ
だ
﹂
と
か
ら
か
う
内
容
で
︑
つ

ま
り
は
教
え
な
い
の
で
あ
る
︒
も
し
も
﹁
教
え
た
﹂
な
ら
ば
︑
そ
の
僧
に
と
っ
て
は
も
う
ひ
と
つ
の
相
對
的
雜
多
な
知
識
が
増
え
る
だ

け
で
︑
か
れ
に
と
っ
て
唯
一
絶
對
的
な
眞
理
の
獲
得
の
契
機
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹃
碧
巖
錄
﹄
第
九
二
則
﹁
世
尊
一
日
陞

座
﹂
に
お
い
て
︑
雪
竇
重
顯
の
頌
﹁
列
聖
叢
中
作
者
知
︐
法
王
法
令
不
如
斯
︒
會
中
若
有
先
陀
客
︐
何
必
文
殊
下
一
槌
﹂︵
あ
ま
た
居

並
ぶ
諸
佛
の
な
か
の
俊
敏
な
者
な
ら
ば
︑
法
王
佛
陀
の
教
え
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
と
知
っ
て
い
る
は
づ
だ
︒
靈
鷲
山
の
會
中
に
も

し
機
敏
な
先
陀
の
人
が
い
た
な
ら
︑
文
殊
の
一
槌
な
ど
無
用
だ
と
わ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︶
を
引
き
︑
圜
悟
克
勤
は
こ
れ
を
敷
衍
し
て
︑

﹁
文
殊
が
白
槌
を
打
つ
以
前
に
︑
世
尊
が
沈
黙
し
た
そ
の
時
に
︑
そ
の
意
圖
を
見
抜
く
べ
き
で
あ
っ
た
︒
い
や
︑
世
尊
が
法
座
に
登
る

以
前
に
︑
と
っ
く
に
わ
か
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
評
論
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
こ
れ
は
﹁
公
案
禪
﹂
が
公
案
を
否
定
す
る
︵
公

案
が
修
行
者
の
激
發
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
︶
と
こ
ろ
に
ま
で
到
っ
て
い
る
︒
宋
代
禪
の
行
き
つ
く
先
は
そ
う
い
う
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
宋
代
禪
は
﹁
無
事
禪
﹂
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
て
︑
結
局
は
唐
代
の
﹁
無
事
無
爲
﹂
の
禪
を
理
想

と
し
て
︑
そ
こ
へ
回
歸
す
る
の
で
あ
る
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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︻
五
︼
又
時
見
僧
云

：﹁
還
知
禾
山
惡
發
摩
？
﹂︵

1
︶
僧
便
問

：﹁
和
尚
無
端
惡
發
作
什
摩
？
﹂
師
云

：﹁
嗔
拳
不
打
笑
面
︒﹂︵

2
︶
乃
笑

云

：﹁
大
不
容
易
！
諸
和
尚
！
不
見
︿
他
古
老
接
示
︐
一
開
一
合
便
悟
﹀
？︵

3
︶
此
是
有
情
中
方
便
︐
更
有
︿
靈
雲
見
桃
花
﹀︐︵

4
︶︿
仰
山

見
天
雲
﹀︐︵

5
︶
此
是
無
情
之
物
︐
應
什
摩
便
解
令
人
得
入
？
莫
成
思
想
底
事
摩
？
莫
嫌
古
德
夙
根
︐
懸
鐸
相
似
︐
觸
著
則
應
︐
是
與
摩

根
器
始
得
︒︵

6
︶
更
有
︿
歸
宗
敲
鼎
︑
豎
拳
﹀︐︵

7
︶︿
拈
布
毛
﹀︐︵

8
︶︿
拋
拂
子
﹀︐︵

9
︶
當
用
無
用
︐
如
啐
啄
之
機
︐
是
他
上
上
之
流
始

得
︒﹂︵

10
︶

問

：﹁
只
如
因
物
便
得
入
︐
意
如
何
？
﹂︵

11
︶
師
云

：﹁
魚
透
假
一
擊
︐
龍
無
變
彩
身
︒﹂︵

12
︶

︻
日
譯
︼

ま
た
あ
る
時
︑
行
脚
僧
が
來
た
の
を
見
て
師
は
言
っ
た
︑﹁
わ
た
し
が
怒
り
心
頭
な
の
を
知
っ
て
い
る
か
？
﹂
僧
は
問
う
た
︑﹁
和
尚
は
や

た
ら
に
腹
を
立
て
て
︑
い
っ
た
い
ど
う
な
さ
っ
た
の
で
す
か
？
﹂
師
︑﹁︿
嗔
拳
は
笑
面
を
打
た
ず
﹀
だ
な
︒﹂
そ
こ
で
笑
い
な
が
ら
言
っ

た
︑﹁
行
脚
を
や
め
る
の
は
な
ん
と
容
易
で
な
い
こ
と
か
！

和
尚
が
た
も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒︿
あ
の
老
安
和
尚
が
眼
を
開
閉
し
て

見
せ
て
︑
悟
入
の
手
が
か
り
を
得
さ
せ
た
﹀
こ
と
を
︒
そ
れ
は
有
情
の
人
間
が
用
い
た
方
便
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︿
靈
雲
和
尚
が
桃
の
花
を

見
た
﹀︑︿
仰
山
和
尚
が
天
の
雲
を
見
上
げ
た
﹀
と
い
う
︑
そ
の
對
象
は
無
情
物
で
あ
っ
た
が
︑
何
に
反
應
し
て
門
に
入
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
考
え
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
古
人
の
宿
世
の
功
德
に
よ
っ
て
風
鐸
が
風
に
當
た

れ
ば
音
を
奏
で
る
よ
う
に
︑
機
敏
な
根
器
で
あ
っ
た
か
ら
功
を
奏
し
た
の
だ
と
思
っ
て
は
な
ら
ぬ
︒︿
歸
宗
和
尚
が
香
爐
の
蓋
を
敲
き
︑

拳
を
前
に
突
き
出
し
﹀︑︿
鳥
窠
和
尚
が
布
毛
を
抜
い
て
示
し
﹀︑︿
百
丈
和
尚
が
拂
子
を
投
げ
捨
て
た
﹀
類
の
作
略
の
よ
う
に
︑
時
節
因
緣
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を
見
て
︑
用
い
る
べ
き
か
そ
う
で
な
い
か
を
判
斷
し
︑
啐
啄
同
時
の
ご
と
く
雙
方
が
上
上
の
機
轉
を
は
た
ら
か
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒﹂

問
う
︑﹁
外
境
を
契
機
と
し
て
悟
り
の
門
に
入
る
と
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁︿
魚
は
透は

ね
て
一
擊
を
假
る
も
︑
龍
は

彩
を
變
う
る
身
無
し
﹀︒﹂

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
還
知
禾
山
惡
發
摩
？　
﹁
惡
發
﹂
は
﹁
怒
る
﹂
意
味
の
口
語
︒
こ
こ
は
禾
山
へ
絶
え
間
な
く
訪
れ
る
行
脚
僧
に
對
し
て
︑﹁
應
接
が

煩
わ
し
い
︒
も
う
い
い
か
げ
ん
に
し
て
く
れ
！

外
に
求
め
る
惡
習
を
止
め
よ
！
﹂
と
い
う
怒
り
︒

︵
2
︶
嗔
拳
不
打
笑
面　
﹁
振
り
上
げ
た
怒
り
の
拳
骨
も
︑
笑
う
相
手
に
は
打
ち
お
ろ
せ
な
い
﹂
と
い
う
意
味
の
俗
諺
︒
も
と
は
南
方
で
歲

末
の
追
儺
行
事
に
催
さ
れ
た
假
面
劇
の
﹁
嗔
拳
笑
面
﹂
と
い
う
題
目
に
由
來
す
る
と
い
う
︵﹃
事
物
起
原
﹄
卷
九
﹁
嗔
拳
﹂
︶︒
こ
こ
で

は
相
手
が
﹁
和
尚
無
端
惡
發
作
什
摩
？
﹂
と
素
朴
き
ま
じ
め
に
答
え
た
の
で
︑
無
殷
も
氣
勢
を
削
が
れ
て
︑
こ
の
俗
諺
を
口
に
し
て
笑

い
な
が
ら
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒

︵
3
︶
不
見〈
他
古
老
接
示
，
一
開
一
合
便
悟
〉
？　

傳
承
さ
れ
て
き
た
多
く
の
宗
門
故
事
の
作
略
を
以
下
に
列
擧
す
る
︒
第
一
は
嵩
山
老

安
︵
五
八
一
～
七
〇
八
︒
五
祖
弘
忍
の
弟
子
︶︒
本
書
卷
三
﹁
老
安
國
師
章
﹂
に
言
う
︑

坦
然
禪
師
問

：﹁
如
何
是
祖
師
西
來
意
旨
？
﹂
師
曰

：﹁
何
不
問
自
家
意
旨
？
問
他
意
旨
作
什
摩
？
﹂
進
曰

：﹁
如
何
是
坦
然
意

旨
？
﹂
師
曰

：﹁
汝
須
密
作
用
︒﹂
進
曰

：﹁
如
何
是
密
作
用
？
﹂
師
閉
目
又
開
目
︐
坦
然
禪
師
便
悟
︒

慧
安
は
日
常
の
す
べ
て
の
動
作
が
佛
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
︵
性
在
作
用
︶
こ
と
こ
そ
﹁
祖
師
西
來
意
旨
﹂︵
達
摩
が
傳
え
た
禪
の
核

心
︶
だ
と
︑
目
の
開
閉
を
し
て
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
唆
し
た
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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︵
4
︶〈
靈
雲
見
桃
花
〉　

第
二
は
靈
雲
志
懃
︵
生
卒
年
未
詳
︒
潙
山
霊
祐
﹇
七
七
一
～
八
五
三
﹈
の
弟
子
︶︒
本
書
卷
一
九
﹁
靈
雲
和
尚

章
﹂
に
言
う
︑

靈
雲
和
尚
︐
嗣
潙
山
︐
在
福
州
︒
師
諱
志
懃
︐
福
州
人
也
︒
一
造
大
潙
︐
聞
其
示
教
︐
晝
夜
亡
疲
︐
如
喪
考
妣
︐
莫
能
爲
喩
︒
偶

睹
春
時
花
蕊
繁
花
︐
忽
然
發
悟
︐
喜
不
自
勝
︐
乃
作
一
偈
曰

：﹁
三
十
年
來
尋
劍
客
︐
幾
逢
花
發
幾
抽
枝
︒
自
從
一
見
桃
花
後
︐
直

至
如
今
更
不
疑
︒﹂
因
白
潙
山
和
尚
︐
説
其
悟
旨
︒
潙
山
云

：﹁
從
緣
悟
達
︐
永
無
退
失
︒
汝
今
既
爾
︐
善
自
護
持
︒﹂
遂
而
返
錫
甌

閩
︒︵

靈
雲
和
尚
は
潙
山
の
法
を
嗣
い
で
︑
福
州
に
住
し
た
︒
師
の
僧
諱
は
志
懃
︑
福
州
の
人
で
あ
る
︒
湖
南
の
大
潙
山
に
行
き
︑
靈

祐
禪
師
の
教
え
を
聞
い
て
發
奮
し
︑
晝
夜
疲
れ
も
厭
わ
ず
修
行
に
勵
ん
だ
が
︑
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
悟
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
ま
る

で
父
母
を
喪
っ
た
か
の
よ
う
に
悲
嘆
に
く
れ
る
ば
か
り
で
︑
そ
の
絶
望
ぶ
り
は
喩
え
よ
う
も
な
か
っ
た
︒
や
が
て
︑
た
ま
た
ま
春

の
滿
開
の
桃
花
を
目
に
し
た
と
き
︑
忽
然
と
開
悟
し
︑
喜
び
の
あ
ま
り
偈
を
一
首
作
っ
た
︒﹁
三
十
年
も
の
あ
い
だ
失
っ
た
劍
を

捜
し
求
め
て
︑
そ
の
間
幾
度
花
が
咲
き
枝
を
の
ば
す
の
を
見
て
き
た
こ
と
か
︒
し
か
し
こ
こ
で
桃
の
花
を
見
て
か
ら
は
︑
も
う
け

っ
し
て
疑
う
こ
と
は
な
い
︒﹂
潙
山
和
尚
に
報
告
し
て
悟
っ
た
内
容
を
告
げ
る
と
︑
潙
山
は
言
っ
た
︑﹁
桃
花
を
見
た
と
い
う
緣
に

よ
っ
て
悟
境
に
達
し
た
の
だ
︒
け
っ
し
て
そ
こ
か
ら
退
い
て
は
な
ら
ぬ
︒
そ
な
た
は
い
ま
や
至
っ
た
の
だ
︒
そ
の
境
地
を
し
っ
か

り
保
ち
つ
づ
け
よ
︒﹂
そ
こ
で
行
脚
を
や
め
て
福
州
へ
歸
っ
た
︒︶

靈
雲
は
偈
を
作
っ
て
︑﹁
自
分
は
三
十
年
の
あ
い
だ
︑
失
っ
た
劍
を
搜
し
求
め
て
い
た
が
︑
こ
こ
で
桃
の
花
を
見
て
か
ら
は
︑
も
う
け

っ
し
て
疑
う
こ
と
は
な
い
﹂
と
言
っ
た
︒﹁
失
っ
た
劍
を
搜
す
﹂
と
は
﹁
舟
を
刻
ん
で
劍
を
求
む
﹂︵﹃
呂
氏
春
秋
﹄
察
今
篇
︶
と
い
う

喩
え
を
用
い
て
︑
無
駄
な
搜
索
を
し
た
こ
と
を
い
う
︒
つ
ま
り
失
っ
て
な
ど
い
な
か
っ
た
︒﹁
決
し
て
疑
わ
ぬ
﹂
と
は
︑
そ
れ
が
失
わ
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れ
ず
に
わ
が
身
に
具
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
確
信
し
た
︒
こ
こ
で
劍
と
い
う
の
は
﹁
佛
性
﹂
の
譬
喩
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
我
が
心

に
佛
性
の
具
わ
れ
る
こ
と
﹂
を
も
は
や
疑
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
が
︑
も
う
す
こ
し
靈
雲
に
即
し
て
言
え
ば
︑
ま
ず
こ

う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
靈
雲
は
あ
る
と
き
偶
然
に
滿
開
の
桃
花
の
咲
き
亂
れ
る
の
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
︑
こ
の
世
の
も

の
と
も
思
わ
れ
ぬ
景
色
に
感
動
し
︑
生
ま
れ
て
初
め
て
遭
遇
し
た
か
の
よ
う
に
︑
わ
れ
を
忘
れ
て
︑
た
だ
茫
然
と
立
ち
つ
く
し
て
い

た
︒
そ
う
し
て
ふ
と
︑
わ
れ
に
返
っ
て
︑
沈
思
す
る
に
︑
こ
の
感
動
こ
そ
が
︑
わ
が
長
年
求
め
つ
づ
け
て
い
た
﹁
見
色
即
見
心
﹂
だ
っ

た
︑
と
よ
う
や
く
氣
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
靈
雲
の
悟
り
の
物
語
で
知
ら
れ
る
の
は
︑
長
期
に
わ
た
る
深
刻
な
煩
悶
と
絶
望
︑
そ
の
あ

と
に
訪
れ
た
偶
然
の
契
機
に
激
發
す
る
開
悟
の
體
驗
で
あ
る
︒
そ
の
契
機
は
滿
開
の
桃
の
花
を
見
た
こ
と
に
あ
っ
た
が
︑
春
の
開
花
は

平
常
だ
れ
し
も
見
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
靈
雲
も
述
懷
し
て
い
る
と
お
り
︑
じ
し
ん
が
三
十
年
も
見
て
い
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
︒
し
か
し

か
れ
に
お
い
て
今
初
め
て
︑
そ
れ
が
開
悟
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
総
括
し
て
言
え
ば
︑
ま
さ
し
く
﹁
見
色
即
見
心
﹂
で

あ
っ
た
と
言
う
ほ
か
は
な
い
︒
こ
れ
は
潙
山
門
下
に
お
け
る
﹁
見
色
即
見
心
﹂
と
い
う
悟
道
の
體
驗
と
し
て
知
ら
れ
る
有
名
な
も
の
︒

︵
5
︶〈
仰
山
見
天
雲
〉　

第
三
の
仰
山
慧
寂
︵
八
〇
七
～
八
八
三
︶
も
潙
山
霊
祐
の
弟
子
︒
た
だ
し
こ
の
故
事
は
未
詳
で
あ
る
︒

︵
6
︶
此
是
無
情
之
物
，
應
什
摩
便
解
令
人
得
入
？
莫
成
思
想
底
事
摩
？
莫
嫌
古
德
夙
根
，
懸
鐸
相
似
，
觸
著
則
應
，
是
與
摩
根
器
始
得　

無
殷
は
右
の
機
緣
を
擧
げ
て
︑
禪
的
作
略
の
意
味
を
説
明
す
る
︒
靈
雲
の
よ
う
に
外
界
の
無
情
物
を
見
た
一
瞬
に
︑
從
前
の
疑
惑
が
一

擧
に
解
消
し
た
こ
と
を
︑﹁
そ
れ
は
妄
想
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
﹂
と
問
い
か
け
︑﹁
ま
た
は
宿
根
猛
利
の
人
だ
け
に
起
こ
っ
た
結
果
と
思

っ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
言
う
︒
こ
れ
が
無
殷
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
莫
成
思
想
底
事
摩
？
﹂
の
﹁
莫
～
摩
？
﹂
は
口
語
の

推
量
疑
問
句
︒﹁
思
想
﹂
は
妄
念
︑
妄
想
を
言
う
︒
次
の
﹁
莫
嫌
︙
︙
﹂
も
前
世
の
功
德
に
よ
っ
て
豫
定
さ
れ
た
結
果
と
考
え
て
は
な

ら
ぬ
と
︑
偶
然
の
實
體
驗
の
僥
倖
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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︵
7
︶〈
歸
宗
敲
鼎
、
豎
拳
〉　

第
四
は
歸
宗
智
常
︵
生
卒
年
未
詳
︒
馬
祖
の
弟
子
︶︒
本
書
卷
一
六
﹁
歸
宗
和
尚
章
﹂
に
言
う
︑

問

：﹁
如
何
是
諸
佛
玄
旨
？
﹂
師
云

：﹁
無
人
能
會
︒﹂
僧
云

：﹁
向
者
如
何
？
﹂
師
云

：﹁
有
向
則
乖
︒﹂
僧
云

：﹁
無
向
者
如

何
？
﹂
師
云

：﹁
誰
求
玄
旨
？
﹂
其
僧
于
時
無
語
︒
師
云

：﹁
去
！　

無
子
用
功
處
︒﹂
僧
云

：﹁
豈
無
方
便
門
︐
令
學
人
得
入
？
﹂
師

曰

：﹁
有
︒﹂
僧
云

：﹁
如
何
是
方
便
門
？
﹂
師
云

：﹁︿
觀
音
妙
智
力
︐
能
救
世
間
苦
﹀︒﹂
僧
云

：﹁
如
何
是
︿
觀
音
妙
智
力
︐
能
救
世

間
苦
﹀
？
﹂
師
敲
鼎
蓋
三
下
︐
却
問

：﹁
子
還
聞
摩
？
﹂
云

：﹁
聞
︒﹂﹁
我
爲
什
摩
不
聞
？
﹂
僧
無
對
︐
師
打
之
︒

︵
問
う
︑﹁
諸
佛
が
教
え
た
奧
深
い
眞
理
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
そ
ん
な
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
ら
ぬ
︒﹂
僧
︑﹁
そ
れ
を
知

ろ
う
と
す
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
知
ろ
う
と
す
れ
ば
す
れ
違
う
︒﹂
僧
︑﹁
で
は
知
ろ
う
と
せ
ね
ば
わ
か
る
も
の
で
す

か
？
﹂
師
︑﹁
き
み
は
奧
深
い
眞
理
と
や
ら
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
？
﹂
僧
は
黙
っ
て
し
ま
っ
た
︒
師
︑﹁
出
て
行
け
！

き
み
の
努
力
な
ど
無
駄
だ
︒﹂
僧
︑﹁
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
で
わ
た
し
を
眞
理
に
參
入
さ
せ
て
く
だ
さ

い
︒﹂
師
︑﹁
方
便
な
ら
む
ろ
ん
あ
る
︒﹂
僧
︑﹁
で
は
そ
の
方
便
と
は
？
﹂
師
︑﹁︿
觀
音
の
妙
智
力
は
︑
能
く
世
間
の
苦
を
救

う
﹀︒﹂
僧
︑﹁
そ
れ
は
﹃
觀
音
經
﹄
の
句
で
す
が
︑
ど
う
い
う
わ
け
で
す
か
？
﹂
師
は
そ
ば
に
あ
っ
た
香
爐
の
蓋
を
三
回
叩
い
て

問
う
た
︑﹁
そ
な
た
に
は
聞
こ
え
る
か
？
﹂
僧
︑﹁
聞
こ
え
ま
す
︒﹂
師
︑﹁
は
て
︑
ど
う
し
て
︿
わ
た
し
﹀
に
は
聞
こ
え
ぬ
の
か

な
？
﹂
僧
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
︒
師
は
棒
で
打
っ
た
︒

歸
宗
和
尚
は
﹁
諸
佛
の
玄
旨
﹂
と
は
﹁
聞
聲
悟
道
﹂︵
音
を
聞
く
自
身
の
見
聞
覺
知
の
本
性
に
目
覺
め
る
こ
と
︶
だ
と
示
唆
し
た
の
で

あ
る
︒
ま
た
次
の
話
も
同
卷
に
見
え
る
︒

李
萬
卷
問

：﹁
大
藏
教
明
得
个
什
摩
邊
事
？
﹂
師
豎
起
拳
︐
却
問

：﹁
汝
還
會
摩
？
﹂
李
公
對
云

：﹁
不
會
︒﹂
師
云

：﹁
者
李
公
！

拳
頭
也
不
識
︒﹂
李
公
云

：﹁
某
甲
不
會
︐
請
和
尚
指
示
︒﹂
師
云

：﹁
遇
人
則
途
中
授
與
︐
不
遇
人
則
世
諦
流
布
︒﹂
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︵
李
萬
卷
が
問
う
た
︑﹁
大
藏
經
は
ど
う
い
う
こ
と
を
説
き
明
か
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
は
拳
骨
を
突
き
出
し
て
問
う

た
︑﹁
お
わ
か
り
か
な
？
﹂
李
公
︑﹁
わ
か
り
ま
せ
ん
︒﹂
師
︑﹁
こ
の
御
仁
め
！

拳
骨
も
知
ら
ん
の
か
！
﹂
李
公
︑﹁
わ
た
く
し

に
は
わ
か
り
ま
せ
ぬ
︒
ど
う
か
ご
教
示
く
だ
さ
い
︒﹂
師
︑﹁
し
か
る
べ
き
人
に
遇
え
ば
た
だ
ち
に
授
け
る
と
こ
ろ
︑
遇
え
ね
ば
こ

の
話
を
世
間
に
流
布
さ
せ
よ
う
︒﹂

歸
宗
に
と
っ
て
﹁
大
藏
教
﹂
す
な
わ
ち
佛
説
の
趣
旨
と
は
︑
佛
性
が
各
自
に
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
實
體
驗
と
し
て
感
得
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
︒
こ
の
﹁
敲
鼎
﹂︑﹁
豎
拳
﹂
は
い
づ
れ
も
馬
祖
禪
の
﹁
性
在
作
用
﹂
説
に
も
と
づ
く
接
化
で
︑
音
を
聞
き
︑
拳
を
見
る
は
た
ら

き
に
自
己
の
佛
性
の
作
用
を
發
見
せ
し
め
る
作
略
で
あ
る
が
︑
み
な
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
︒

︵
8
︶〈
拈
布
毛
〉　

第
五
は
鳥
窠
道
林
︵
七
四
一
～
八
二
四
︒
徑
山
道
欽
の
弟
子
︶︒
本
書
卷
三
﹁
鳥
窠
和
尚
章
﹂
に
言
う
︑

因
侍
者
辭
︐
師
問

：﹁
汝
去
何
處
？
﹂
對
曰

：﹁
向
諸
方
學
佛
法
去
︒﹂
師
曰

：﹁
若
是
佛
法
︐
我
這
裏
亦
有
小
許
︒﹂
侍
者
便
問

：

﹁
如
何
是
這
裏
佛
法
？
﹂
師
抽
一
莖
布
毛
示
︐
侍
者
便
悟
︒

︵
侍
者
が
辭
去
し
よ
う
と
し
た
時
︑
師
は
問
う
た
︑﹁
そ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
﹂
侍
者
︑﹁
他
所
へ
佛
法
を
學
び
に
行
き
ま

す
︒﹂
師
︑﹁
佛
法
な
ら
ば
︑
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
も
少
し
は
あ
る
が
︒﹂
侍
者
は
問
う
た
︑﹁
何
が
和
尚
の
と
こ
ろ
の
佛
法
で
し
ょ

う
か
？
﹂
師
は
衣
の
ほ
つ
れ
た
糸
を
抜
い
て
︑﹁
ほ
れ
﹂
と
見
せ
た
︒
侍
者
は
﹁
は
っ
﹂
と
悟
っ
た
︒︶

こ
れ
も
﹁
性
在
作
用
﹂
説
に
よ
る
提
示
で
あ
る
︒

︵
9
︶〈
拋
拂
子
〉　

第
六
は
百
丈
懷
海
︵
七
四
九
～
八
一
四
︒
馬
祖
道
一
の
弟
子
︶︒
本
書
卷
一
四
﹁
江
西
馬
祖
章
﹂
に
言
う
︑

師
問
百
丈

：﹁
汝
以
何
法
示
人
？
﹂
百
丈
豎
起
拂
子
對
︒
師
云

：﹁
只
這
个
︐
爲
當
別
更
有
？
﹂
百
丈
拋
下
拂
子
︒
僧
拈
問
石
門

：
﹁
一
語
之
中
便
占
馬
大
師
兩
意
︐
請
和
尚
道
︒﹂
石
門
拈
起
拂
子
︐
云

：﹁
尋
常
抑
不
得
已
︒﹂

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
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︵
馬
祖
が
百
丈
に
問
う
た
︑﹁
そ
な
た
は
ど
ん
な
法
を
用
い
て
人
に
教
え
る
の
か
？
﹂
百
丈
は
拂
子
を
立
て
て
見
せ
た
︒
馬
祖
︑

﹁
そ
れ
だ
け
か
︑
ほ
か
に
も
あ
る
の
か
？
﹂
百
丈
は
拂
子
を
放
り
出
し
た
︒
僧
が
石
門
に
問
う
︑﹁
馬
祖
大
師
は
一
つ
の
語
で
二
つ

の
こ
と
を
示
し
ま
し
た
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
和
尚
の
ご
意
見
は
？
﹂
石
門
は
拂
子
を
取
っ
て
言
っ
た
︑﹁
か
れ
は
い
つ
も
や
む
を

得
ず
こ
れ
で
教
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒﹂
︶

こ
こ
で
は
︑
相
手
に
拂
子
を
示
し
て
自
己
の
見
聞
覺
知
の
作
用
に
氣
づ
か
せ
る
作
略
と
︑
そ
れ
が
功
を
奏
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の

作
略
に
固
執
し
な
い
こ
と
を
言
う
︒
石
門
は
雪
峯
の
弟
子
鼓
山
神
晏
︵
本
書
卷
一
〇
︶
で
︑
馬
祖
百
年
後
の
時
代
に
な
る
と
︑﹁
性
在

作
用
﹂
説
に
對
す
る
檢
討
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

︵
10
︶
當
用
無
用
，
如
啐
啄
之
機
，
是
他
上
上
之
流
始
得　

相
手
の
見
聞
覺
知
の
作
用
に
氣
づ
か
せ
る
作
略
を
用
い
る
べ
き
か
そ
う
で
な

い
か
は
︑
指
導
者
が
時
節
因
緣
を
わ
き
ま
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
言
う
︒﹁
啐
啄
之
機
﹂
と
は
親
鳥
が
卵
を
抱
い
て
雛
鳥
が
生
ま
れ

る
時
に
は
︑
雛
鳥
が
卵
の
殻
を
内
側
か
ら
つ
つ
く
瞬
間
に
︑
親
鳥
が
外
側
か
ら
殻
を
つ
い
ば
ん
で
や
る
瞬
時
の
機
轉
を
言
う
︒

︵
11
︶
只
如
因
物
便
得
入
，
意
如
何
？
　
右
の
則
で
取
り
あ
げ
た
﹁
外
境
を
契
機
と
し
て
た
だ
ち
に
悟
り
の
門
に
入
る
﹂
と
い
う
諸
因
緣

の
核
心
の
意
味
を
問
う
︒

︵
12
︶
魚
透
假
一
擊
，
龍
無
變
彩
身　

龍
門
の
鯉
が
跳
躍
す
る
に
は
自
身
の
一
擊
の
力
に
よ
る
が
︑
龍
は
身
體
の
色
を
變
え
た
の
で
は
な

い
︒
魚
が
龍
に
變
じ
た
の
で
は
な
い
︑
も
と
も
と
龍
で
あ
っ
た
の
だ
︒
開
悟
と
言
っ
て
も
本
性
が
變
わ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
言
う

即
興
の
偈
句
︒﹃
三
秦
記
﹄
に
い
う
︑﹁
河
津
︐
一
名
龍
門
︐
大
魚
集
龍
門
下
︐
數
千
不
得
上
︐
上
者
爲
龍
﹂︵﹃
藝
文
類
聚
﹄
卷
九
八
︒

劉
慶
柱
﹃
三
秦
記
輯
注 

關
中
記
輯
注
﹄
長
安
史
蹟
叢
刊
︑
三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶︒﹁
悟
り
了お
わ

る
は
未
だ
悟
ら
ざ
る
に
同
じ
﹂

︵
本
書
卷
一
﹁
提
多
迦
尊
者
章
﹂
︶
と
言
わ
れ
︑
悟
っ
た
後
も
悟
ら
ぬ
前
も
︑
同
じ
く
我
に
佛
性
は
具
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
曹
山
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本
寂
︵
八
四
〇
～
九
〇
一
︶
も
﹁
元も

と
是
れ
舊
時
の
人
な
る
も
︑
只た是
だ
舊
時
の
路
を
行あ
ゆ

ま
ず
﹂︵﹃
曹
山
錄
﹄
︶
と
言
う
よ
う
に
︑
外

面
的
に
は
も
と
ど
お
り
︑
聖
人
な
ら
ざ
る
た
だ
一
個
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
が
︑
た
だ
内
面
的
な
考
え
方
︑
生
き
方
が

變
わ
り
︑
自
由
な
人
と
な
る
の
で
あ
る
︒

︻
六
︼
又
時
把
住
僧
云

：﹁
去
則
住
︐
住
則
死
︒︵

1
︶
快
道
！
快
道
！
是
汝
還
具
眼
摩
？
如
今
一
等
是
亂
説
︒
可
不
聞
︿
六
祖
問
讓
大
師
︐

從
嵩
山
來
︐
不
汚
之
語
﹀︐︵

2
︶
與
︿
神
會
和
尚
本
源
佛
性
之
理
︒﹀︵

3
︶
古
德
配
云

：︿
一
人
會
祖
師
意
︐
一
人
會
大
教
意
﹀
？︵

4
︶
諸

人
道
︐
是
誰
如
此
解
會
？
須
是
鵝
王
之
作
始
得
︒︵

5
︶
汝
見
︿
華
林
被
潙
山
問

：﹃
專
甲
喚
這
个
作
︵
四
字
原
誤
作
﹁
喚
作
這
个
﹂
︶
銅
瓶
︐

師
叔
喚
作
什
摩
？
﹄
華
︵
原
誤
作
畫
︶
林
云

：﹃
我
終
不
敢
喚
作
木
楔揬
︒﹄
潙
山
乃
云

：﹃
與
摩
則
專
甲
︵
當
脱
﹁
爲
﹂
︶
潙
山
主
也
︒﹄﹀︒

︵
6
︶
且
受
用
具
誰
不
有
？
因
什
摩
如
此
？︵

7
︶
又
如
︿
雲
嵒
問
道
吾

：﹃
專
甲
喚
這
个
作
︵
四
字
原
誤
作
﹁
喚
作
這
个
﹂
︶
草
鞋
︐
師
兄
喚
作

什
摩
？
﹄
吾
云

：﹃
你
若
喚
作
草
鞋
︐
則
鞭
胸
打
脊
︒﹄
嵒
云

：﹃
未
審
師
兄
喚
作
什
摩
？
﹄
吾
云

：﹃
不
可
喚
作
木
楔揬
也
︒﹄﹀︒︵

8
︶
且
道
︐

此
處
還
分
也
無
？
太
不
易
辨
白
︐
須
是
龍
精
鐵
眼
始
得
︒﹂

問

：﹁
未
審
此
二
人
同
別
？
﹂
師
云

：﹁
門
外
不
見
主
︐
入
室
始
知
音
︒﹂︵

9
︶

︻
日
譯
︼

ま
た
あ
る
時
︑
僧
を
捉
ま
え
て
言
っ
た
︑﹁
そ
な
た
は
こ
こ
を
去
れ
ば
ど
こ
か
に
住
す
る
︒
住
し
た
ら
死
ぬ
︒
さ
あ
早
く
言
え
！

そ
な

た
は
ま
っ
と
う
な
眼
を
具
え
て
い
る
か
？

今
の
連
中
は
で
た
ら
め
を
言
う
ば
か
り
だ
︒
そ
な
た
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒︿
六
祖
が
懷

讓
大
師
に
問
う
て
︑
懷
讓
は
﹃
嵩
山
か
ら
來
た
﹄
と
答
え
︑﹃
汚
染
せ
ぬ
﹄
と
言
っ
た
話
﹀
を
︒
ま
た
︿
神
會
和
尚
は
六
祖
に
﹃
諸
佛
の

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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本
源
︑
神
會
の
佛
性
﹄
と
答
え
た
﹀︒
古
人
は
二
人
を
評
し
て
︑﹃
一
人
は
祖
師
の
意
を
會
得
し
︑
一
人
は
佛
教
の
意
を
會
得
し
た
﹄
と
言

っ
た
が
︑
諸
君
︑
い
っ
た
い
こ
ん
な
理
解
を
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
？

乳
と
水
を
飲
み
分
け
る
あ
の
鵝
王
の
鑒
識
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
︒
さ
て
︑
考
え
て
も
ら
い
た
い
の
は
こ
の
話
だ
︑︿
華
林
首
座
は
潙
山
に
﹃
わ
た
し
は
こ
れ
を
銅
瓶
と
呼
ぶ
が
︑
師
叔
は
何
と
呼
び
な

さ
る
か
？
﹄
と
問
わ
れ
て
︑﹃
木
楔揬
な
ど
と
呼
ん
だ
り
は
で
き
ま
せ
ん
﹄
と
答
え
た
︒
そ
こ
で
潙
山
は
﹃
そ
う
い
う
理
解
だ
と
︑
わ
た
し

が
潙
山
の
住
持
に
な
る
﹄
と
言
っ
た
﹀︒
さ
て
︑
自
己
の
本
分
事
は
み
な
に
具
わ
っ
て
い
る
の
に
︑
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の

か
？

ま
た
︑︿
雲
巖
和
尚
が
道
吾
に
問
う
た
︑﹃
わ
た
し
は
こ
れ
を
草
鞋
と
呼
ぶ
が
︑
師
兄
は
ど
う
呼
ぶ
の
か
？
﹄
道
吾
は
﹃
き
み
が
も

し
草
鞋
と
呼
ぶ
な
ら
︑
鞭
で
打
つ
ぞ
﹄︒
雲
巖
は
問
う
た
︑﹃
師
兄
は
ど
う
呼
ぶ
の
か
？
﹄
道
吾
は
﹃
木
楔揬
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き

ぬ
﹄﹀︒
さ
あ
諸
君
︑
こ
の
話
の
意
圖
が
わ
か
る
か
？

は
っ
き
り
と
見
分
け
る
の
は
難
し
い
こ
と
だ
が
︑
必
ず
や
龍
精
鐵
眼
で
鑒
別
せ
ね

ば
ば
な
ら
ぬ
︒﹂

僧
が
問
う
︑﹁
こ
の
二
人
は
同
じ
な
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
門
外
に
主
は
見
え
ず
︑
入
室
し
て
初
め
て
知
音
を
知
る
︒﹂

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
去
則
住
，
住
則
死　

以
下
は
禾
山
か
ら
再
び
行
脚
に
出
よ
う
と
し
た
僧
を
捉
ま
え
て
言
っ
た
言
葉
︒
行
脚
僧
は
禾
山
を
辭
し
て
ま

た
別
の
叢
林
へ
行
き
︑
い
づ
れ
は
行
脚
を
終
熄
し
て
禪
院
に
住
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
安
住
し
て
し
ま
っ
て
は
命
取
り
に
な
る
と
戒
め

る
︒
こ
こ
か
ら
の
主
題
は
︑
安
心
立
命
を
得
て
行
脚
を
終
熄
し
た
あ
と
︑
そ
の
境
地
に
安
住
せ
ず
︑﹁
精
神
の
流
動
﹂
を
勸
め
る
こ
と

で
あ
る
︒
六
祖
慧
能
は
か
つ
て
言
っ
た
︑

道
須
通
流
︐
何
以
却
滯
？
心
不
住
法
︐
道
即
通
流
︒︵﹃
六
祖
壇
經
﹄
︶
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︵
道
は
流
通
す
る
も
の
だ
︒
停
滯
し
て
は
な
ら
ぬ
︒
心
を
ひ
と
つ
の
法
に
留
め
な
い
な
ら
ば
道
は
流
通
す
る
︒︶

道
虔
和
尚
も
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒

諸
兄
弟
！
還
識
得
命
摩
？
欲
知
命
︐
流
泉
是
命
︐
湛
寂
是
身
︒
千
波
競
湧
是
文
殊
境
界
︐
一
亙
晴
空
是
普
賢
床
榻
︒︵
本
書
卷
九

﹁
九
峰
和
尚
章
﹂
︶

︵
諸
君
︑
生
命
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
？

流
れ
て
や
ま
ぬ
泉
が
生
命
で
あ
り
︑
湛
然
寂
靜
た
る
水
が
身
體
で
あ
る
︒

躍
動
す
る
波
が
文
殊
の
知
慧
の
境
界
で
あ
り
︑
一
點
の
曇
り
も
な
い
晴
空
が
普
賢
の
實
踐
の
道
場
で
あ
る
︒︶

︵
2
︶〈
六
祖
問
讓
大
師
，
從
嵩
山
來
，
不
汚
之
語
〉　

列
擧
す
る
第
一
話
は
六
祖
慧
能
と
そ
の
弟
子
南
嶽
懷
讓
の
對
話
︒
こ
こ
は
二
語
だ

け
を
擧
げ
て
い
る
が
︑
實
際
の
場
で
は
次
の
よ
う
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒

師
乃
往
曹
溪
而
依
六
祖
︒
六
祖
問

：﹁
子
近
離
何
方
？
﹂
對
曰

：﹁
離
嵩
山
︐
特
來
禮
拜
和
尚
︒﹂
祖
曰

：﹁
什
摩
物
與
摩
來
？
﹂
對

曰

：﹁
説
似
一
物
即
不
中
︒﹂
在
于
左
右
一
十
二
載
︐
至
景
雲
二
年
禮
辭
祖
師
︒
祖
師
曰

：﹁
説
似
一
物
即
不
中
︐
還
假
修
證
不
？
﹂

對
曰

：﹁
修
證
即
不
無
︐
不
敢
汙
染
︒﹂
祖
曰

：﹁
即
這
个
不
汙
染
底
︐
是
諸
佛
之
所
護
念
︐
汝
亦
如
是
︐
吾
亦
如
是
︒﹂︵
本
書
卷
三

﹁
懷
讓
和
尚
章
﹂
︶

︵
師
は
曹
溪
に
到
っ
て
六
祖
慧
能
に
參
じ
た
︒
六
祖
︑﹁
そ
な
た
は
こ
の
た
び
は
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
？
﹂
師
︑﹁
嵩
山
か
ら
特
に

和
尚
を
禮
拜
し
に
參
り
ま
し
た
︒﹂
六
祖
︑﹁
こ
う
し
て
參
じ
た
そ
な
た
は
何
者
か
？
﹂
師
︑﹁
何
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
て
し
ま
い

ま
す
︒﹂
こ
う
し
て
六
祖
の
も
と
に
十
二
年
隨
侍
し
︑
景
雲
二
年
︵
七
一
一
︶
に
辭
去
し
よ
う
と
し
た
時
︑
六
祖
は
言
っ
た
︑﹁
何

か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
︑
そ
の
も
の
は
修
行
し
て
悟
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
﹂
師
︑﹁
修
行
し
て
悟
る
必
要
が
な

い
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
よ
り
も
わ
た
し
は
た
だ
汚
染
せ
ぬ
よ
う
に
努
め
ま
す
︒﹂
六
祖
︑﹁
そ
の
汚
染
せ
ぬ
も
の
こ
そ
︑
諸

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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佛
が
た
が
保
護
し
て
く
だ
さ
る
も
の
だ
︒
そ
な
た
も
︑
わ
た
し
も
︒﹂
︶

︵
3
︶〈
神
會
和
尚
本
源
佛
性
之
理
〉　

第
二
話
は
六
祖
と
荷
澤
神
會
の
對
話
で
あ
る
︒

他
日
祖
告
衆
曰

：﹁
吾
有
一
物
︐
無
頭
無
尾
︐
無
名
無
字
︐
無
背
無
面
︒
諸
人
還
識
否
？
﹂
師
乃
出
曰

：﹁
是
諸
佛
之
本
源
︑
神
會

之
佛
性
︒﹂
祖
曰

：﹁
向
汝
道
無
名
無
字
︐
汝
便
喚
本
源
︑
佛
性
！
﹂
師
禮
拜
而
退
︒︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
五
﹁
西
京
荷
澤
神
會
禪
師
章
﹂
︶

︵
そ
の
後
︑
六
祖
は
大
衆
に
告
げ
た
︑﹁
わ
た
し
は
あ
る
物
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
頭
も
尻
尾
も
な
く
︑
名
も
な
く
︑
前
も
後
ろ

も
な
い
︒
諸
君
は
見
知
っ
て
い
る
か
？
﹂
師
は
一
歩
前
に
出
て
言
っ
た
︑﹁
そ
れ
こ
そ
が
諸
佛
の
本
源
︑
神わ

た
く
し會

の
佛
性
で
す
︒﹂
六

祖
︑﹁
さ
き
に
名
前
も
な
い
と
き
み
に
言
っ
た
は
づ
だ
︒
な
の
に
本
源
︑
佛
性
な
ど
と
と
言
う
と
は
！
﹂
師
は
禮
拜
し
て
退
い
た
︒︶

︵
4
︶
古
德
配
云

：

一
人
會
祖
師
意
，
一
人
會
大
教
意　

上
揭
の
二
話
で
︑
と
も
に
﹁
一
物
﹂
と
言
っ
て
い
る
も
の
は
﹁
佛
性
﹂
を
暗
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
懷
讓
は
﹁
説
似
一
物
即
不
中
﹂
と
い
う
﹁
己
事
究
明
﹂
の
課
題
︵﹁
祖
師
意
﹂
︶
と
受
け
と
め
た
の
に
對
し
︑

神
會
が
﹁
諸
佛
之
本
源
︑
神
會
之
佛
性
﹂
と
言
い
當
て
た
の
は
教
理
︵﹁
大
教
意
﹂
︶
で
あ
る
︒﹁
古
德
﹂
が
誰
か
は
知
ら
れ
な
い
が
︑

こ
れ
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
5
︶
諸
人
道
，
是
誰
如
此
解
會
？
須
是
鵝
王
之
作
始
得
　
無
殷
は
﹁
こ
う
い
う
理
解
で
は
い
け
な
い
︒
鵝
王
の
よ
う
に
正
し
く
鑒
別
し

な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
斷
じ
た
︒﹁
一
人
會
祖
師
意
︐
一
人
會
大
教
意
﹂
と
分
類
し
︑
そ
れ
で
安
心
し
て
︑
そ
こ
に
留
ま
っ
て
は
な
ら

ぬ
︒
鵝
王
は
﹃
正
法
念
處
経
﹄
卷
六
四
﹁
身
念
處
品
﹂
に
言
う
︑﹁
譬
え
ば
水
と
乳
を
同と
も

に
一
器
に
置
き
︑
鵝
王
こ
れ
を
飲
む
に
︑
但た

だ
乳
汁
の
み
を
飲
み
︑
其
の
水
は
猶
お
存の
こ

す
が
如
し
︒
鬱う
っ

單た
ん

越お
つ

の
人
も
亦ま復
た
是か
く

の
如
し
︒
但た

だ
衆
香
の
み
を
聞か

ぎ
︑
臭
気
を
聞か

が

ず
﹂︵
大
正
藏
一
七
︑
三
七
九
下
︶
と
さ
れ
る
も
の
︒

︵
6
︶〈
華
林
被
潙
山
問
…
…
〉　

第
三
話
は
百
丈
山
で
の
潙
山
住
持
の
人
選
を
め
ぐ
る
靈
祐
と
華
林
首
座
の
話
で
あ
る
︒
本
書
に
は
見
え
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ず
︑﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
九
﹁
潙
山
靈
祐
章
﹂
に
記
錄
が
あ
る
が
︑
無
殷
が
こ
こ
で
提
示
し
た
も
の
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
︒
司
馬

頭
陀
と
い
う
輿
地
家
が
江
西
の
百
丈
山
に
來
て
懷
海
と
湖
南
の
潙
山
の
住
持
の
人
選
を
お
こ
な
っ
た
︒
ま
ず
首
座
の
華
林
を
歩
か
せ
︑

そ
れ
を
見
た
司
馬
頭
陀
は
こ
れ
を
失
格
と
し
︑
靈
祐
を
一
見
し
て
合
格
と
し
た
︒
そ
の
夜
の
話
で
あ
る
︒

百
丈
是
夜
召
師
入
室
︐
囑
云

：﹁
吾
化
緣
在
此
︒
潙
山
勝
境
︐
汝
當
居
之
︐
嗣
續
吾
宗
︐
廣
度
後
學
︒﹂
時
華
林
聞
之
曰

：﹁
某
甲

忝
居
上
首
︐
祐
公
何
得
住
持
？
﹂
百
丈
云

：﹁
若
能
對
衆
下
得
一
語
出
格
︐
當
與
住
持
︒﹂
即
指
淨
瓶
問
云

：﹁
不
得
喚
作
淨
瓶
︐
汝

喚
作
什
麼
？
﹂
華
林
云

：﹁
不
可
喚
作
木
楔揬
也
︒﹂
百
丈
不
肯
︐
乃
問
師
︐
師
蹋
倒
淨
瓶
︒
百
丈
笑
云

：﹁
第
一
坐
輸
却
山
子
也
︒﹂
遂

遣
師
往
潙
山
︒

︵
百
丈
は
そ
の
夜
︑
師
を
方
丈
に
招
き
︑
付
囑
し
て
言
っ
た
︑﹁
わ
た
し
の
緣
は
こ
こ
百
丈
山
に
あ
る
︒
潙
山
は
よ
い
土
地
で
あ

る
︒
そ
な
た
が
ふ
さ
わ
し
い
︒
後
學
を
指
導
し
て
わ
が
禪
宗
を
傳
え
よ
︒﹂
そ
の
時
︑
華
林
が
こ
れ
を
聞
い
て
言
っ
た
︑﹁
わ
た
く

し
は
首
座
を
拜
命
し
て
お
り
ま
す
︒
祐
公
が
ど
う
し
て
潙
山
の
住
持
に
な
れ
ま
し
ょ
う
か
？
﹂
百
丈
︑﹁
も
し
み
な
の
前
で
出
格

の
見
解
を
言
え
た
ら
︑
住
持
に
取
り
立
て
よ
う
︒﹂
そ
こ
で
淨
瓶
を
指
さ
し
て
問
う
た
︑﹁
こ
れ
を
淨
瓶
と
呼
ん
で
は
な
ら
ぬ
︒
そ

な
た
は
何
と
呼
ぶ
か
？
﹂
華
林
︑﹁
木
楔揬
と
は
呼
べ
ま
せ
ん
な
あ
︒﹂
百
丈
は
認
め
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
師
に
問
う
と
︑
師
は
淨
瓶

を
蹴
り
飛
ば
し
た
︒
百
丈
は
笑
っ
て
︑﹁
第
一
座
も
祐
公
に
は
や
ら
れ
た
わ
い
︒﹂
か
く
て
師
を
潙
山
に
送
り
出
し
た
︒︶

︵
7
︶
且
受
用
具
誰
不
有
？
因
什
摩
如
此
？　
﹁
受
用
具
﹂
と
は
自
己
本
性
の
は
た
ら
き
を
い
う
︒
本
書
卷
八
﹁
曹
山
和
尚
章
﹂
に
つ
ぎ
の

よ
う
に
言
う
︒

師
每
上
堂
示
誨
云

：﹁
諸
人
莫
怪
曹
山
不
説
︒
諸
方
多
有
説
成
底
禪
師
在
︐
你
諸
人
耳
裏
總
滿
也
︒
一
切
法
不
接
不
借
︐
但
與
摩

體
會
︒
他
家
差
別
知
解
︐
無
奈
闍
梨
何
︒
天
地
洞
然
︐
一
切
事
如
麻
如
葦
︐
如
粉
如
葛
︒
佛
出
世
亦
不
奈
何
︐
祖
出
世
亦
不
奈
何
︐

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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唯
有
體
盡
︐
即
無
過
患
︒
你
見
他
千
經
萬
論
説
成
底
事
︐
不
得
自
在
︐
不
超
始
終
︐
蓋
爲
不
明
自
己
事
︒
若
明
自
己
事
︐
即
轉
他
一

切
事
爲
闍
梨
自
己
受
用
具
︒
若
不
明
自
己
事
︐
乃
至
闍
梨
亦
與
他
諸
聖
爲
緣
︐
諸
聖
與
闍
梨
爲
境
︐
境
緣
相
涉
︐
無
有
了
時
︐
如
何

得
自
由
？
若
體
會
不
盡
︐
則
轉
他
一
切
事
不
去
；
若
體
會
得
妙
︐
則
轉
他
一
切
事
向
背
後
爲
僮
僕
著
︒
是
故
先
師
云

：︿
體
在
妙

處
﹀︒
莫
將
作
等
閑
！
﹂

︵
師
は
上
堂
し
て
い
つ
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
教
え
て
い
た
︑﹁
諸
君
は
わ
た
し
が
言
わ
な
い
の
を
咎
め
て
は
な
ら
ぬ
︒
あ
ち
こ
ち
に
は

饒
舌
な
禪
師
が
多
く
い
て
︑
諸
君
ら
も
聞
い
て
耳
に
滿
ち
み
ち
て
い
る
だ
ろ
う
︒
一
切
の
法
は
受
け
と
め
る
こ
と
も
借
り
る
こ
と

で
き
な
い
︒
た
だ
そ
の
よ
う
に
體
會
せ
よ
︒
か
れ
ら
の
分
別
知
解
で
は
そ
な
た
自
身
を
ど
う
し
て
や
り
よ
う
も
な
い
の
だ
︒
劫
火

が
起
こ
っ
て
世
界
が
滅
亡
し
︑
一
切
の
事
物
が
粉
碎
さ
れ
る
時
に
は
︑
佛
が
現
わ
れ
て
法
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
な
た
自
身
を

ど
う
し
て
や
り
よ
う
も
な
い
し
︑
祖
師
が
現
わ
れ
て
禪
理
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
な
た
自
身
を
ど
う
し
て
や
り
よ
う
も
な
い
の

だ
︒
た
だ
諸
君
が
自
己
の
本
分
事
を
體
會
し
盡
く
す
こ
と
だ
け
が
災
難
を
免
れ
る
道
で
あ
る
︒
あ
の
千
萬
の
經
論
が
説
い
て
い
る

事
を
聞
い
て
も
︑
自
由
自
在
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
生
死
を
超
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
は
︑
自
己
の
本
分
事
が
明
ら
か
で
な

い
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
自
己
の
本
分
事
が
明
ら
か
な
ら
︑
一
切
の
事
を
轉
じ
て
そ
な
た
の
自
己
受
用
の
具
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
も
し
自
己
の
本
分
事
が
明
ら
か
で
な
い
な
ら
︑
そ
な
た
と
諸
佛
は
一
體
で
な
く
對
立
の
關
係
と
な
っ
て
相
互
に
渉
り
あ
い
︑

終
わ
る
時
が
な
い
︒
こ
れ
で
は
ど
う
し
て
自
由
に
な
れ
よ
う
か
？

も
し
こ
の
體
會
が
徹
底
し
な
い
な
ら
︑
一
切
の
事
を
轉
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒
體
會
を
み
ご
と
に
徹
底
で
き
た
な
ら
︑
一
切
の
事
を
轉
じ
て
自
己
の
後
ろ
に
從
者
と
し
て
從
え
る
︒
ゆ
え
に

先
師
は
﹁
體
は
妙
處
に
あ
り
﹂
と
言
わ
れ
た
︒
こ
こ
が
肝
要
な
と
こ
ろ
だ
︒﹂
︶

︵
8
︶
又
如〈
雲
嵒
問
道
吾
…
…
〉　

第
四
話
は
雲
巖
曇
晟
と
道
吾
圓
智
の
草
鞋
を
め
ぐ
る
對
話
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
諸
書
に
見
え
ず
︑
ま
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た
﹁
草
鞋
を
木
楔揬
と
は
呼
べ
ぬ
﹂
な
ど
と
言
う
い
か
に
も
不
自
然
な
對
話
で
︑
無
殷
が
任
意
に
作
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
︒
あ
る
物

を
指
し
て
﹁
こ
れ
を
わ
た
し
は
甲
と
呼
ぶ
が
︑
そ
な
た
は
何
と
呼
ぶ
か
？
﹂
あ
る
い
は
︑﹁
そ
な
た
は
こ
れ
を
乙
と
呼
ん
で
は
な
ら

ぬ
︒
で
は
ど
う
呼
ぶ
か
？
﹂
と
問
う
話
は
︑﹁
竹
箆
子
の
話
﹂
と
い
う
類
型
の
問
答
で
︑
そ
の
代
表
的
な
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
︒

汝
州
葉
縣
廣
教
院
賜
紫
歸
省
禪
師
︐
冀
州
人
也
︐
姓
賈
氏
︒
年
弱
冠
︐
易
州
保
壽
院
出
家
受
具
︒
後
遊
南
方
︐
參
見
汝
州
省
念
禪

師
︒
師
見
來
︐
竪
起
竹
篦
子
云

：﹁
不
得
喚
作
竹
篦
子
︐
喚
作
竹
篦
子
即
觸
；
不
喚
作
竹
篦
子
即
背
︐
喚
作
什
麽
？
﹂
師
近
前
掣

得
︐
擲
向
階
下
云

：﹁
在
什
麽
處
？
﹂
念
云

：﹁
瞎
！
﹂
師
言
下
大
悟
︐
不
離
左
右
︐
執
侍
巾
缾
︐
經
于
數
載
︒︵﹃
天
聖
廣
燈
錄
﹄
卷

一
六)

︵
汝
州
葉
縣
廣
教
院
賜
紫
歸
省
禪
師
は
冀
州
の
人
︑
俗
姓
は
賈
氏
︒
二
十
歲
の
と
き
易
州
保
壽
院
で
出
家
し
︑
具
足
戒
を
受
け

た
︒
そ
の
の
ち
南
方
へ
行
脚
に
出
て
︑
汝
州
首
山
省
念
禪
師
に
參
じ
た
︒
そ
の
と
き
の
こ
と
︑
禪
師
は
歸
省
が
來
た
の
を
見
て
︑

い
き
な
り
竹
箆
子
を
立
て
て
言
っ
た
︑﹁
こ
れ
を
竹
箆
子
と
喚
ん
で
は
な
ら
ぬ
︒
竹
箆
子
と
喚
べ
ば
觸
れ
る
︒
竹
箆
子
と
喚
ば
ね

ば
背
く
︒
で
は
何
と
喚
ぶ
か
︒﹂
師
︵
歸
省
︶
は
近
づ
い
て
そ
の
竹
箆
子
を
奪
い
取
っ
て
階
段
の
下
へ
投
げ
捨
て
て
言
っ
た
︑﹁
ど

こ
に
あ
る
か
？
﹂
禪
師
︑﹁
瞎
！
﹂
師
は
そ
れ
を
聞
い
た
と
た
ん
︑
豁
然
大
悟
し
た
︒
そ
し
て
そ
れ
か
ら
數
年
間
︑
侍
者
と
し
て

そ
ば
を
離
れ
ず
︑
教
え
を
受
け
た
︒︶

こ
れ
は
の
ち
﹁
背
觸
の
關
﹂︵﹃
從
容
錄
﹄
第
六
五
則
︶
と
呼
ば
れ
て
有
名
と
な
っ
た
公
案
で
あ
る
︒
甲
と
呼
ば
れ
て
い
る
物
を
甲
と
呼

ぶ
こ
と
を
禁
じ
て
お
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
そ
の
名
を
問
う
の
は
︑
約
定
俗
成
に
す
ぎ
な
い
制
度
化
さ
れ
た
言
語
と
い
う
も
の
の
性
質
に

氣
づ
か
せ
︑
佛
教
の
術
語
が
生
ま
れ
る
以
前
の
世
界
に
お
い
て
修
行
せ
よ
と
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︵
拙
稿
﹁
竹
箆
子
の
話
―
禪
の
言
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語
論
﹂︑﹃
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
第
一
七
六
册
︑
二
〇
二
〇
年
參
照
︶︒

︵
9
︶
且
道
，
此
處
還
分
也
無
？
太
不
易
辨
白
，
須
是
龍
精
鐵
眼
始
得　

上
揭
の
二
組
の
話
を
擧
げ
て
︑﹁
精
神
の
流
動
﹂
を
勸
め
る
︒
懷

讓
の
﹁
説
似
一
物
即
不
中
﹂
と
神
會
の
﹁
諸
佛
之
本
源
︑
神
會
之
佛
性
﹂
と
い
う
境
位
の
相
違
を
分
別
し
た
だ
け
の
立
場
に
安
住
し
て

は
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
﹁
背
觸
の
關
﹂
の
二
話
を
擧
げ
て
言
語
の
性
質
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
︑
言
語
に
執
著
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を

言
う
︒﹁
龍
精
鐵
眼
﹂︵
精
は
睛
と
通
用
︶
は
用
例
を
見
出
せ
な
い
が
︑
右
の
﹁
鵝
王
の
作
﹂
と
同
じ
く
︑
通
常
は
﹁
鐵
眼
銅
睛
﹂
と
言

わ
れ
る
確
固
た
る
鑒
識
眼
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
10
︶
問

：

未
審
此
二
人
同
別
？
師
云

：

門
外
不
見
主
，
入
室
始
知
音　
﹁
此
の
二
人
﹂
と
は
上
揭
の
懷
讓
と
神
會
︑
雲
巖
と
道
吾
を
指

す
︒
無
殷
は
區
別
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
の
に
︑
僧
が
﹁
同
じ
か
？
﹂
と
問
う
の
は
︑
一
見
不
見
識
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
質
問
し
た
僧
は

異
な
っ
た
角
度
で
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
︑
無
殷
も
そ
れ
を
受
け
て
﹁
究
極
的
に
は
同
じ
だ
と
わ
か
る
﹂
と
答
え
た
︒﹁
門
外
不
見

主
︐
入
室
始
知
音
﹂
は
俗
諺
で
あ
ろ
う
︒
で
は
何
に
お
い
て
同
じ
な
の
か
？
﹃
臨
濟
錄
﹄
に
似
た
對
話
が
あ
っ
て
參
考
に
な
る
︒

有
座
主
來
相
看
︒
師
問
座
主

：﹁
講
何
經
論
？
﹂
主
云

：﹁
某
甲
荒
虚
︐
粗
習
︽
百
法
論
︾︒﹂
師
云

：﹁
有
一
人
於
三
乘
十
二
分
教

明
得
︐
有
一
人
於
三
乘
十
二
分
教
明
不
得
︒
此
二
人
是
同
是
別
？
﹂
主
云

：﹁
明
得
即
同
︐
明
不
得
即
別
︒﹂

︵
座
主
が
訪
ね
て
き
て
師
に
相
見
し
た
︒
師
︑﹁
何
の
經
論
を
講
じ
て
お
ら
れ
る
の
か
？
﹂
座
主
︑﹁
わ
た
く
し
淺
學
菲
才
に
て
︑

﹃
百
法
論
﹄
を
ざ
っ
と
修
め
た
程
度
で
す
︒﹂
師
が
問
う
︑﹁
三
乘
十
二
分
教
を
理
解
で
き
る
者
と
理
解
で
き
な
い
者
と
︑
こ
の
二

人
は
同
じ
か
否
か
？
﹂
座
主
︑﹁
理
解
し
た
立
場
か
ら
言
え
ば
同
じ
で
︑
理
解
で
き
な
け
れ
ば
別
で
す
︒﹂
︶

三
乘
十
二
分
教
︵
佛
典
︶
を
理
解
で
き
る
者
と
理
解
で
き
な
い
者
は
︑
む
ろ
ん
違
う
︒
し
か
し
︑﹁
佛
性
は
人
人
具
有
で
あ
る
﹂
と
い

う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
︑
兩
者
に
も
ひ
と
し
く
佛
性
は
具
わ
っ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
兩
者
は
﹁
同
じ
﹂
だ
と
言
え
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る
︒
無
殷
の
論
理
も
こ
れ
と
同
じ
く
︑
二
組
の
そ
れ
ぞ
れ
は
見
解
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
鑒
別
す
べ
き
で
あ
る
が
︑﹁
入
室
相
見
す

れ
ば
︑
互
い
に
知
音
の
友
で
あ
る
と
理
解
し
あ
え
る
﹂
の
で
あ
る
︒
表
面
的
な
差
異
に
囚
わ
れ
ず
︑
本
質
を
實
踐
的
に
見
よ
︒
そ
れ
が

﹁
精
神
の
流
動
性
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︻
七
︼﹁
諸
和
尚
！
不
是
天
生
自
然
︒
吾
非
聖
人
︐
經
事
多
知
矣
︒︵

1
︶
此
个
門
中
︐
也
須
精
確
︒
親
近
高
格
者
︐
不
可
斷
言
語
︒︵

2
︶
若

是
聲
聞
之
輩
︐
則
有
取
捨
之
理
︒
若
是
全
收
︐
一
法
不
取
︐
一
法
不
捨
︐
媿
無
偏
見
︐
皆
取
來
往
之
次
︐
方
知
有
無
︒
若
也
不
通
︐
如
何

辨
識
？

一
者
︐
須
自
己
分
明
廣
大
；
︵
4
︶

二
者
︐
時
中
行
位
相
資
；
︵
5
︶

三
者
︐
博
附
道
友
︒︵

6
︶

若
無
道
友
︐
向
去
如
何
成
立
？
豈
不
見
︿
石
霜
和
尚
到
雲
嵒
︐
雲
嵒
問

：﹃
從
什
摩
處
來
？
﹄
對
云

：﹃
潙
山
來
︒﹄
嵒
云

：﹃
你
在
潙
山
多

少
時
？
﹄
對
云

：﹃
五
︑
六
夏
︒﹄
嵒
云

：﹃
與
摩
則
是
山
長
︒﹄
對
云

：﹃
某
甲
雖
在
彼
中
︐
却
不
知
︒﹄
嵒
云

：﹃
他
家
也
非
知
非
識
︒﹄
石

霜
後
到
道
吾
︐
乃
擧
前
緣
︒
道
吾
乃
抗
聲
而
言

：﹃
爭
得
與
摩
無
佛
法
身
心
！
﹄﹀
？︵

7
︶

︻
日
譯
︼

和
尚
が
た
よ
！

わ
た
し
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
る
聖
人
で
は
な
い
︒
多
く
の
こ
と
を
經
驗
し
て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
︒
わ
が
こ
の

禪
門
で
は
精
審
確
實
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
高
格
の
禪
者
に
親
近
す
る
場
合
︑
け
っ
し
て
言
語
を
斷
ち
切
っ
て
は
な
ら
ぬ
︒
聲
聞
の
輩
は
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分
別
し
て
取
捨
す
る
も
の
だ
が
︑
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
を
さ
な
が
ら
に
受
け
入
れ
る
︒
偏
見
で
も
っ
て
選
り
好
み
し
︑
一
法
を
取
り
︑
一

法
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
問
答
往
復
を
通
じ
て
初
め
て
偏
見
の
有
る
無
し
が
わ
か
る
︒
も
し
そ
の
消
息
に
通
じ

な
い
な
ら
︑
い
か
に
辨
識
す
べ
き
か
の
三
つ
の
基
準
を
示
そ
う
︒

第
一
︑
自
己
本
分
事
を
明
ら
か
に
し
︑
心
が
廣
大
で
あ
る
べ
き
こ
と
︒

第
二
︑
常
に
行
と
位
が
符
合
す
べ
き
こ
と
︒

第
三
︑
胸
襟
が
廣
く
道
友
を
得
べ
き
こ
と
︒

も
し
も
助
け
合
う
道
友
が
い
な
け
れ
ば
︑
自
己
を
確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
古
人
の
例
を
見
よ
︒︿
石
霜
和
尚
が
雲
巖
山
に
到
っ

た
︒
雲
巖
和
尚
が
問
う
た
︑﹃
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
？
﹄
石
霜
︑﹃
潙
山
か
ら
で
す
︒﹄﹃
き
み
は
潙
山
に
ど
れ
く
ら
い
い
た
の
か
？
﹄﹃
五

六
年
︒﹄﹃
そ
れ
な
ら
潙
山
の
長
老
だ
な
︒﹄﹃
い
い
え
︑
わ
た
く
し
は
あ
そ
こ
に
は
お
り
ま
し
た
が
︑
潙
山
の
禪
は
知
り
ま
せ
ん
︒﹄﹃
む
こ

う
も
き
み
な
ぞ
知
ら
ぬ
︒﹄
石
霜
は
の
ち
道
吾
山
に
行
っ
て
︑
こ
の
こ
と
を
話
し
た
︒
道
吾
和
尚
は
聲
を
荒
げ
て
言
っ
た
︑﹃
よ
く
も
佛
教

者
に
あ
る
ま
じ
き
や
り
方
が
で
き
た
も
の
だ
！
﹄
と
︒﹀

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
諸
和
尚
！
不
是
天
生
自
然
。
吾
非
聖
人
，
經
事
多
知
矣　
﹁
わ
た
し
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
る
聖
人
で
は
な
い
︒
多
く
の
こ
と
を
經

驗
し
て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
﹂
と
は
︑
臨
濟
の
言
う
﹁
娘じ

ょ
う

生し
ょ

下う
げ

に
し
て
便
ち
會え

す
る
に
不あ

ら是
ず
︑
還か

是え

っ
て
體
究
鍊
磨
し
て
一

朝
に
自
ら
省さ
と

れ
り
﹂︵﹃
臨
濟
錄
﹄
示
衆
︶
と
同
じ
く
︑
禪
修
行
の
體
驗
を
ふ
ま
え
て
い
る
︒

︵
2
︶
此
个
門
中
，
也
須
精
確
。
親
近
高
格
者
，
不
可
斷
言
語　
﹁
高
格
の
禪
匠
の
も
と
で
修
行
す
る
際
に
は
言
語
に
よ
る
對
話
を
重
視
す
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る
﹂
と
言
う
︒
古
代
の
﹁
目
擊
道
存
﹂︵﹃
莊
子
﹄
田
子
方
篇
︶
な
ど
理
想
に
す
ぎ
ず
︑
無
殷
の
場
合
は
と
く
に
古
人
の
機
緣
問
答
を
利

用
し
た
參
究
を
重
視
し
て
い
る
︒

︵
3
︶
若
是
聲
聞
之
輩
，
則
有
取
捨
之
理
。
若
是
全
收
，
一
法
不
取
，
一
法
不
捨
，
媿
無
偏
見
，
皆
取
來
往
之
次
，
方
知
有
無　

こ
こ
は

一
切
法
に
對
す
る
禪
僧
の
見
か
た
を
言
う
︒
た
と
え
ば
雲
門
文
偃
は
言
う
︑

師
一
日
拈
起
拄
杖
︐
擧

：﹁
教
云

：

凡
夫
實
謂
之
有
︐
二
乘
析
謂
之
無
︐
緣
覺
謂
之
幻
有
︐
菩
薩
當
體
即
空
︒﹂
乃
云

：﹁
衲
僧
見

拄
杖
︐
但
喚
作
拄
杖
︒
行
但
行
︐
坐
但
坐
︒
總
不
得
動
著
︒﹂︵﹃
雲
門
廣
錄
﹄
卷
中
﹁
室
中
語
要
﹂
︶

︵
師
は
あ
る
日
︑
拄
杖
を
持
ち
上
げ
︑
經
典
の
語
を
示
し
て
言
っ
た
︑﹁
經
典
に
は
﹃
凡
夫
は
そ
れ
を
實
體
が
あ
る
と
思
っ
て

︿
有
﹀
と
言
い
︑
聲
聞
は
分
析
し
て
い
っ
て
實
體
の
な
い
︿
無
﹀
だ
と
言
う
︒
緣
覺
は
︿
幻
の
存
在
﹀
だ
と
言
い
︑
菩
薩
は
存
在

そ
の
も
の
が
︿
空
﹀
だ
と
い
う
﹄
と
あ
る
︒﹂
そ
う
し
て
言
っ
た
︑﹁
禪
僧
た
る
わ
た
し
は
︑
拄
杖
を
見
た
ら
︑
た
だ
拄
杖
と
喚
ぶ

だ
け
だ
︒
行
く
と
き
は
た
だ
行
き
︑
坐
る
と
き
は
た
だ
坐
る
︒
す
べ
て
觀
念
的
に
別
物
に
置
き
か
え
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
︒﹂
︶

こ
れ
が
無
殷
の
言
う
﹁
全
收
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
一
法
不
取
︐
一
法
不
捨
﹂
は
﹃
法
集
經
﹄
卷
五
に
言
う
と
こ
ろ
で
︑﹁
一
切
諸

法
は
本
性
と
し
て
寂
滅
し
︑
解
脱
せ
る
に
非
ざ
る
無
し
︒
ゆ
え
に
一
法
を
樂ね
が

わ
ず
︑
一
法
を
厭い
と

わ
ず
﹂︵
た
だ
し
こ
れ
を
菩
薩
の
見
か

た
と
し
て
い
る
︶︒﹁
媿
無
偏
見
﹂
の
﹁
媿
﹂
は
﹁
貴
﹂︵
欲
の
義
︶
と
通
用
し
︑
本
書
卷
一
〇
﹁
清
鏡
和
尚
章
﹂
に
も
﹁
不
媿
己
有
﹂

の
例
が
あ
る
︒﹃
祖
庭
事
宛
﹄
卷
一
に
﹁
媿
圖
當
作
貴
圖
﹂
と
言
う
︵
媿
︐
具
位
切
︐
至
韻
見
母
；
貴
︐
居
胃
切
︐
未
韻
見
母
︒
止
攝

之
微
韻
代
用
例
︒
邵
榮
芬
﹁
敦
煌
俗
文
學
中
的
別
字
異
文
和
唐
五
代
西
北
方
音
﹂︑﹃
邵
榮
芬
音
韻
學
論
集
﹄
三
〇
五
頁
︑
首
都
師
範
大

學
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
參
照
︶︒
邵
氏
は
敦
煌
俗
文
學
の
北
方
資
料
に
よ
っ
て
論
じ
た
が
︑
こ
の
現
象
は
南
方
方
言
音
に
も
見
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
皆
取
來
往
之
次
﹂
の
﹁
取
﹂
は
﹁
以
﹂
の
義
の
口
語
︵
來
往
の
次と
き

を
取も
っ

て
︶︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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︵
4
︶
一
者
，
須
自
己
分
明
廣
大　
﹁
偏
見
の
無
き
こ
と
を
檢
證
す
る
基
準
﹂
の
第
一
は
︑
自
己
本
分
事
を
明
ら
か
に
し
︑
心
が
廣
大
で
あ

る
べ
き
こ
と
︒
禪
僧
の
修
行
は
﹁
己
事
究
明
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
に
決
著
を
得
て
か
ら
は
︑
さ
ら
に
﹁
精
神
の
流
動
﹂
を
要
す
る
︒
洞
山

守
初
の
上
堂
に
言
う
︑

且
如
禪
師
者
︐
須
是
己
事
分
明
︐
具
擇
法
眼
︒
遍
參
知
識
︐
方
辨
祖
宗
法
胤
︐
水
乳
岐
分
︒
若
不
然
者
︐
何
名
衲
僧
行
脚
？
不
遇

師
匠
︐
最
苦
莫
過
於
此
︒︵﹃
古
尊
宿
語
錄
﹄
卷
三
八
︶

︵
禪
僧
た
る
も
の
︑
自
己
本
分
事
を
明
ら
か
に
し
︑
あ
の
鵝
王
の
ご
と
き
正
邪
を
見
分
け
る
擇
法
の
眼
を
具
え
な
く
て
は
な
ら

ぬ
︒
多
く
の
善
知
識
に
遍
參
し
て
︑
初
め
て
祖
師
の
法
を
傳
え
た
後
裔
た
る
か
否
か
を
辨
別
で
き
る
の
で
あ
る
︒
も
し
そ
う
で
な

け
れ
ば
︑
禪
僧
の
行
脚
と
は
言
え
ぬ
︒
し
か
る
べ
き
師
匠
に
遇
わ
ぬ
こ
と
こ
そ
最
大
の
不
幸
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒︶

︵
5
︶
二
者
，
時
中
行
位
相
資　
﹁
時
中
﹂
は
﹁
一
切
時
中
﹂︑
す
な
わ
ち
い
つ
い
か
な
る
時
に
も
︒﹁
行
位
相
い
資た

す

く
﹂
と
は
︑﹁
菩
薩
の

行
位
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
到
達
し
た
ラ
ン
ク
︵
位
︶
と
そ
れ
に
相
應
し
い
修
行
︵
行
︶︒
こ
の
ふ
た
つ
が
相
い
俟
っ
て
修
行
の
階

梯
を
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
︒
無
殷
が
ま
と
め
た
﹁
十
一
位
﹂
と
い
う
禪
問
答
の
分
類
は
︑
低
レ
ベ
ル
か
ら
高
レ
ベ
ル
の
對
話
へ

と
進
む
段
階
的
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
︑
か
れ
の
言
う
﹁
行
位
﹂
は
こ
れ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
6
︶
三
者
，
博
附
道
友　

こ
れ
は
す
ぐ
に
續
け
て
﹁
若
無
道
友
︐
向
去
如
何
成
立
？
﹂
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
修
行
に
は
切
磋
琢
磨

し
あ
う
道
友
を
必
要
と
す
る
こ
と
︒
古
來
多
く
の
禪
僧
の
行
脚
修
行
の
物
語
に
そ
の
委
細
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
本
書
卷
四

﹁
藥
山
和
尚
章
﹂
に
敍
べ
ら
れ
る
道
吾
と
雲
巖
の
修
行
物
語
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
潙
山
警
策
﹂
に
も
言
う
︑﹁
我
を
生
む
者
は
父
母
︑
我

を
成
す
者
は
朋
友
﹂︵﹁
遠
行
要
假
良
朋
︐
數
數
清
於
耳
目
︒
住
止
必
須
擇
伴
︐
時
時
聞
於
未
聞
︒
故
云

：︿
生
我
者
父
母
︐
成
我
者
朋

友
﹀﹂
︶︒

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
册

― 108 ―



︵
7
︶〈
石
霜
和
尚
到
雲
嵒
…
…
〉　

こ
の
話
は
﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
四
﹁
雲
巖
曇
晟
禪
師
章
﹂︑﹃
宗
門
統
要
﹄
卷
七
︑﹃
聯
燈
會
要
﹄
卷

一
九
︑﹃
五
燈
會
元
﹄
卷
五
等
に
も
錄
す
︒
石
霜
慶
諸
︵
八
〇
七
～
八
八
八
︶
は
潙
山
に
長
く
い
た
が
﹁
潙
山
の
禪
は
知
ら
ぬ
﹂
と
言

い
︑
雲
巖
曇
晟
︵
七
八
二
～
八
四
一
︶
が
そ
れ
を
聞
い
て
﹁
他
家
亦
非
知
非
識
﹂
と
言
っ
た
の
は
︑
表
面
上
は
﹁
潙
山
も
き
み
の
こ
と

な
ど
ま
っ
た
く
知
ら
ぬ
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
暗
に
﹁
自
己
本
分
事
を
識
る
と
い
う
禪
僧
の
本
分
の
問
題
は
石
霜
自
身
の
課
題
な

の
で
あ
る
か
ら
︑
他
人
は
知
る
由
も
な
い
﹂
意
を
含
ん
で
い
る
︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
第
五
册
三
九
三
頁
︑
禪
文
化
研
究
所
︑
二
〇
一
三

年
︶︒
道
吾
圓
智
︵
七
六
九
～
八
三
五
︶
は
雲
巖
と
は
藥
山
下
の
同
門
弟
子
で
︑
石
霜
の
無
語
に
代
わ
っ
て
︑﹁
爭
得
與
摩
無
佛
法
身

心
！
﹂
と
言
う
べ
き
だ
っ
た
と
言
っ
た
︒﹁
佛
法
身
心
﹂
と
は
言
葉
と
し
て
は
﹁
佛
教
者
と
し
て
の
慈
悲
に
よ
る
對
應
﹂
を
言
う
が
︑

唐
末
五
代
の
こ
ろ
よ
り
︑﹁
無
佛
法
身
心
﹂
を
本
來
の
接
化
の
あ
り
方
と
す
る
使
い
方
に
變
わ
り
︑﹁
教き
ょ

壞う
え

﹂︵
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

相
手
が
本
來
持
っ
て
い
る
能
力
﹇
本
性
﹈
を
壞
し
て
し
ま
う
こ
と
︶
し
な
い
た
め
に
︑
故
意
に
冷
た
く
あ
し
ら
っ
て
相
手
を
發
憤
さ
せ

る
手
段
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
道
吾
が
︑﹁
よ
く
も
そ
ん
な
︿
無
佛
法
身
心
﹀
が
で
き
た
も
の
だ
！
﹂
と
代
語
し
た
の
も
そ
の
意
味

で
あ
っ
て
︑
實
は
評
價
し
た
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
無
殷
は
こ
の
石
霜
︑
雲
巖
と
道
吾
の
話
を
﹁
道
友
を
得
べ
き
こ
と
﹂
の
範
例
と
し
て

擧
げ
た
わ
け
で
あ
る
︒

︻
八
︼
且
看
︐
古
人
什
摩
處
是
無
佛
法
身
心
處
？
好
手
亦
不
奈
何
︒
恰
似
叢
林
兄
弟
學
處
不
通
︐
只
執
一
問
一
答
︐
往
來
言
語
︒
殊
不

知
︐
亦
有
時
中
問
答
︐
分
爲
三
般

：︵
1
︶

一
者
︐
現
對
緣
處
機
縱
奪
︐
亦
得
名
爲
問
答
；
︵
2
︶

二
者
︐
亦
有
擬
心
是
問
︐
不
續
是
答
︐
是
藥
病
之
語
；
︵
3
︶

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想

　

―
―

　﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
研
究

― 109 ―



三
者
︐
亦
有
無
問
之
問
︑
無
説
之
説
︒
這
个
︵
當
脱
﹁
是
﹂
︶
宗
門
正
問
正
答
之
路
︐
又
不
可
類
同
︐
事
須
甄
別
︒︵

4
︶

若
論
提
掇
︐
即
是
單
行
；
若
道
收
人
︐
須
承
路
布
︐
始
得
無
問
︒︵

5
︶
豈
不
見
︿
古
德
云

：﹃
無
問
而
自
説
﹄﹀
？
﹂︵

6
︶
乃
問
云

：﹁
有

問
還
説
也
無
？
﹂
師
曰

：﹁
有
問
則
不
説
︒﹂﹁
只
如
不
問
︐
還
説
也
無
？
﹂
師
云

：﹁
若
不
問
時
︐
則
一
切
説
︒
所
以
︿
先
德
云

：﹃
古
人

百
説
而
無
一
問
︐
今
時
百
問
而
無
一
説
︒﹄﹀
蓋
以
明
知
力
未
充
︒
又
有
︿
僧
問
古
老

：﹃
如
何
是
百
問
而
無
一
説
？
﹄
答
云

：﹃
黑
雲
靉

靆
︒﹄﹃
如
何
是
百
説
而
無
一
問
？
﹄
答
云

：﹃
青
天
朗
月
︒﹄﹀﹂︵

7
︶

師
云

：﹁
可
不
聞
︿
僧
問
洞
山

：﹃
有
問
則
有
答
︐
不
問
不
答
時
如
何
？
﹄
洞
山
答
云

：﹃
持
齋
喫
肉
羹
︒﹄
曹
山
云

：﹃
喫
酒
喫
肉
︒﹄
只
如

曹
山
亦
置
此
問
於
石
霜
︐
石
霜
乃
對
云

：﹃
不
折
尺
︒﹄﹀
？
師
云

：﹁
大
難
會
︒
舉
者
多
︐
辨
者
少
︒﹂

乃
有
僧
問

：﹁
未
審
此
三
般
分
不
分
？
﹂
師
云

：﹁
爲
物
明
緇
素
︐
誰
知
涉
路
迷
？
﹂︵

8
︶

︻
日
譯
︼

さ
て
︑
古
人
の
ど
こ
が
佛
教
者
に
あ
る
ま
じ
き
や
り
方
な
の
か
？

熟
練
の
禪
匠
で
も
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ど
う
し
て
や
り
よ
う
も
な
い
の

だ
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
今
の
叢
林
で
は
兄
弟
た
ち
が
禪
學
に
通
じ
て
い
な
い
た
め
に
︑
一
問
一
答
す
る
の
み
で
︑
た
だ
言
葉
の
や
り
と
り
に

終
始
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
時
宜
に
適
っ
た
問
答
に
三
種
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

第
一
︑
師
資
對
應
の
場
に
お
け
る
放
縱
と
籠
絡
︑
こ
れ
こ
そ
︿
問
答
﹀
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
二
︑
問
僧
の
心
が
指
向
す
る
と
こ
ろ
を
︑
老
師
は
答
え
て
こ
れ
を
繼
續
さ
せ
ぬ
の
を
︿
病
を
藥い
や

す
語
﹀
と
い
う
︒

第
三
︑︿
問
い
の
無
い
問
い
︑
答
え
の
無
い
答
え
﹀
と
い
う
の
が
︑
わ
が
宗
門
の
正
し
い
問
い
と
正
し
い
答
え
の
あ
り
か
た
で
あ
る
︒
こ

の
三
つ
を
混
同
し
て
は
な
ら
ず
︑
場
合
に
応
じ
て
愼
重
に
區
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
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も
し
手
を
差
し
伸
べ
て
引
き
上
げ
て
や
る
時
は
︑
一
對
一
で
行
な
う
︒
叢
林
に
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
︑
僧
衆
の
前
で
大
勢
を
相
手
に
公

開
で
行
な
う
︒
こ
う
し
て
こ
そ
︿
問
い
の
無
い
問
い
︑
答
え
の
無
い
答
え
﹀
と
い
う
こ
と
が
得
ら
れ
る
︒
佛
陀
は
︿
問
い
無
く
し
て
自
ら

語
ら
れ
た
﹀
と
言
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
︒﹂

僧
が
問
う
た
︑﹁
問
い
が
あ
れ
ば
︑
説
か
れ
ま
す
か
？
﹂
師
︑﹁
問
い
が
あ
れ
ば
︑
説
か
れ
る
こ
と
は
な
い
︒﹂
僧
︑﹁
問
わ
れ
な
け
れ
ば
︑

説
か
れ
る
の
で
す
か
？
﹂
師
︑﹁
問
わ
れ
な
け
れ
ば
︑
す
べ
て
が
説
か
れ
る
︒
ゆ
え
に
先
德
が
︿
古
人
は
一
問
も
無
い
の
に
百
説
し
た

が
︑
今
は
百
問
し
た
が
一
説
も
無
い
﹀
と
言
っ
た
の
は
︑
け
だ
し
明
晰
な
知
力
が
充
分
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
僧
が
古
老
に
問
う

た
︑﹃︿
百
問
し
た
が
一
説
も
無
い
﹀
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
﹄
答
う
︑﹃
黑
い
雲
で
蔽
わ
れ
て
い
る
︒﹄
問
う
︑﹃︿
百
説
し
た

が
一
問
も
無
い
﹀
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
﹄
答
う
︑﹃
青
天
に
白
日
が
輝
き
︑
明
月
が
隈
な
く
照
ら
し
て
い
る
︒﹄﹂

師
は
言
っ
た
︑﹁
諸
君
も
聞
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
︑︿
僧
が
洞
山
和
尚
に
問
う
た
︑﹃
問
い
が
あ
れ
ば
答
え
が
あ
る
の
は
わ
か
り
ま
す
が
︑

問
い
も
せ
ず
答
え
も
し
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
﹄
洞
山
は
答
え
た
︑﹃
齋
戒
を
守
る
と
言
い
な
が
ら
肉
入
り
の
ス
ー
プ

を
飲
む
︒﹄
曹
山
が
さ
ら
に
言
っ
た
︑﹃
酒
を
飲
み
︑
肉
を
喰
ら
う
︒﹄
曹
山
が
そ
の
問
い
を
石
霜
に
告
げ
た
と
こ
ろ
︑
石
霜
は
答
え
た
︑

﹃
定
規
ど
お
り
だ
︒﹄﹀﹂
師
は
言
っ
た
︑﹁
こ
の
問
答
は
難
し
い
︒
取
り
上
げ
る
人
は
多
い
が
︑
正
し
く
辨
別
す
る
人
は
少
な
い
︒﹂

そ
こ
で
︑
僧
が
問
う
た
︑﹁
こ
の
三
種
は
分
け
ら
れ
ま
す
か
？
﹂
師
︑﹁
物ひ
と

の
爲
に
緇
素
を
明
ら
め
ん
と
せ
ば
︑
誰
か
知
ら
ん
︑
路
に
渉
り

て
迷
わ
し
む
る
を
︒﹂

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
且
看
，
古
人
什
摩
處
是
無
佛
法
身
心
處
？
好
手
亦
不
奈
何
。
恰
似
叢
林
兄
弟
學
處
不
通
，
只
執
一
問
一
答
，
往
來
言
語　

上
述
の

唐
末
五
代
禪
宗
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意
味
を
僧
衆
に
確
認
さ
せ
る
問
い
で
あ
る
︒﹁
好
手
亦
不
奈
何
﹂
は
﹁
己
事
究
明
﹂
が
自
己
本
分
事
で
あ
る
以
上
︑
熟
練
の
禪
匠
で
も

そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ど
う
し
て
や
り
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
叢
林
兄
弟
學
處
不
通
﹂
は
禪
院
に
お
け
る
問
答
商
量
が
禪
理
に
通
じ
て

い
な
い
た
め
に
︑
た
だ
一
問
一
答
に
終
わ
っ
て
︑
開
悟
に
導
か
な
い
失
敗
を
繰
り
返
し
て
い
る
現
狀
を
指
摘
し
︑
時
節
因
緣
に
適
う
問

答
の
三
つ
の
原
則
を
提
示
す
る
︒

︵
2
︶
一
者
，
現
對
緣
處
機
縱
奪
，
亦
得
名
爲
問
答　

第
一
は
︑
質
問
者
の
今
の
機
根
に
應
じ
て
放
任
と
籠
絡
を
自
在
に
使
い
分
け
る
こ

と
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
問
答
﹂
と
言
い
う
る
︒
こ
れ
は
﹃
臨
濟
錄
﹄
に
言
う
﹁
四
料
簡
﹂︵﹁
人
﹂﹁
境
﹂
の
﹁
奪
﹂﹁
不
奪
﹂
︶
と
同
じ
で

あ
る
︒

︵
3
︶
二
者
，
亦
有
擬
心
是
問
，
不
續
是
答
，
是
藥
病
之
語
　
第
二
は
︑
示
教
を
求
め
る
の
が
質
問
だ
が
︑
こ
れ
に
額
面
ど
お
り
に
教
え

な
い
の
が
回
答
で
あ
る
︒
こ
れ
が
﹁
病
を
藥い

や

す
語
﹂
で
あ
る
︒﹃
臨
濟
錄
﹄
示
衆
に
言
う
︑﹁
如
諸
方
善
知
識
不
辨
邪
正
︐
學
人
問
菩

提
︑
涅
槃
︑
三
身
境
智
︐
瞎
老
師
便
與
他
解
説
︒﹂
な
ぜ
か
？

云
く
︑

取
山
僧
見
處
︐
坐
斷
報
化
佛
頭
︐
十
地
滿
心
︐
猶
如
客
作
兒
；
等
妙
二
覺
︐
擔
枷
鎖
漢
；
羅
漢
︑
辟
支
︐
猶
如
厠
穢
；
菩
提
︑
涅

槃
︐
如
繫
驢
橛
︒
何
以
如
此
？
秖
爲
道
流
不
達
三
祇
劫
空
︐
所
以
有
此
障
礙
︒

︵
わ
た
し
の
見
か
た
に
よ
る
な
ら
ば
︑
報
身
佛
・
化
身
佛
の
頭
も
尻
に
敷
き
︑
十
地
に
至
っ
た
菩
薩
も
小
作
奴
隷
︑
等
覚
・
妙
覚

も
囚
わ
れ
の
罪
人
︑
羅
漢
・
辟
支
佛
は
糞
尿
︑
菩
提
・
涅
槃
は
驢
馬
を
繫
ぐ
杭
に
ほ
か
な
ら
ぬ
︒
な
に
ゆ
え
か
く
申
す
か
と
い
え

ば
︑
そ
れ
は
諸
君
が
た
だ
修
行
の
階
梯
が
空
名
に
す
ぎ
ぬ
と
達
観
で
き
ぬ
障
害
の
た
め
な
の
だ
︒︶

﹁
不
續
﹂
は
︑
本
書
卷
六
﹁
洞
山
章
﹂
に

問

：﹁
如
何
是
病
？
﹂
師
曰

：﹁
瞥
起
是
病
︒﹂
進
曰

：﹁
如
何
是
藥
？
﹂
師
曰

：﹁
不
續
是
藥
︒﹂
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︵
問
う
︑﹁
病
と
は
？
﹂
師
︑﹁
妄
念
を
起
こ
す
こ
と
だ
︒﹂
僧
︑﹁
で
は
藥
と
は
？
﹂
師
︑﹁
妄
念
を
續
け
さ
せ
ぬ
こ
と
だ
︒﹂
︶

︵
4
︶
三
者
，
亦
有
無
問
之
問
、
無
説
之
説
。
這
个﹇
是
﹈
宗
門
正
問
正
答
之
路　

第
三
は
︑﹁
問
わ
ず
し
て
問
い
︑
説
か
ず
し
て
説
く
﹂

と
い
う
方
便
こ
そ
が
︑
宗
門
の
正
し
い
問
い
と
正
し
い
答
え
の
あ
り
か
た
で
あ
る
︒﹃
百
丈
廣
錄
﹄
に
言
う
︑

若
有
無
問
之
問
︐
亦
有
無
説
之
説
︒
佛
不
爲
佛
説
法
︐
平
等
眞
如
法
界
︐
無
佛
不
度
衆
生
︒
佛
不
住
佛
︐
名
眞
福
田
︒

︵
問
い
の
な
い
問
い
か
た
が
あ
れ
ば
︑
答
え
の
な
い
答
え
か
た
も
あ
る
︒
佛
は
佛
の
た
め
に
法
を
説
く
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ

り
︑
平
等
眞
如
の
法
界
に
は
衆
生
を
濟
度
し
な
い
佛
は
な
く
︑
す
べ
て
の
衆
生
は
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
佛
が
佛
位
に

安
住
し
な
い
の
が
︑
眞
の
福
田
で
あ
る
︒︶

な
お
︑
原
文
の
﹁
這
个
﹂
の
あ
と
に
﹁
是
﹂
字
を
補
う
べ
き
で
あ
る
︒

︵
5
︶
若
論
提
掇
，
即
是
單
行
；
若
道
收
人
，
須
承
路
布
，
始
得
無
問
。
豈
不
見
古
德
云

：

無
問
而
自
説
？
﹁
提
掇
﹂
は
提
抜
︒
特
に
懇

ろ
な
指
導
を
お
こ
な
っ
て
提
抜
す
る
場
合
は
室
内
で
對
面
し
︑
ま
た
行
脚
僧
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
上
堂
の
よ
う
な
大
勢
の
前
で
︑

問
答
を
行
な
っ
て
こ
そ
︿
無
問
の
問
︑
無
説
の
説
﹀
に
な
る
︒﹁
路
布
﹂
は
も
と
戰
勝
の
短
い
捷
報
︒﹃
祖
庭
事
苑
﹄
卷
六
に
﹁
路
布
は

當
に
露
布
に
作
る
べ
し
︒
封
せ
ざ
る
詔
表
を
露
布
と
曰い

う
﹂︒
唐
の
封
演
﹃
封
氏
聞
見
記
﹄
卷
六
﹁
露
布
﹂
條
に
﹁
露
布
と
は
捷
書
の

別
名
な
り
︒
諸
軍
の
賊
を
破
れ
ば
則
ち
帛
書
を
以
て
諸こ
れ

を
竿
上
に
建
つ
︑
兵
部
之こ
れ

を
露
布
と
謂
う
︒
蓋
し
漢
よ
り
以
來
其
の
名
有
り
︒

露
布
と
名な
づ

く
る
所
以
の
者
は
︑
封
檢
せ
ず
︑
露
わ
に
し
て
宣
布
し
︑
四
方
の
速
か
に
知
ら
ん
と
欲
す
る
を
謂
う
︒﹂︵
唐
宋
史
料
筆
記
叢

刊
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
三
年
︶
こ
こ
で
は
大
勢
に
公
開
す
る
意
︒

こ
こ
の
一
段
に
は
錯
簡
が
あ
り
︑
い
ま
校
正
し
た
︒
も
と
の
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒

︙
︙
若
論
提
掇
︐
即
是
單
行
；
若
道
收
人
︐
須
承
路
布
︒﹂
乃
有
僧
問

：﹁
未
審
此
三
般
分
不
分
？
﹂
師
云

：﹁
爲
物
明
緇
素
︐
誰
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末
五
代
禪
宗
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知
涉
路
迷
？
﹂
師
云

：﹁
莫
取
次
好
！
禪
師
難
作
︐
須
是
其
人
︒
若
不
直
下
當
荷
得
︐
也
須
三
十
︑
二
十
年
叢
林
淹
浸
氣
拍
漢
始

得
︒
縱
不
大
用
現
前
︐
亦
是
坯
璞
︒
豈
同
八
月
冬
瓜
︐
銷
什
摩
霜
雪
？
一
種
葛
藤
將
去
︒
且
聽
︐
亦
清
人
耳
目
︒
東
引
西
證
︐
忽
因

古
德
先
︵
原
誤
光
︶
賢
︐
便
有
見
處
︒
豈
不
是
疋
上
不
足
︐
比
下
有
餘
？
若
撥
無
因
果
︐
便
同
謗
於
般
若
︐
出
佛
身
血
一
般
︒
此
謗

亦
須
區
分
；
第
一
現
今
不
信
自
己
即
佛
︐
何
處
生
滅
壞
爛
之
身
︐
得
成
佛
道
？
如
此
之
輩
︐
亦
同
出
佛
身
血
︐
喚
作
破
和
合
僧
；
第

二
曠
大
劫
來
無
明
相
隨
︐
習
業
顚
倒
︐
便
須
今
日
息
念
歸
真
︐
壞
除
生
死
︐
六
根
銷
落
︐
亦
得
為
今
時
謗
︒
謗
是
毀
之
異
名
也
︒
始

得
無
問
︒
豈
不
見
古
德
云

：﹃
無
問
而
自
說
﹄
？
﹂
乃
問
云

：﹁
有
問
還
說
也
無
？
﹂
師
曰

：﹁
有
問
則
不
説
︒﹂﹁
只
如
不
問
︐
還
説

也
無
？
﹂
師
云

：﹁
若
不
問
時
︐
則
一
切
說
︒
所
以
先
德
云

：﹃
古
人
百
説
而
無
一
問
︐
今
時
百
問
而
無
一
説
﹄︐
蓋
以
明
知
力
未

充
︒
又
有
僧
問
古
老

：﹁
如
何
是
百
問
而
無
一
説
？
﹂
答
云

：﹁
黑
雲
靉
靆
︒﹂﹁
如
何
是
百
説
而
無
一
問
？
﹂
答
云

：﹁
青
天
朗
月
︒﹂

師
云

：﹁
可
不
聞
︐
僧
問
洞
山

：﹃
有
問
則
有
答
︐
不
問
不
答
時
如
何
？
﹄
洞
山
答
云

：﹃
持
齋
喫
肉
羹
︒﹄
曹
山
云

：﹃
喫
酒
喫
肉
︒﹄

只
如
曹
山
亦
置
此
問
於
石
霜
︐
石
霜
乃
對
云

：﹃
不
折
尺
︒﹄﹂
師
云

：﹁
大
難
會
︒
舉
者
多
︐
辨
者
少
︒
第
三
知
有
自
己
本
生
父
母
︐

爲
有
知
解
︐
却
須
鞔
過
︐
亦
喚
作
大
謗
︒
不
見
當
時
亦
有
人
問
南
山

：﹃
謗
般
若
底
人
︐
還
有
過
也
無
？
﹄
答
云

：﹃
作
摩
無
？
﹄﹂

師
云

：﹁
不
見
道
﹃
殺
父
害
母
︐
出
佛
身
血
︐
破
和
合
僧
﹄︐
不
是
過
︐
是
什
摩
？
﹂

い
ま
下
線
部
一
八
〇
字
を
錯
簡
と
見
て
︑﹁
舉
者
多
︐
辨
者
少
﹂
の
あ
と
に
移
す
處
置
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
理
由
は
︑

︵
一
︶
無
殷
が
﹁
又
不
可
類
同
︐
事
須
甄
別
﹂
と
言
っ
て
い
る
以
上
︑
僧
が
﹁
未
審
此
三
般
分
不
分
？
﹂
と
問
う
の
は
不
自
然
で
あ
る

こ
と
︒
こ
の
﹁
三
般
﹂
は
下
文
の
﹁
謗
﹂
の
三
分
類
と
混
同
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒︵
二
︶
下
文
に
﹁
謗
﹂
を
三
條
に
分
け
て
説
明
し

て
い
る
が
︑
第
二
と
第
三
の
間
に
﹁
無
問
之
問
︑
無
説
之
説
﹂
の
内
容
が
入
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
︒
上
揭
原
文
で
﹁
謗
是
毀
之

異
名
也
﹂
の
あ
と
に
︑﹁
始
得
無
問
﹂
句
は
續
か
ず
︑
む
し
ろ
﹁
須
承
路
布
﹂
の
あ
と
に
﹁
始
得
無
問
﹂
と
續
く
︵
須
～
始
得
︶
の
が
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自
然
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
版
刻
の
さ
い
に
原
稿
一
紙
十
行
行
十
八
字
︵
一
行
十
八
字
は
﹃
祖
堂
集
﹄
の
版
式
︶
の
順
序
を
錯
っ
た
の
で

あ
ろ
う
︒

︵
6
︶
豈
不
見〈
古
德
云

：

無
問
而
自
説
〉」
？　

古
德
の
語
と
い
う
の
は
﹃
法
華
經
﹄
方
便
品
の
舎
利
弗
の
偈
︒
方
便
品
に
お
い
て
佛
陀

は
自
ら
語
っ
た
︑﹁
甚
深
未
曾
有
の
法
を
成
就
し
た
が
︑
唯
だ
佛
と
佛
の
み
が
諸
法
の
實
相
を
究
盡
で
き
る
も
の
ゆ
え
︑
こ
の
第
一
希

有
の
難
解
の
法
は
譬
喩
や
言
語
で
は
傳
え
ら
れ
な
い
﹂
と
︒
そ
こ
で
舎
利
弗
は
説
け
ぬ
理
由
と
説
か
れ
ざ
る
内
容
を
話
す
よ
う
再
三
懇

請
し
︑
佛
陀
は
逡
巡
し
た
末
に
︑
よ
う
や
く
三
乘
の
方
便
を
示
し
て
﹁
唯
一
無
二
の
一
乘
の
法
に
歸
著
す
る
﹂
こ
と
を
暗
示
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
︒
舎
利
弗
の
偈
は
そ
の
最
初
を
︑﹁︵
世
尊
は
︶
問
わ
れ
る
こ
と
無
く
し
て
自
ら
説
き
︑
所
行
の
道
を
︵
自
ら
︶
穪
歎

す
﹂
と
敍
べ
た
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
曹
山
本
寂
が
取
り
上
げ
て
い
る
︒

師
擧
教
中
事
問
大
衆

：﹁︿
無
問
而
自
説
︐
穪
讚
所
行
道
﹀︐
作
摩
生
是
︿
無
問
而
自
説
﹀
？
﹂
云

：﹁
盡
大
地
未
有
一
人
得
聞
︒﹂

師
云

：﹁
雖
然
与
摩
︐
摘
一
个
字
︐
添
一
个
字
︐
佛
法
大
行
︒﹂
衆
無
對
︒
師
云

：﹁
盡
大
地
未
有
一
人
不
聞
︒﹂︵
本
書
卷
八
﹁
曹
山
和

尚
章
﹂
︶

︵
師
は
經
典
の
句
を
取
り
上
げ
て
僧
衆
に
問
う
た
︑﹁︿
問
わ
れ
る
こ
と
無
く
し
て
自
ら
説
き
︑
所
行
の
道
を
穪
歎
す
﹀
と
言
わ
れ

る
︒
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
﹂
あ
る
僧
が
答
え
た
︑﹁
大
地
の
衆
生
は
誰
も
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
︒﹂
師
︑﹁
そ
う
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
一
字
を
取
り
換
え
た
ら
︑
佛
法
は
大
い
に
弘
ま
る
︒﹂
誰
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
︑
師
は
言
っ
た
︑﹁
大
地
の
衆
生
は
誰
も
が
み
な
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
︒﹂[

﹁
得
﹂
を
﹁
不
﹂
に
替
え
た]

︶

﹃
法
華
經
﹄
で
は
佛
陀
は
難
解
ゆ
え
に
た
だ
﹁
方
便
説
﹂
だ
け
を
示
し
︑﹁
眞
實
説
﹂
を
説
か
な
か
っ
た
か
ら
︑
誰
も
聞
く
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
︒
曹
山
は
經
典
の
句
意
を
禪
的
に
解
釋
す
る
︒
佛
陀
が
説
こ
う
と
し
て
説
か
な
か
っ
た
こ
と
と
は
︑
盡
大
地
の
衆
生
一
人
ひ

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
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と
り
に
佛
性
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
周
知
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
が
佛
陀
の
思
想
の
核
心
で
あ
る
と
︒

︵
7
︶
乃
問
云

：

有
問
還
説
也
無
？
師
曰

：

有
問
則
不
説
。
只
如
不
問
，
還
説
也
無
？
師
云

：

若
不
問
時
，
則
一
切
説
。
所
以〈
先
德
云

：

古
人
百
説
而
無
一
問
，
今
時
百
問
而
無
一
説
〉。
蓋
以
明
知
力
未
充
。
又
有〈
僧
問
古
老

：

如
何
是
百
問
而
無
一
説
？
答
云

：

黑
雲
靉

靆
。
如
何
是
百
説
而
無
一
問
？
答
云

：

青
天
朗
月
〉。
　
僧
の
問
い
︑﹁
佛
陀
は
問
わ
れ
た
ら
答
え
た
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
問
わ
れ

た
な
ら
ば
答
え
な
い
︒﹂
僧
︑﹁
で
は
︑
問
わ
れ
な
か
っ
た
ら
︑
答
え
た
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
問
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
︑
す
べ
て

答
え
た
︒﹂
逆
説
的
で
意
外
な
回
答
で
あ
る
︒
無
殷
は
﹁
所
以
に
﹂
と
續
け
て
先
德
の
語
︵
未
詳
︶
に
つ
い
て
の
古
老
︵
洞
山
良
价
︶

の
問
答
を
引
い
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
本
書
卷
六
﹁
洞
山
章
﹂
に
︑

問

：﹁
如
何
是
古
人
百
答
而
無
一
問
？
﹂
師
曰

：﹁
清
天
朗
月
︒﹂﹁
如
何
是
今
時
百
問
而
無
一
答
？
﹂
師
云

：﹁
黑
雲
靉
靆
︒﹂

と
見
え
る
も
の
で
︑
こ
れ
に
據
っ
て
考
え
る
と
︑﹁
百
答
而
無
一
問
﹂︵﹁
若
不
問
時
︐
則
一
切
説
﹂
︶
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
︑﹁
清
天
朗

月
﹂︑
一
點
の
曇
り
も
な
き
明
々
白
々
︒
疑
問
の
餘
地
な
く
︵﹁
無
一
問
﹂
︶
す
べ
て
が
答
え
ら
れ
て
い
る
︵﹁
百
答
﹂
︶
か
ら
で
あ
る
︒

上
引
の
﹁
盡
大
地
の
衆
生
一
人
ひ
と
り
に
佛
性
が
具
わ
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
明
白
な
眞
實
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹁
百
問
而
無
一
答
﹂︵﹁
有

問
則
不
説
﹂
︶
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
︑﹁
黑
雲
靉
靆
﹂︑
暗
黑
の
雲
に
蔽
わ
れ
て
い
る
か
ら
︑
い
く
ら
問
わ
れ
て
も
︵﹁
百
問
﹂
︶
答
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
︵﹁
無
一
答
﹂
︶
の
で
あ
る
︒﹁
盡
大
地
の
衆
生
一
人
ひ
と
り
に
佛
性
が
具
わ
っ
て
い
る
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
煩
惱

の
暗
黑
の
雲
に
蔽
わ
れ
て
氣
づ
か
れ
な
い
こ
と
を
言
う
︒
達
摩
﹁
二
入
四
行
論
﹂
に
言
う
︑

深
信
含
生
凡
聖
︐
同
一
眞
性
︐
但
爲
客
塵
妄
覆
︐
不
能
顯
了
︒︵﹃
達
摩
の
語
錄
﹄
三
一
頁
︶

︵
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
凡
人
も
聖
人
も
區
別
な
く
同
じ
眞
性
が
具
わ
っ
て
い
な
が
ら
︑
た
だ
煩
惱
に
覆
わ
れ
て
そ
れ
が
は
っ
き
り
と

見
え
な
い
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
深
く
信
ぜ
よ
︒︶
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四
祖
道
信
は
言
う
︑

諸
見
煩
惱
所
汚
︐
貪
瞋
顚
倒
所
染
︐
衆
生
不
悟
心
性
本
來
常
清
淨
︒︵﹃
楞
伽
師
資
記
﹄
道
信
章
︑﹃
初
期
の
禪
史
﹄
二
〇
五
頁
︶

︵
衆
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
誤
っ
た
考
え
や
煩
惱
に
汚
さ
れ
︑
貪
り
や
怒
り
に
驅
ら
れ
て
︑
本
來
清
淨
な
る
心
性
を
見
失
っ
て
い
る
︒︶

六
祖
慧
能
も
言
う
︑

自
性
常
清
淨
︐
日
月
常
明
︐
只
爲
雲
覆
蓋
︐
上
明
下
暗
︐
不
能
了
見
日
月
星
辰
︒
忽
遇
惠
風
吹
散
︐
卷
盡
雲
霧
︐
萬
象
參
羅
︐
一

時
皆
現
︒
世
人
性
淨
︐
猶
清
天
︐
惠
如
日
︐
智
如
月
︐
智
惠
常
明
︒
於
外
著
境
︐
妄
念
浮
雲
蓋
覆
︐
自
性
不
能
明
︒
故
遇
善
知
識
︐

開
眞
正
法
︐
吹
却
迷
妄
︐
内
外
明
徹
︐
於
自
性
中
︐
萬
法
皆
現
︐
名
爲
清
淨
法
身
︒︵﹃
六
祖
壇
經
﹄
︶

︵
日
月
が
常
に
明
る
い
よ
う
に
自
性
は
常
に
清
淨
で
あ
る
︒
た
だ
黑
雲
が
覆
う
た
め
に
︑
上
は
明
る
く
下
は
暗
く
︑
日
月
星
辰
を

く
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
そ
こ
に
智
慧
の
風
が
吹
い
て
雲
霧
を
散
ら
せ
る
と
︑
森
羅
萬
象
が
す
べ
て
現
わ
れ
る
︒

世
人
の
本
性
が
清
淨
な
る
こ
と
︑
清
天
に
は
智
慧
が
日
月
の
ご
と
く
常
に
明
る
く
輝
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
外
境
に
觸
れ
て

妄
念
が
起
こ
る
と
︑
浮
雲
が
空
を
覆
う
よ
う
に
︑
自
性
は
明
る
さ
を
發
揮
で
き
な
い
︒
ゆ
え
に
善
知
識
に
め
ぐ
り
逢
っ
て
︑
眞
正

の
法
が
開
示
さ
れ
︑
迷
妄
が
吹
き
拂
わ
れ
る
と
︑
内
外
と
も
に
明
徹
と
な
り
︑
自
性
の
中
に
萬
法
が
こ
と
ご
と
く
示
現
す
る
︒
こ

れ
が
清
淨
法
身
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︶

馬
祖
道
一
も
言
う
︑

一
切
衆
生
︐
從
無
量
劫
來
︐
不
出
法
性
三
昧
︒
長
在
法
性
三
昧
中
︐
著
衣
喫
飯
︐
言
談
祇
對
︒
六
根
運
用
︐
一
切
施
爲
︐
盡
是
法

性
︒
不
解
返
源
︐
隨
名
逐
相
︐
迷
情
妄
起
︐
造
種
種
業
︒
若
能
一
念
返
照
︐
全
體
聖
心
︒︵﹃
天
聖
廣
燈
錄
﹄
卷
八
︶

︵
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
は
︑
久
遠
の
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
︑
法
性
三
昧
﹇
ひ
ら
か
れ
た
悟
り
の
世
界
﹈
か
ら
は
み
出
た
こ
と
は

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想
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な
い
︒
つ
ね
に
法
性
三
昧
の
た
だ
中
で
服
を
著
け
︑
飯
を
喰
ら
い
︑
人
と
語
り
︑
應
對
し
て
い
る
の
だ
︒
六
根
の
は
た
ら
き
︑
あ

ら
ゆ
る
行
爲
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
法
性
に
適
っ
て
い
る
︒
し
か
る
に
こ
の
根
源
に
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
︑
表
面
的
な
名

前
や
形
を
追
い
求
め
︑
む
や
み
に
迷
い
を
起
こ
し
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
業
を
造
る
︒
し
か
し
も
し
一
瞬
で
も
氣
づ
き
返
り
見
た
な

ら
︑
そ
の
と
た
ん
に
ま
る
ご
と
聖
人
の
心
で
あ
る
︒︶

こ
れ
が
唐
代
禪
思
想
の
基
本
的
構
圖
で
あ
る
︒

︵
8
︶
師
云

：

可
不
聞〈
僧
問
洞
山

：

有
問
則
有
答
，
不
問
不
答
時
如
何
？
洞
山
答
云

：

持
齋
喫
肉
羹
。
曹
山
云

：

喫
酒
喫
肉
。
只
如
曹
山

亦
置
此
問
於
石
霜
，
石
霜
乃
對
云

：

不
折
尺
。〉
？
　
師
云

：

大
難
會
。
舉
者
多
，
辨
者
少
　
こ
こ
に
引
か
れ
る
洞
山
の
問
答
は
未
詳

で
あ
る
が
︑﹁
不
問
不
答
﹂
を
め
ぐ
る
問
答
が
本
書
卷
一
四
﹁
百
丈
和
尚
章
﹂
に
見
え
︑
ま
た
同
じ
問
い
が
い
く
つ
か
あ
る
︒

僧
問
西
堂

：﹁
有
問
有
答
則
不
問
︐
不
問
不
答
時
如
何
？
﹂
答
曰

：﹁
怕
爛
却
那
？
作
摩
！
﹂

︵
僧
が
問
う
︑﹁
問
い
が
あ
り
答
え
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
問
い
ま
せ
ん
︒
問
い
が
な
く
答
え
が
な
い
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う

か
？
﹂
答
え
︑﹁
そ
れ
が
腐
っ
て
な
く
な
る
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
け
！
﹂
︶

問

：﹁
有
問
有
答
︐
蓋
正
尋
常
︒
不
問
不
答
又
如
何
？
﹂
師
云

：﹁
莫
顚
倒
！
﹂﹁
莫
便
是
麼
？
﹂
師
云

：﹁
莫
顚
倒
！
﹂︵﹃
汾
陽
無

德
禪
師
語
錄
﹄
卷
上
︶

︵
問
う
︑﹁
問
い
が
あ
り
答
え
が
あ
る
の
は
通
常
の
こ
と
で
す
が
︑
問
い
が
な
く
答
え
が
な
い
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑

﹁
顚
倒
し
て
は
な
ら
ぬ
︒﹂
僧
︑﹁
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
？
﹂
師
︑﹁
顚
倒
し
て
は
な
ら
ぬ
︒﹂
︶

問
：﹁

不
問
不
答
時
如
何
？
﹂
師
曰

：﹁
問
人
焉
知
？
﹂︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
八
﹁
信
州
鵝
湖
智
孚
禪
師
章
﹂
︶

︵
問
う
︑﹁
問
い
が
な
く
答
え
が
な
い
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
そ
ん
な
こ
と
を
人
に
問
う
て
も
︑
誰
も
知
ら
ぬ
︒﹂
︶
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問

：﹁
不
問
不
答
時
如
何
？
﹂
師
曰

：﹁
寱
語
作
麼
！
﹂︵
同
卷
二
六
﹁
杭
州
靈
隱
山
清
聳
禪
師
章
﹂
︶

︵
問
う
︑﹁
問
い
が
な
く
答
え
が
な
い
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
寝
言
を
言
っ
て
ど
う
す
る
！
﹂
︶

問

：﹁
不
問
不
答
時
如
何
？
﹂
師
云

：﹁
不
道
︒﹂
進
曰

：﹁
爲
什
摩
不
道
？
﹂
師
云

：﹁
你
也
虚
有
這
个
問
︒﹂

︵
問
う
︑﹁
問
い
が
な
く
答
え
が
な
い
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
言
わ
な
い
︒﹂
僧
︑﹁
な
ぜ
言
わ
な
い
の
で
す
か
？
﹂

師
︑﹁
き
み
も
無
用
な
質
問
を
す
る
ね
︒﹂
︶

﹁
問
う
こ
と
も
答
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
も
の
﹂
と
は
言
語
を
絶
し
た
究
極
の
眞
理
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う

に
言
葉
で
問
い
︑
言
葉
で
答
え
を
要
求
す
る
こ
と
自
體
が
背
理
で
あ
り
︑
答
え
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
問
う
た
相
手
に
悟
ら
せ

る
の
が
﹁
問
答
﹂
な
の
で
あ
る
︒
無
殷
が
擧
げ
た
洞
山
の
答
え
﹁
持
齋
喫
肉
羹
﹂︵
持
齋
し
て
い
る
と
言
い
な
が
ら
︑
肉
入
り
の
ス
ー

プ
を
飲
む
よ
う
な
も
の
だ
︶
と
は
︑
自
分
の
言
っ
た
こ
と
に
背
い
て
い
る
意
で
あ
り
︑
曹
山
の
﹁
喫
酒
喫
肉
﹂︵
破
戒
行
爲
︶
と
は
︑

禪
僧
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
質
問
の
意
で
あ
る
︒
曹
山
が
さ
ら
に
こ
の
問
い
を
石
霜
慶
諸
に
向
け
る
と
︑
石
霜
は
﹁
不
折
尺
︒﹂
と
答
え

た
︒
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
？

本
書
卷
六
﹁
石
霜
和
尚
章
﹂
に
次
の
よ
う
な
述
懷
が
あ
る
︒

師
有
時
云

：﹁
我
向
前
在
一
老
宿
處
︐
有
个
師
僧
同
過
夏
︒
夏
滿
請
益
云

：﹃
乞
和
尚
指
示
个
正
因
︒﹄
他
老
宿
云

：﹃
你
莫
栖
束
！

正
因
中
一
字
也
無
︒﹄
纔
与
摩
道
︐
便
失
聲
咬
齒
兩
三
下
︐
悔
与
摩
道
︒
有
一
老
宿
隔
牎
聞
︐
乃
云

：﹃
好
个
一
鑊
羹
︐
不
淨
物
汚

著
︐
作
什
摩
！
﹄﹂

︵
師
は
あ
る
時
言
っ
た
︑﹁
わ
た
し
は
以
前
あ
る
老
宿
の
と
こ
ろ
で
一
夏
の
安
居
修
行
を
し
た
︒
そ
の
時
と
も
に
安
居
を
終
え
た
あ

る
僧
が
老
宿
に
教
え
を
乞
う
た
︑﹃
ど
う
か
和
尚
よ
︑
わ
た
く
し
に
正
因
︵
眞
如
佛
性
を
得
る
道
︶
を
お
示
し
く
だ
さ
い
︒﹄
そ
の

老
宿
は
答
え
て
︑﹃
そ
な
た
は
歎
く
こ
と
は
な
い
︒
正
因
に
は
一
字
も
置
く
餘
地
は
な
い
の
だ
﹄
と
言
っ
た
と
た
ん
︑
み
づ
か
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ら
︑﹃
あ
っ
！
﹄
と
聲
を
呑
ん
で
齒
ぎ
し
り
を
し
︑
言
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
︒
そ
の
時
べ
つ
の
老
宿
が
牎
の
外
で
聞

い
て
︑
や
お
ら
言
っ
た
︑﹃
上
等
の
ス
ー
プ
が
糞
尿
で
汚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
何
た
る
事
か
！
﹄
と
﹂
︶

眞
理
の
地
平
に
言
葉
を
揷
む
餘
地
は
な
い
︒
が
ん
ら
い
﹁
不
問
不
答
﹂
で
黙
契
す
る
の
み
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
﹁
不
折
尺
﹂

︵
定
規
ど
お
り
で
正
し
い
︶
と
言
っ
た
の
で
あ
る
︒

無
殷
禪
師
は
多
く
の
問
答
の
例
を
檢
討
し
て
︑﹁
一
問
一
答
﹂
と
い
う
通
常
の
問
答
の
形
態
か
ら
︑﹁
百
説
而
無
一
問
﹂︑﹁
百
問
而
無
一

説
﹂︑
そ
こ
か
ら
﹁
不
問
不
答
﹂
へ
︑
す
な
わ
ち
﹁
問
う
て
答
え
る
﹂
か
ら
﹁
問
う
こ
と
な
く
︑
答
う
る
こ
と
な
し
﹂
へ
到
る
問
答
論

を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
は
本
來
疑
問
を
揷
む
餘
地
な
き
と
こ
ろ
に
︑
む
や
み
に
妄
念
を
起
こ
し
て
い
ら
ざ
る
疑
問
を
生
じ
た

の
で
あ
る
か
ら
︑
問
答
無
用
こ
そ
が
當
然
の
歸
結
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

︵
9
︶
師
云

：

大
難
會
。
舉
者
多
，
辨
者
少
。
乃
有
僧
問

：

未
審
此
三
般
分
不
分
？
師
云

：

爲
物
明
緇
素
，
誰
知
涉
路
迷
？

無
殷
は
時

宜
に
か
な
っ
た
問
答
と
し
て
﹁
籠
絡
と
放
任
を
使
い
分
け
る
問
答
﹂︑﹁
病
を
癒
す
語
﹂︑﹁
不
問
不
答
﹂
に
三
分
類
に
し
て
解
説
し
た

が
︑
し
か
し
そ
れ
は
﹁
人
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
却
っ
て
迷
路
に
踏
み
込
ま
せ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
み
づ
か
ら
反
省
し

た
︒

︻
九
︼
師
云

：﹁
莫
取
次
好
！
禪
師
難
作
︐
須
是
其
人
︒
若
不
直
下
當
荷
得
︐
也
須
三
十
︑
二
十
年
叢
林
淹
浸
氣
拍
漢
始
得
︐
縱
不
大
用
現

前
︐
亦
是
坯
璞
︒
豈
同
八
月
冬
瓜
︐
銷
什
摩
霜
雪
？
一
種
葛
藤
將
去
︐
且
聽
亦
清
人
耳
目
︐
東
引
西
證
︐
忽
因
古
德
先
賢
︐
便
有
見
處
︐

豈
不
是
疋
上
不
足
︐
比
下
有
餘
？︵

1
︶

若
撥
無
因
果
︐
便
同
謗
於
般
若
︑
出
佛
身
血
一
般
︒︵

2
︶
此
謗
亦
須
區
分

：
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第
一
︐
現
今
不
信
自
己
即
佛
︐
何
處
生
滅
壞
爛
之
身
得
成
佛
道
？
如
此
之
輩
︐
亦
同
出
佛
身
血
︐
喚
作
破
和
合
僧
；
︵
3
︶

第
二
︐
曠
大
劫
來
無
明
相
隨
︐
習
業
顚
倒
︐
便
須
今
日
息
念
歸
眞
︐
壞
除
生
死
︐
六
根
銷
落
︐
亦
得
爲
今
時
謗
︒
謗
是
毀
之
異
名
也
；

︵
4
︶

第
三
︐
知
有
自
己
本
生
父
母
︐
爲
有
知
解
︐
却
須
鞔
過
︐
亦
喚
作
大
謗
︒︵

5
︶

不
見
︿
當
時
亦
有
人
問
南
山

：﹃
謗
般
若
底
人
還
有
過
也
無
？
﹄
答
云

：﹃
作
摩
無
？
﹄﹀
？
﹂
師
云

：﹁
不
見
道
︿
殺
父
害
母
︐
出
佛
身

血
︐
破
和
合
僧
﹀︐
不
是
過
︐
是
什
摩
？
﹂︵

6
︶

僧
問

：﹁
古
人
云
﹃
如
人
不
喫
飯
﹄︐
未
審
此
理
如
何
？
﹂
師
云

：﹁
不
見
道
﹃
累
劫
受
飢
寒
﹄
？
﹂
僧
云

：﹁
只
如
古
人
云
︿
不
喫
飯
﹀︐

豈
不
是
︿
不
知
有
謗
﹀
？
﹂
師
云

：﹁
無
︒
非
論
不
知
有
謗
︐
直
得
是
知
有
︐
不
肯
亦
是
謗
︒﹂
乃
問
僧

：﹁
汝
還
會
︿
不
知
有
謗
﹀
摩
？

豈
不
見
︿
古
人
見
座
主
︐
乃
喚
座
主
︐
云

：﹃
是
汝
身
中
有
佛
︐
你
還
識
不
？
﹄
座
主
對
云

：﹃
何
處
得
与
摩
屙
屎
放
尿
佛
？
﹄﹀
？
這
个

是
︿
不
知
有
謗
﹀︒︵

7
︶

︻
日
譯
︼

師
は
言
っ
た
︑﹁
愼
重
で
あ
れ
！

禪
師
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
︒
そ
の
資
格
を
具
え
た
人
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
も
し
た
だ
ち

に
宗
乘
を
荷
い
得
る
上
根
の
人
で
な
け
れ
ば
︑
二
十
年
三
十
年
叢
林
で
修
行
が
身
に
つ
い
た
者
で
あ
っ
て
初
め
て
禪
僧
と
言
え
る
が
︑
し

か
し
大
器
大
用
を
發
揮
で
き
な
け
れ
ば
︑
半
端
者
に
す
ぎ
な
い
︒﹁
霜
雪
を
經
な
い
秋
の
冬
瓜
が
使
い
も
の
に
な
ら
ぬ
﹂
よ
う
な
も
の

だ
︒
同
じ
く
言
葉
を
用
い
て
説
法
し
︑
少
し
聽
い
て
み
れ
ば
︑
説
き
方
は
新
鮮
で
博
引
傍
證
し
︑
古
德
先
賢
の
語
に
よ
っ
て
省
悟
さ
せ
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
ん
な
も
の
は
中
途
半
端
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
も
し
も
因
果
を
撥
無
す
る
な
ら
︑
い
わ
ゆ
る
般
若
を
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誹
謗
す
る
こ
と
に
な
り
︑
佛
身
を
害
し
て
出
血
せ
し
む
る
の
と
同
罪
で
あ
る
︒
こ
の
謗
法
の
罪
に
も
三
種
あ
っ
て
區
別
す
べ
き
で
あ
る
︒

第
一
︑
今
た
だ
ち
に
﹁
自
己
こ
そ
が
佛
に
ほ
か
な
ら
ぬ
﹂
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
せ
ず
︑﹁
生
滅
腐
爛
の
無
常
の
身
が
佛
道
を
成
就
せ
る
佛

と
同
じ
に
な
れ
よ
う
か
？
﹂
な
ど
と
言
う
輩
は
︑
佛
身
を
害
し
て
出
血
せ
し
む
る
の
と
同
じ
で
︑
僧
團
を
破
壞
す
る
者
と
呼
ば
れ
る
︒

第
二
︑﹁
無
量
の
前
世
か
ら
無
明
を
引
き
ず
り
︑
顚
倒
し
た
生
き
か
た
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
︑
今
日
こ
そ
妄
念
を
や
め
た
な
ら
ば
︑
生

死
輪
廽
を
脱
し
て
︑
根
源
の
眞
理
に
歸
還
し
︑
六
根
は
消
滅
す
る
の
だ
﹂
と
考
え
る
の
も
︑
ま
た
現
在
の
誹
謗
と
な
る
︒
誹
謗
と
は
破
毀

の
別
名
で
あ
る
︒

第
三
︑﹁
自
己
本
來
の
父
母
の
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
︑
知
的
理
解
に
留
ま
っ
て
い
る
た
め
︑
知
解
を
覆
う
必
要
が
あ
る
﹂
と
言
う

の
は
︑
こ
れ
こ
そ
大
い
な
る
誹
謗
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
以
前
あ
る
人
が
南
山
に
問
う
た
︑﹁
般
若
を
誹
謗
す
る
人
に
誤
り
が
あ
り
ま
す
か
？
﹂
答
え
て
言
う
︑﹁
な
い
こ
と
が
あ

る
も
の
か
！
﹂
と
︒

師
は
言
っ
た
︑﹁
父
母
を
殺
し
︑
佛
身
を
害
し
て
出
血
せ
し
め
︑
僧
團
を
破
壞
す
る
の
は
︑
無
間
地
獄
に
陷
る
罪
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と

お
り
だ
︒
こ
れ
が
過
ち
で
な
く
て
何
で
あ
る
か
！
﹂

僧
が
問
う
︑﹁︿
飯
を
喰
わ
ぬ
人
﹀
と
は
ど
う
い
う
理
な
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
累
劫
に
わ
た
っ
て
飢
え
凍
え
る
定
め
だ
︒﹂

僧
が
問
う
︑﹁
古
人
が
言
っ
た
︿
飯
を
喰
わ
ぬ
人
﹀
と
は
︑︿
誹
謗
し
て
い
る
の
も
自
覺
せ
ぬ
﹀
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
？
﹂
師
︑﹁
い

や
︑︿
誹
謗
し
て
い
る
の
も
自
覺
せ
ぬ
﹀
の
と
自
覺
し
て
い
る
の
と
を
問
わ
ず
︑︿
法
身
と
肉
身
は
不
即
不
離
﹀
な
る
こ
と
を
認
め
な
い
の

も
誹
謗
で
あ
る
︒﹂
そ
こ
で
僧
に
問
う
た
︑﹁︿
誹
謗
し
て
い
る
の
を
自
覺
せ
ぬ
﹀
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
？

周
知
の
よ
う

に
︑︿
古
人
が
座
主
に
會
い
︑﹃
座
主
よ
！
﹄
と
呼
ん
で
問
う
た
︑﹃
そ
な
た
の
身
中
に
佛
が
お
わ
す
が
︑
そ
の
佛
を
ご
存
知
か
？
﹄
座
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主
︑﹃
そ
の
よ
う
な
糞
を
垂
れ
小
便
を
ひ
る
佛
が
お
ろ
う
か
！
﹄﹀
こ
れ
が
︿
誹
謗
し
て
い
る
の
も
自
覺
せ
ぬ
﹀
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︻
注
釋
︼

︵
1
︶
師
云

：

莫
取
次
好
！
禪
師
難
作
，
須
是
其
人
。
若
不
直
下
當
荷
得
，
也
須
三
十
、
二
十
年
叢
林
淹
浸
氣
拍
漢
始
得
，
縱
不
大
用
現

前
，
亦
是
坯
璞
。
豈
同
八
月
冬
瓜
，
銷
什
摩
霜
雪
？
一
種
葛
藤
將
去
，
且
聽
亦
清
人
耳
目
，
東
引
西
證
，
忽
因
古
德
先
賢
，
便
有
見

處
，
豈
不
是
疋
上
不
足
，
比
下
有
餘
？
　﹁
禪
師
難
作
﹂
と
は
唐
末
五
代
に
禪
僧
と
な
る
者
が
爆
發
的
に
増
加
し
て
禪
宗
界
に
大
衆
化

現
象
が
起
こ
り
︑
質
の
低
下
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
發
せ
ら
れ
た
警
告
で
あ
ろ
う
︒
當
時
藩
鎭
の
將
帥
が
禪
師
に
歸
依
し
︑

各
地
に
競
っ
て
私
的
戒
壇
を
設
け
て
度
僧
し
た
︒
た
と
え
ば
閩
の
王
氏
は
雪
峯
義
存
禪
師
に
歸
依
し
て
︑
た
び
た
び
大
規
模
な
度
僧
を

お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
多
く
が
禪
僧
と
な
っ
て
禪
宗
界
の
規
模
が
膨
れ
あ
が
り
︑
叢
林
が
林
立
し
︑
行
脚
の
禪
僧
が
横
行
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒
僧
に
三
種
あ
り
︑
律
師
︑
法
師
︑
禪
師
で
あ
る
が
︑
禪
師
は
專
門
に
研
究
す
る
所
依
の
經
典
も
な
く
︑
戒
律
も
本
來
清
淨

な
る
自
由
の
身
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
執
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
言
い
︑﹁
己
事
究
明
﹂
を
標
榜
し
︑
問
答
を
通
じ
て
開
悟
の
激
發
の

契
機
を
求
め
て
諸
方
を
流
浪
行
脚
す
る
︑
任
運
隨
緣
の
生
き
方
を
理
想
と
し
た
︒
こ
の
無
礙
自
在
の
思
想
が
出
家
者
を
集
め
た
の
で
あ

る
︒
ゆ
え
に
無
殷
は
﹁
莫
取
次
好
！
﹂︵
禪
宗
を
安
易
に
考
え
て
は
な
ら
ぬ
︶
と
警
告
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
當
荷
﹂
は
﹁
即
心
是
佛
﹂
と

い
う
禪
の
宗
乘
を
わ
が
事
と
し
て
荷
う
こ
と
︒﹁
三
十
︑
二
十
年
叢
林
淹
浸
氣
拍
漢
﹂
と
は
長
期
に
わ
た
っ
て
行
脚
し
︑
各
地
の
叢
林

で
修
行
を
續
け
て
︑
修
行
生
活
が
身
に
つ
い
た
筋
金
入
り
の
禪
僧
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
淹
浸
﹂
は
水
没
の
意
で
あ
る
か
ら
︑﹁
行

脚
と
叢
林
の
生
活
に
馴
染
ん
で
そ
の
臭
氣
が
人
を
拍
つ
禪
者
﹂
と
は
︑
未
だ
開
悟
し
て
住
持
す
る
に
は
到
ら
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
得

意
に
な
っ
て
禪
臭
ふ
ん
ぷ
ん
︑
と
い
う
皮
肉
を
こ
め
た
言
い
か
た
で
あ
ろ
う
︒﹁
坯
璞
﹂
は
陶
器
の
未
完
成
品
を
い
う
︒﹁
豈
同
八
月
冬

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
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瓜
︐
銷
什
摩
霜
雪
？
﹂︵
豈
に
八
月
の
冬と
う

瓜が
ん

の
什な

摩ん

の
霜
雪
を
か
銷も
ち

い
ん
に
同
じ
か
ら
ん
？
︶
は
未
熟
の
冬
瓜
の
こ
と
︒
冬
瓜
は
春
に

種
を
植
え
︑
秋
八
月
に
摘
果
し
て
一
部
だ
け
を
の
こ
し
︑
冬
十
月
に
霜
の
降
り
た
あ
と
大
き
く
成
熟
し
た
も
の
を
收
穫
す
る
︵﹃
齊
民

要
術
﹄
卷
二
﹁
種
冬
瓜
法
﹂
︶︒
霜
の
降
り
た
後
は
表
面
に
白
粉
を
生
じ
︑
白
い
纖
維
質
は
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
な
り
︑
こ
れ
を
衣
服

の
洗
濯
に
用
い
る
︵﹃
本
草
綱
目
﹄
卷
二
八
菜
部
﹁
冬
瓜
﹂
︶︒﹁
一
種
葛
藤
將
去
﹂
以
下
は
言
葉
を
用
い
る
説
法
は
︑﹁
直
下
當
荷
得
﹂

と
い
う
禪
僧
と
し
て
の
第
一
義
か
ら
す
れ
ば
二
義
的
な
方
便
に
す
ぎ
ず
︑
た
と
い
博
引
傍
證
︑
縱
横
無
盡
に
説
法
し
た
と
し
て
も
誇
る

ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
疋
上
不
足
︐
比
下
有
餘
﹂︵
中
途
半
端
︶
と
い
う
結
果
と
な
る
︵﹁
疋
﹂
は
﹁
匹
﹂
の
俗
字
で
︑
滂
母
﹇
p’
﹈ 

入
聲
︒﹁
比
﹂
幫
母
﹇
p
﹈
上
聲
と
通
用
︑
清
濁
混
用
︶︒
む
し
ろ
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
謗
法
の
罪
を
犯
さ
ぬ
よ
う
注
意
せ

よ
︑
と
し
て
以
下
に
謗
法
の
三
分
類
を
説
く
︒

︵
2
︶
若
撥
無
因
果
，
便
同
謗
於
般
若
、
出
佛
身
血
一
般
。
此
謗
亦
須
區
分　

説
法
に
お
い
て
最
も
忌
む
べ
き
こ
と
と
し
て
﹁
因
果
を
撥

無
︵
否
認
︶
す
る
﹂
こ
と
を
擧
げ
る
︒
佛
教
教
理
と
し
て
の
因
果
論
は
十
二
支
緣
起
よ
り
因
果
應
報
に
至
る
ま
で
一
貫
し
た
主
張
で
あ

る
が
︑
こ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
は
︑
般
若
波
羅
蜜
︵
智
慧
の
完
成
︶
に
到
る
修
行
體
系
へ
の
誹
謗
︑
無
間
地
獄
に
墮
ち
る
五
つ
の
大
罪

︵
殺
父
︑
殺
母
︑
害
阿
羅
漢
︑
惡
心
出
佛
身
血
︑
破
和
合
僧
︶
を
犯
す
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
︑
佛
教
そ
の
も
の
の
否
定
に
到
る
と
言

う
︒
具
體
的
に
は
以
下
に
三
分
類
し
て
説
か
れ
る
が
︑
當
時
の
禪
僧
の
説
法
に
對
す
る
批
判
で
あ
る
︒

︵
3
︶
第
一
，
現
今
不
信
自
己
即
佛
，〈
何
處
生
滅
壞
爛
之
身
得
成
佛
道
？
〉
如
此
之
輩
，
亦
同
出
佛
身
血
，
喚
作
破
和
合
僧　

正
法
を
誹

謗
す
る
第
一
は
︑﹁
自
己
こ
そ
が
佛
に
ほ
か
な
ら
ぬ
﹂︵
即
心
是
佛
︶
こ
と
を
わ
が
信
念
と
せ
ず
︑﹁
無
常
の
身
が
佛
道
を
完
成
で
き
る

わ
け
が
な
い
﹂
と
公
言
す
る
こ
と
が
五
無
間
業
で
あ
る
︒﹁
即
心
是
佛
﹂
と
い
う
佛
性
論
は
禪
宗
思
想
の
基
調
と
し
て
普
遍
的
に
公
認

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
禪
僧
の
な
か
に
は
教
宗
の
傳
統
的
教
理
に
馴
染
ん
で
︑
佛
位
を
到
達
不
可
能
な
至
高
の
位
置
に
置
い
て
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讚
仰
禮
拜
の
對
象
と
す
る
者
も
︑
な
お
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
4
︶
第
二
，〈
曠
大
劫
來
無
明
相
隨
，
習
業
顚
倒
，
便
須
今
日
息
念
歸
眞
，
壞
除
生
死
，
六
根
銷
落
〉，
亦
得
爲
今
時
謗
。
謗
是
毀
之
異

名
也　

第
二
の
﹁
妄
念
を
や
め
︑
根
源
に
立
ち
返
れ
ば
︑
輪
廽
を
脱
出
し
︑
六
根
は
消
滅
す
る
﹂
と
は
傳
統
的
教
理
の
説
く
︑﹁
修
行

に
よ
っ
て
凡
位
よ
り
聖
位
に
至
ら
ん
﹂
と
す
る
修
道
論
で
あ
る
︒

︵
5
︶
第
三
，〈
知
有
自
己
本
生
父
母
，
爲
有
知
解
，
却
須
鞔
過
〉，
亦
喚
作
大
謗
　﹁
自
己
本
生
の
父
母
﹂
と
は
自
己
を
成
立
さ
せ
る
根
源

た
る
本
性
︵
佛
性
︶
の
こ
と
︒﹁
鞔
﹂
は
蓋
覆
の
義
︵﹃
玄
應
音
義
﹄
卷
一
四
﹇
四
分
律
卷
五
一
﹈：

莫
干
切
︐﹃
蒼
頡
篇
﹄
云

：

鞔
︐
覆

也
︒﹃
周
禮
﹄
云

：

棧
車
無
革
鞔
︒
今
謂
覆
蓋
爲
鞔
︐
是
也
︒︶
こ
こ
で
は
知
解
を
覆
う
べ
き
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁
自
己
本
生
の
父
母
﹂

の
あ
る
こ
と
を
知
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
︑
わ
が
身
に
お
い
て
感
得
す
べ
き
だ
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
も
﹁
大

謗
﹂
で
あ
る
と
は
︑
な
お
肉
身
と
法
身
を
觀
念
的
對
立
的
に
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
が
禪
僧
と
し
て
の
最
大
の
謗
法
だ
と

斷
ず
る
︒

︵
6
︶
不
見〈
當
時
亦
有
人
問
南
山

：

謗
般
若
底
人
還
有
過
也
無
？
答
云

：

作
摩
無
？
〉
？
師
云

：

不
見
道〈
殺
父
害
母
，
出
佛
身
血
，
破

和
合
僧
〉，
不
是
過
，
是
什
摩
？
　
こ
の
南
山
の
對
話
は
未
詳
︒

︵
7
︶
僧
問

：
古
人
云

：〈
如
人
不
喫
飯
〉，
未
審
此
理
如
何
？
師
云

：

不
見
道〈
累
劫
受
飢
寒
〉
？
僧
云

：

只
如
古
人
云〈
不
喫
飯
〉，
豈
不

是〈
不
知
有
謗
﹀？
師
云

：

無
。
非
論
不
知
有
謗
，
直
得
是
知
有
，
不
肯
亦
是
謗
。
乃
問
僧

：

汝
還
會〈
不
知
有
謗
〉摩
？
豈
不
見〈
古
人

見
座
主
，
乃
喚
座
主
，
云

：

是
汝
身
中
有
佛
，
你
還
識
不
？
座
主
對
云

：

何
處
得
与
摩
屙
屎
放
尿
佛
？
〉
這
个
是〈
不
知
有
謗
〉﹁
不
喫

飯
﹂
を
め
ぐ
る
商
量
の
引
用
は
い
づ
れ
も
未
詳
で
あ
る
が
︑
主
題
は
法
身
で
あ
り
︑
雲
門
文
偃
の
對
話
に
も
と
づ
く
︒

師
問
僧

：﹁
法
身
還
喫
飯
麼
？
﹂
僧
云

：﹁
諸
方
老
宿
不
肯
︐
法
身
無
形
無
相
︐
作
麼
生
喫
？
﹂
師
云

：﹁
與
麼
道
︐
夢
見
法
身
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麼
？
﹂︵﹃
雲
門
廣
錄
﹄
卷
下
︶

︵
師
が
僧
に
問
う
︑﹁
法
身
は
飯
を
喰
う
で
あ
ろ
う
か
？
﹂
僧
︑﹁
よ
そ
の
老
師
は
そ
ん
な
説
は
認
め
て
い
ま
せ
ん
︒
法
身
は
無
形

無
相
で
す
か
ら
︑
ど
う
し
て
飯
を
喰
う
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う
か
？
﹂
師
︑﹁
そ
う
い
う
考
え
で
は
法
身
を
夢
に
も
見
て
は
い

な
い
︒﹂
︶

教
理
で
は
僧
の
言
う
と
お
り
︑
法
身
は
超
越
的
で
あ
り
︑
肉
身
と
は
次
元
が
異
な
る
︒
し
か
し
雲
門
は
﹁
法
身
と
肉
身
は
不
即
不
離
﹂

に
し
て
一
體
な
る
ゆ
え
に
︑
法
身
は
觀
念
で
は
な
い
と
し
て
︑
敢
え
て
﹁
法
身
は
飯
を
喰
う
﹂
と
言
っ
た
︒
無
殷
禪
師
は
こ
れ
を
承
け

て
︑﹁
飯
を
喰
わ
な
い
﹂
と
言
う
こ
と
が
正
法
を
誹
謗
す
る
行
爲
だ
︑
觀
念
的
に
知
る
知
ら
ぬ
に
か
か
わ
ら
ず
︑
事
實
と
し
て
認
め
な

い
の
が
謗
法
の
大
罪
だ
と
言
う
の
で
あ
る
︒

︻
十
︼﹁
大
凡
出
言
吐
氣
︐
不
可
和
泥
合
水
去
也
︒
夫
與
人
爲
師
匠
︐
豈
是
草
草
之
流
？︵

1
︶
且
説
一
種
本
自
眞
如
︐
非
同
堦
降
︐
不
假
修

證
︐
何
藉
劬
勞
？
衆
聖
興
不
加
︐
千
人
退
時
難
減
︵
原
誤
作
﹁
滅
﹂
︶︒︵

2
︶
既
導
其
事
︐
須
賴
其
人
︒
若
不
通
明
︐
焉
知
如
理
？
然
則

二
者
既
達
︐
表
裏
未
亡
︐
滯
有
法
之
所
牽
︐
遭
無
爲
之
所
束
︐
則
須
泯
其
能
所
︐
妄
慮
俱
銷
︐
如
豁
虛
空
︐
倐悠
然
無
寄
︐
始
得
功
成
德

立
︐
位
穪
本
情
︒
果
既
將
成
︐
大
事
圓
辦
︐
始
得
記
位
︐
兜
率
獨
尊
︐
超
乎
群
品
︐
亦
如
樹
果
一
般
︐
方
爲
穪
斷
︒︵

3
︶
守
此
爲
解
︐
煖

瘵
將
凌
︐
脱
病
不
粘
︐
謂
言
無
辯
︒
一
色
之
義
已
立
︐
雙
分
之
理
須
知
︐
所
以
瀏
︵
原
作
劉
︶
陽
云

：﹃
一
色
後
如
何
？
﹄
答
云

：﹃
有
人

長
歡
喜
︐
有
人
嗔
迫
迫
地
︒﹄
亦
如
泐
︵
原
作
氻
︶
潭
云

：﹃
貓
兒
口
裏
雀
兒
飛
︒﹄
須
此
一
格
始
得
︐
餘
則
不
可
論
也
︒﹂︵

4
︶

︻
日
譯
︼
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お
よ
そ
言
葉
を
も
ち
い
て
談
論
す
る
際
に
は
︑
人
を
導
く
方
便
に
溺
れ
て
は
な
ら
ぬ
︒
そ
も
そ
も
人
の
師
匠
と
し
て
法
を
説
く
こ
と
は
︑

い
い
か
げ
ん
な
人
間
の
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
︒
禪
家
も
教
家
も
ひ
と
し
く
眞
如
佛
性
を
説
く
の
で
あ
る
が
︑
教
家
が
説
く
よ
う
な

﹁
修
行
の
成
果
に
よ
っ
て
段
階
が
あ
る
﹂
と
す
る
の
と
同
じ
で
は
な
い
︒
佛
性
は
も
と
よ
り
人
人
具
有
で
あ
っ
て
︑
修
行
を
積
む
こ
と
に

よ
っ
て
證
悟
す
る
必
要
は
な
く
︑
何
の
努
力
も
苦
勞
も
い
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒
諸
佛
が
現
わ
れ
て
法
を
説
い
て
救
濟
し
よ
う
と
し
て
も
佛
性

が
増
え
る
わ
け
で
は
な
く
︑
如
來
の
説
法
の
場
か
ら
五
千
人
の
増
上
慢
が
席
を
起
っ
て
出
て
行
っ
た
と
し
て
も
︑
佛
性
が
減
る
わ
け
で
は

な
い
︒
人
び
と
を
﹁
自
己
の
本
分
を
知
る
﹂
と
い
う
一
大
事
に
導
く
に
は
︑
ふ
さ
わ
し
い
大
力
量
の
人
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
ま
た
相
手

も
通
明
の
智
慧
の
持
ち
主
で
な
け
れ
ば
︑
ど
う
し
て
眞
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
か
？

説
く
側
の
大
力
量
の
人
と
聽
く
側
の
通
明
の

智
慧
の
持
ち
主
が
そ
ろ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
説
く
側
が
教
え
︑
聽
く
側
が
教
え
ら
れ
る
﹂
と
い
う
立
場
の
對
立
が
あ
る
と
︑
説
く
側
も

︿
説
く
べ
き
法
が
あ
る
﹀
と
い
う
誤
り
に
引
き
ず
ら
れ
︑
聽
く
側
も
︿
も
は
や
爲
す
べ
き
事
は
な
い
﹀
と
い
う
誤
り
に
縛
ら
れ
る
︒
必
ず

や
﹁
説
き
手
が
教
え
︑
聽
き
手
が
教
え
ら
れ
る
﹂
と
い
う
關
係
を
解
消
し
︑
雙
方
の
妄
念
が
と
も
に
消
失
し
去
り
︑
か
ら
り
と
虚
空
の
ご

と
く
︑
瞬
時
に
依
存
す
べ
き
も
の
な
き
狀
態
と
な
っ
て
︑
初
め
て
功
德
が
完
成
し
︑
本
情
に
か
な
う
と
い
う
地
平
に
到
る
︒
成
果
が
結
實

し
︑
一
大
事
が
圓
成
せ
ん
と
す
る
時
︑
成
佛
が
預
言
さ
れ
た
最
高
位
の
兜
率
天
に
初
め
て
到
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
︑
木
の
實
が
成
熟
す

る
の
と
同
じ
道
理
で
︑
こ
こ
に
到
っ
て
初
め
て
穪
讚
に
値
す
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
留
ま
っ
て
知
解
と
な
し
︑
病
を
治
療
し
て
癒
え
︑
病
か

ら
脱
却
し
て
︑
も
は
や
こ
れ
以
上
辯
ず
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
は
な
ら
ぬ
︒
眞
如
平
等
の
世
界
を
見
た
と
し
て
も
︑
な
お
評
價
が
二
つ

に
分
か
れ
る
道
理
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
す
な
わ
ち
︑
瀏
陽
の
問
答
に
言
う
︑﹁
平
等
一
色
の
世
界
を
見
た
あ
と
は
ど
う
な

る
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
答
え
た
︑﹁
感
激
し
て
喜
ぶ
人
も
あ
れ
ば
︑
不
滿
で
嗔
る
人
も
あ
る
︒﹂
ま
た
泐
潭
和
尚
は
言
っ
た
︑﹁
猫
の
口
か

ら
雀
が
飛
び
出
た
！
﹂
こ
の
境
地
に
到
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
︑
さ
ら
に
と
や
か
く
論
ず
べ
き
で
は
な
い
︒

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想

　

―
―

　﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
二
﹁
禾
山
和
尚
章
﹂
研
究

― 127 ―



︻
注
釋
︼

︵
1
︶
大
凡
出
言
吐
氣
，
不
可
和
泥
合
水
去
也
。
夫
與
人
爲
師
匠
，
豈
是
草
草
之
流
？　
﹁
出
言
吐
氣
﹂
は
言
葉
を
用
い
て
法
を
説
く
こ

と
︒﹁
和
泥
合
水
﹂
は
泥
ま
み
れ
︒
方
便
︵
言
葉
︶
に
よ
っ
て
人
を
懇
切
に
指
導
す
る
こ
と
を
シ
ニ
カ
ル
に
言
う
︒﹁
草
草
之
流
﹂
は
い

い
か
げ
ん
な
︑
不
謹
愼
な
︑
禪
僧
と
し
て
の
資
格
に
缺
け
る
老
師
︒
以
下
こ
の
一
段
は
教
理
を
超
え
た
禪
僧
と
し
て
の
あ
り
う
べ
き
認

識
を
説
く
︒

︵
2
︶
且
説
一
種
本
自
眞
如
，
非
同
堦
降
，
不
假
修
證
，
何
藉
劬
勞
？
衆
聖
興
不
加
，
千
人
退
時
難
減　

こ
こ
で
は
教
家
と
禪
家
の
違
い

を
言
う
︒
教
家
も
禪
家
も
と
も
に
眞
如
佛
性
を
説
く
の
で
あ
る
が
︑
教
家
の
説
で
は
修
行
の
階
梯
を
踏
ん
で
も
︑
機
根
の
優
劣
に
よ
っ

て
到
達
の
ラ
ン
ク
︵
堦
降
︶
が
複
雜
多
岐
に
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
禪
家
は
﹁
不
假
修
證
﹂︵
修
行
に
よ
っ
て
證
悟
す
る

の
で
は
な
い
︶
と
主
張
す
る
︒﹃
臨
濟
錄
﹄
に
言
う
︑

你
諸
方
言
道

：﹁
有
修
有
證
︒﹂
莫
錯
！
設
有
修
得
者
︐
皆
是
生
死
業
︒
你
言
六
度
萬
行
齊
修
︐
我
見
皆
是
造
業
︒
求
佛
求
法
即
是

造
地
獄
業
︐
求
菩
提
亦
是
造
業
︐
看
經
看
教
亦
是
造
業
︒
佛
與
祖
師
是
無
事
人
︒
所
以
有
漏
有
爲
︑
無
漏
無
爲
︐
爲
清
淨
業
︒︵
示

衆
︶︵

諸
君
ら
の
と
こ
ろ
で
は
﹁
修
行
し
て
眞
理
を
悟
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
︑
考
え
ち
が
い
を
し
て
は
な
ら
ぬ
！

た
と
い
そ
う
い

う
修
行
を
し
た
と
こ
ろ
で
︑
み
な
生
死
輪
廽
の
業
に
ほ
か
な
ら
ぬ
︒
諸
君
ら
は
﹁
六
度
萬
行
の
す
べ
て
を
修
せ
ん
﹂
と
言
う
が
︑

わ
た
し
か
ら
見
れ
ば
み
な
造
業
︑
佛
を
求
め
法
を
求
め
る
の
は
地
獄
行
き
の
業
︑
悟
り
を
求
め
る
の
も
造
業
︑
經
典
を
讀
む
の
も

造
業
で
あ
る
︒
佛
陀
と
祖
師
が
た
は
︑
外
に
何
も
求
め
ず
爲
す
こ
と
の
な
い
無
事
の
人
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
煩
惱
の
有
爲
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の
お
こ
な
い
は
む
ろ
ん
悪
業
だ
が
︑
煩
惱
な
き
無
爲
の
お
こ
な
い
も
︑
清
淨
と
い
う
業
な
の
で
あ
る
︒︶　

道
流
！
諸
方
説

：﹁
有
道
可
修
︐
有
法
可
證
︒﹂
你
説
證
何
法
？
修
何
道
？
你
今
用
處
欠
少
什
麼
物
？
修
補
何
處
？
後
生
小
阿
師
不

會
︐
便
即
信
者
般
野
狐
精
魅
︐
許
他
説
事
︐
繫
縛
他
人
︐
言
道

：﹁
理
行
相
應
︐
護
惜
三
業
︐
始
得
成
佛
︒﹂
如
此
説
者
︐
如
春
細

雨
︒
古
人
云

：﹁
路
逢
修
道
人
︐
第
一
莫
向
道
︒﹂
所
以
言

：﹁
若
人
修
道
道
不
行
︐
萬
般
邪
境
競
頭
生
︒
智
劒
出
來
無
一
物
︐
明
頭

未
顯
暗
頭
明
︒﹂
所
以
古
人
云

：﹁
平
常
心
是
道
︒﹂︵
示
衆
︶

︵
諸
君
！

き
み
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
﹁
修
す
べ
き
道
が
あ
り
︑
悟
る
べ
き
法
が
あ
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
で
は
訊
く
が
︑
い
っ

た
い
何
の
法
を
悟
り
︑
何
の
道
を
修
す
る
の
か
？

い
ま
こ
う
し
て
活
動
し
て
い
る
き
み
た
ち
に
︑
い
っ
た
い
何
が
缺
け
て
い
る

と
い
う
の
か
？

ど
こ
を
修
理
し
て
繕
お
う
と
い
う
の
か
？

新
米
の
坊
主
ど
も
は
こ
の
こ
と
が
わ
か
ら
ず
︑
あ
あ
い
っ
た
狐
ツ

キ
の
輩
が
説
法
し
て
人
を
し
ば
り
つ
け
︑﹁
教
え
ら
れ
た
教
理
ど
お
り
に
自
ら
修
行
し
︑
心
口
意
の
三
業
の
清
淨
を
大
切
に
守
っ

て
︑
初
め
て
佛
道
を
完
成
で
き
る
﹂
な
ど
と
言
う
の
に
丸
め
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
言
う
者
は
春
の
細
雨
の
ご
と
く
絶
え

な
い
︒
古
人
は
言
う
︑﹁
道
を
修
し
て
い
る
人
に
出
逢
っ
た
ら
︑
け
っ
し
て
話
し
か
け
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
︒
ゆ
え
に
ま
た
︑﹁
も
し

道
を
修
し
よ
う
と
す
る
な
ら
︑
道
は
歩
け
な
い
︒
あ
ら
ゆ
る
邪
鬼
悪
魔
が
殺
到
し
て
妨
げ
る
の
だ
︒
だ
が
智
慧
の
劍
を
一
振
り
す

れ
ば
︑
す
べ
て
消
え
失
せ
︑
光
明
が
眞
っ
暗
に
︑
暗
黒
が
明
る
い
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
ゆ
え
に
ま
た
︑﹁
平
常
の
心
で
生
活
す
る
こ

と
が
道
で
あ
る
﹂
と
言
う
︒︶

﹁
衆
聖
興
不
加
︐
千
人
退
時
難
減
﹂
は
︑
諸
佛
の
説
く
法
を
聽
い
て
も
︑
自
己
に
具
わ
る
佛
性
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
く
︑
靈
鷲
山
で

如
來
が
法
を
説
こ
う
と
し
た
時
に
五
千
人
の
増
上
慢
が
退
席
し
た
︵﹃
法
華
經
﹄
方
便
品
︶
と
し
て
も
︑
佛
性
が
減
る
わ
け
で
は
な

い
︒
後
句
の
﹁
難
減
﹂
は
原
文
が
﹁
難
滅
﹂
に
作
る
の
を
︑
前
句
の
﹁
不
加
﹂
と
對
句
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
︑
形
似
の
誤
り
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と
見
て
改
め
た
︒
本
書
卷
二
﹁
惠
能
和
尚
章
﹂
に
﹁︵
其
性
︶
處
凡
不
減
︐
在
聖
不
増
﹂
と
言
う
の
に
同
じ
︒

︵
3
︶
既
導
其
事
，
須
賴
其
人
。
若
不
通
明
，
焉
知
如
理
？
然
則
二
者
既
達
，
表
裏
未
亡
，
滯
有
法
之
所
牽
，
遭
無
爲
之
所
束
，
則
須
泯

其
能
所
，
妄
慮
俱
銷
，
如
豁
虛
空
，
倐悠
然
無
寄
，
始
得
功
成
德
立
，
位
稱
本
情
。
果
既
將
成
，
大
事
圓
辦
，
始
得
記
位
，
兜
率
獨
尊
，

超
乎
群
品
，
亦
如
樹
果
一
般
，
方
爲
稱
斷
　
こ
の
段
は
法
を
説
く
側
︵
老
師
︶
と
法
を
聽
く
側
︵
修
行
僧
︶
の
問
題
を
論
ず
る
︒
唐
末

五
代
に
禪
宗
界
が
大
衆
化
し
た
情
況
下
に
お
い
て
︑
師
資
の
契
合
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
︒﹁
既
導
其
事
︐
須
賴
其
人
︒
若
不
通

明
︐
焉
知
如
理
？
﹂
は
︑
次
に
﹁
二
者
﹂
と
言
っ
て
い
る
か
ら
︑
前
句
が
説
法
す
る
側
︑
後
句
が
聽
法
す
る
側
で
あ
る
︒﹁
滯
有
法
之

所
牽
︐
遭
無
爲
之
所
束
﹂
も
同
じ
︒﹁
有
法
之
所
牽
﹂
は
﹁
説
く
べ
き
法
が
あ
る
﹂
と
い
う
老
師
の
誤
っ
た
認
識
で
あ
り
︑﹁
無
爲
之
所

束
﹂
は
聽
法
の
修
行
者
の
﹁
無
事
﹂
に
安
住
す
る
執
わ
れ
︒
本
來
﹁
無
事
﹂
で
あ
る
以
上
︑﹁
平
常
心
﹂
で
生
活
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

っ
て
︑﹁
こ
と
さ
ら
な
修
行
の
意
欲
を
持
た
ず
︑
是
非
の
分
別
取
捨
の
心
を
起
こ
さ
ず
︑
斷
見
常
見
の
偏
向
に
陷
ら
ず
︑
凡
聖
の
價
値

に
執
わ
れ
ず
︑
今
の
行
住
坐
臥
の
日
常
生
活
に
お
け
る
︑
場
合
に
應
じ
て
適
切
に
は
た
ら
く
お
こ
な
い
が
︑
す
べ
て
道
に
か
な
っ
て
い

る
﹂︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
二
八
﹁
江
西
大
寂
道
一
禪
師
示
衆
﹂
︶
と
い
う
馬
祖
禪
洪
州
宗
の
主
張
に
依
據
す
る
姿
勢
で
あ
る
が
︑
こ
れ

も
︑﹁
無
事
無
爲
の
人
も
猶な是
お
金
鎖
の
難
あ
り
﹂︵
本
書
卷
一
五
﹁
盤
山
和
尚
章
﹂
︶
と
批
判
さ
れ
る
硬
直
し
た
教
條
主
義
と
な
り
が

ち
で
あ
る
︒﹁
無
事
無
爲
﹂
は
高
ら
か
な
理
想
で
あ
る
が
︑
安
易
な
現
狀
肯
定
に
陷
る
庸
俗
的
理
解
が
蔓
延
し
て
い
た
︒
こ
の
ア
ポ
リ

ア
を
い
か
に
克
服
す
る
か
？

無
殷
は
そ
こ
で
上
述
の
﹁
精
神
の
流
動
﹂
を
提
起
す
る
︒﹁
須
泯
其
能
所
︐
妄
慮
俱
銷
﹂
以
下
は
そ
の

克
服
で
あ
り
︑
能
所
對
立
の
泯
滅
︑
教
理
と
﹁
無
事
禪
﹂
の
止
揚
に
よ
っ
て
﹁
虚
空
﹂
の
如
き
心
境
に
到
る
と
言
う
︒﹁
穪
斷
﹂
は

﹁
斷
﹂︵﹁
斷
絶
﹂
と
い
う
場
合
の
優
れ
る
意
︶
で
あ
る
と
﹁
穪
﹂︵
穪
讚
︶
す
る
意
︒﹁
彌
勒
上
生
經
講
經
文
﹂︵﹃
敦
煌
變
文
集
﹄
︶
に

﹁
堂
堂
好
个
丈
夫
兒
︐
頭
面
身
才
︵
材
︶
皆
穪
斷
︒
二
十
三
十
幷
四
十
︐
英
雄
總
擬
占
春
光
﹂︵
堂
々
た
る
立
派
な
大
丈
夫
︑
顔
も
體
軀

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
册

― 130 ―



も
ず
ば
ぬ
け
て
素
晴
ら
し
い
︒
二
十
代
か
ら
四
十
代
ま
で
の
︑
男
盛
り
春
の
光
を
獨
り
占
め
す
る
ま
す
ら
お
ぶ
り
︶︒
本
書
卷
二
﹁
弘

忍
和
尚
章
﹂
に
弘
忍
が
惠
能
を
長
江
の
岸
邊
ま
で
送
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
對
岸
へ
渡
る
舟
を
漕
ぐ
場
面
に
︑﹁
大
師
遂
到
江
邊
︐
昇
小
船

子
︒
師
自
把
櫓
︐
行
者
曰

：﹃
ム
甲
把
櫓
︒﹄
師
云

：﹃
你
莫
閙
！

我
若
穪
斷
︐
是
你
囑
我
；
你
若
穪
斷
︐
是
我
囑
你
︒﹄﹂︵
大
師
は
長

江
の
岸
邊
ま
で
送
り
︑
小
舟
に
乘
っ
て
み
づ
か
ら
櫓
を
取
っ
て
漕
ご
う
と
す
る
と
︑
行
者
が
﹃
わ
た
く
し
が
漕
ぎ
ま
す
︒﹄
師
は
︑﹃
靜

か
に
せ
い
！

わ
し
が
優
れ
て
お
る
な
ら
︑
お
ま
え
は
わ
し
に
頼
れ
ば
よ
い
が
︑
お
ま
え
の
方
が
優
れ
て
お
る
の
だ
か
ら
︑
わ
し
が
お

ま
え
に
頼
る
の
だ
︒﹄
︶

︵
4
︶
守
此
爲
解
，
煖
瘵
將
凌
，
脫
病
不
粘
，
謂
言
無
辯
。
一
色
之
義
已
立
，
雙
分
之
理
須
知
，
所
以
瀏
陽
云

：

一
色
後
如
何
？
答
云

：

有
人
長
歡
喜
，
有
人
嗔
迫
迫
地
。
亦
如
泐
潭
云

：

貓
兒
口
裏
雀
兒
飛
。
須
此
一
格
始
得
，
餘
則
不
可
論
也　

前
の
段
階
を
究
極
と
せ

ず
︑
さ
ら
に
超
出
す
べ
き
こ
と
を
言
う
︒
前
の
段
階
は
成
佛
と
い
う
一
大
事
が
成
就
す
る
も
の
で
︑
教
家
も
こ
こ
を
目
指
す
が
︑
禪
家

は
こ
れ
を
﹁
一
色
邊
事
﹂
と
穪
し
て
︑
こ
れ
を
究
極
と
は
せ
ず
︑
安
住
す
る
こ
と
を
戒
め
る
︒﹁
一
色
﹂
と
は
雪
が
霽
れ
た
白
一
色
の

世
界
の
こ
と
で
︑
萬
物
存
在
を
無
差
別
平
等
に
觀
察
す
る
佛
の
認
識
の
地
平
に
達
す
る
こ
と
を
言
う
︒
こ
れ
を
絶
對
視
せ
ぬ
禪
家
は
︑

そ
の
問
答
で
﹁
一
色
﹂
を
問
い
︑
さ
ら
に
﹁
一
色
後
﹂
を
論
じ
て
そ
の
立
場
を
示
す
︒

問

：﹁
如
何
是
一
色
？
﹂
師
曰

：﹁
不
隨
︒﹂
曰

：﹁
一
色
後
如
何
？
﹂
師
曰

：﹁
有
闍
梨
承
當
分
也
無
？
﹂︵﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
卷
一
二

﹁
灌
谿
志
閑
禪
師
章
﹂
臨
濟
義
玄
の
弟
子
︶

︵
問
う
︑﹁︿
一
色
﹀
と
い
う
こ
と
を
ど
う
受
け
と
め
ま
す
か
？
﹂
師
︑﹁
隨
わ
ぬ
︒﹂
僧
︑﹁︿
一
色
﹀
を
得
た
の
ち
は
ど
う
で
す

か
？
﹂
師
︑﹁
そ
な
た
は
そ
ん
な
質
問
を
し
て
︑︿
一
色
の
後
﹀
を
引
き
受
け
る
資
格
が
あ
る
の
か
？
﹂
︶

問

：﹁
如
何
是
一
色
？
﹂
師
云

：﹁
九
月
嚴
寒
節
︒﹂
云

：﹁
一
色
後
如
何
？
﹂
師
云

：﹁
家
家
造
寒
衣
︒﹂︵﹃
古
尊
宿
語
錄
﹄
卷
一
〇

唐
末
五
代
禪
宗
の
思
想

　

―
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﹁
幷
州
承
天
嵩
禪
師
語
錄
﹂
首
山
省
念
の
弟
子
︶

︵
問
う
︑﹁︿
一
色
﹀
と
い
う
こ
と
を
ど
う
受
け
と
め
ま
す
か
？
﹂
師
︑﹁
九
月
は
も
う
雪
の
嚴
寒
の
時
節
だ
︒﹂
僧
︑﹁︿
一
色
﹀
を

得
た
の
ち
は
ど
う
で
す
か
？
﹂
師
︑﹁
ど
の
家
で
も
防
寒
衣
を
造
る
︒﹂
︶

こ
の
二
則
は
臨
濟
系
禪
師
の
對
話
で
あ
る
が
︑
い
づ
れ
も
﹁
一
色
﹂︑﹁
一
色
後
﹂
と
い
う
境
界
を
ま
る
で
評
價
し
て
い
な
い
︒
本
則
の

引
用
す
る
二
話
も
同
樣
で
︑﹁
瀏
陽
﹂
は
湖
南
潭
州
瀏
陽
縣
道
吾
山
の
圓
智
和
尚
︑
あ
る
い
は
霜
華
山
の
石
霜
慶
諸
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
一

色
後
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
有
人
長
歡
喜
︐
有
人
嗔
迫
迫
地
﹂
と
言
っ
た
︒
前
の
人
は
教
理
學
者
を
︑
後
の
人
は
禪
僧
を
指
す
︵
こ
の
話
頭

は
未
詳
︶︒
次
の
泐
潭
和
尚
︵
未
詳
︒
泐
潭
寶
峯
禪
院
は
洪
州
建
昌
縣
に
あ
り
︑
馬
祖
塔
の
塔
頭
に
住
持
し
た
人
で
あ
ろ
う
︶
の
﹁
一

色
後
如
何
？
﹂
の
答
え
﹁
貓
兒
口
裏
雀
兒
飛
﹂︵
貓
は
捕
ま
え
た
雀
に
逃
げ
ら
れ
た
︶
は
︑﹁
一
色
﹂
も
幻
想
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
︒﹁
須
此
一
格
始
得
︐
餘
則
不
可
論
也
﹂︑
そ
れ
以
上
は
論
ず
べ
き
で
は
な
い
︑
と
言
う
︒
雲
門
文
偃
の
語
で
言
え
ば
﹁
佛
向
上
﹂

︵
佛
の
境
地
の
さ
ら
に
上
︶
と
い
う
問
題
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
自
己
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
觀
念
的
超
越
主
義
は
さ
ら
に

﹁
自
己
向
上
﹂
を
措
定
し
︑
ま
た
さ
ら
に
そ
の
上
へ
上
へ
と
際
限
の
な
い
戲
論
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
一
色
﹂
と
は
あ
ら
ゆ
る
差
別
が

解
消
さ
れ
た
純
粹
﹁
眞
如
の
世
界
﹂
で
は
あ
る
が
︑
そ
こ
は
い
わ
ば
﹁
非
在
の
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
﹂︵
埴
谷
雄
高
︶
で
あ
っ
て
︑
人
間
が

生
き
ら
れ
る
世
界
で
は
な
い
︒
ゆ
え
に
南
泉
普
願
は
言
っ
た
︑

那
邊
會
了
︐
却
來
者
邊
行
履
︐
始
得
自
由
分
︒︵﹃
南
泉
語
要
﹄
︶

︵
あ
ち
ら
で
悟
っ
て
か
ら
︑
こ
ち
ら
へ
歸
っ
て
來
て
修
行
を
續
け
る
︒
そ
う
し
て
初
め
て
自
由
自
在
に
生
き
ら
れ
る
の
だ
︒︶
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唐末五代禪宗的思想 
　――　『祖堂集』卷十二「禾山和尚章」研究

衣川賢次

本研究是以通過閲讀禪宗燈史《祖堂集》卷十二《禾山和尚章》闡明《祖堂

集》所表現的唐末五代時期的南方禪宗思想特徴。禾山無殷禪師（884～960），

法嗣九峯道虔禪師（六祖慧能―青原行思―石頭希遷―藥山惟儼―道吾圓智―石

霜慶諸―九峯道虔），傳法於江西地區。他的禪宗思想的特徴在於，（一）他上堂

説法時常用禪宗故事（“話頭”、“公案”），以擧例、分類、論辯來闡明禪宗的思

維方式（他曾經編纂了名爲《十一位》的資料集）。這可稱爲宋代公案禪的先

驅。（二）禪宗發展到唐末五代時期，其内部引起了一種大衆化現象，導致了禪

僧質量的降低，因此出現了師資的契合其極困難的局面，禪師非得研究有効的傳

法方式不可。無殷禪師提示 “驗證無偏見的三標準”、“理想的三類問答”、“謗法

的三類”，對説法、聽法的人都要求提醒。（三）禪宗主張 “教外別傳”，批評當時

已僵化了的佛教教理學，而它幷不將自己的思想固定下來，提倡 “精神的流動

性”。

作爲漢語史從中古到近代的演變時期的可靠語料，《祖堂集》素有公認的價

値。卷十二《禾山和尚章》中有豐富的口語詞、俗諺的用例，此外還出現了具有

南方方音特徴的異文別字，我們通過音韵分析得知入聲韵尾、陽聲韵尾消失或弱

化的時代特徴。
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